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こ
れ
は
私
の
、
は
じ
め
て
の
長
編
エ
ッ
セ
イ

で
あ
る
。

だ
い
ぶ
前
に
、
自
分
の
住
む
神
戸
の
ま
ち
を

紹
介
す
る
本
を
出
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
エ
ッ

セ
イ
を
書
い
た
と
い
う
気
は
し
な
か
っ
た
。
い

ち
ど
小
説
に
書
い
た
ア
ヘ
ン
戦
争
を
、
最
近
、

実
録
と
し
て
一
冊
の
本
に
概
説
し
た
が
、
こ
れ

は
む
し
ろ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
ジ
ャ
ン
ル
に

属
す
る
で
あ
ろ
う
。

短
い
エ
ッ
セ
イ
な
ら
、
ず
い
ぶ
ん
書
い
て
き

た
。
い
ち
い
ち
お
ぼ
え
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

最
初
の
そ
れ
は
、
や
は
り
記
憶
に
あ
ざ
や
か
に

の
こ
っ
て
い
る
。
私
の
小
説
の
処
女
作
が
出
版

さ
れ
た
の
は
、
昭
和
三
十
六
年
十

月
の
こ
と
だ
が
、
随
筆
の
処
女
作

は
、
そ
の
年
の
十
二
月
の
朝
日
新

聞
に
の
っ
た
も
の
で
あ
る
。
大
阪

本
社
か
ら
の
依
頼
で
あ
っ
た
が
、

東
京
版
に
も
掲
載
さ
れ
た
。
分
量

は
四
枚
で
、
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ

は
『
歳
末
風
景
』
で
あ
っ
た
。
そ

の
な
か
で
、
私
は
つ
ぎ
の
よ
う
な

こ
と
を
述
べ
た
。

陳
舜
臣
さ
ん
は
、
『
歳
末
風
景
』

の
な
か
で
、
冬
至
に
は
、
一
家
、

ダ
ン
ゴ
を
食
べ
、
ダ
ン
ゴ
を
食
べ

て
や
っ
と
歳
末
気
分
が
し
は
じ
め

る
と
書
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
新
聞

記
事
を
見
た
広
東
出
身
や
北
京
出

身
の
友
人
か
ら
、
自
分
に
は
そ
ん

な
習
慣
は
な
い
と
言
わ
れ
る
。
ど
う
や
ら
、
冬

至
に
ダ
ン
ゴ
を
食
べ
る
の
は
福
建
と
台
湾
に
限

ら
れ
る
と
わ
か
り
、
陳
さ
ん
は
執
筆
に
抜
か
り

が
あ
っ
た
と
反
省
し
、
気
を
落
と
す
。

何
年
か
前
の
思
い
ち
が
い
を
、
こ
こ
に
『
ま

え
が
き
』
と
し
て
披
露
す
る
。
こ
の
本
の
内
容

ひ
ろ
う

に
つ
い
て
も
、
私
は
お
な
じ
種
類
の
錯
誤
を
再

び
犯
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
裏
づ
け
が
あ

る
と
思
っ
て
書
い
た
こ
と
が
、
ほ
ん
と
う
は
そ

の
根
拠
が
薄
弱
、
ま
た
は
誤
っ
て
い
た
と
い
う

ケ
ー
ス
も
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
ら
か
じ
め
読
者
に

そ
の
こ
と
を
、
念
頭
に
お
い
て
も
ら
い
た
い
。

あ
と
で
嗤
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
私

わ
ら

は
あ
え
て
こ
の
本
を
書
く
。

一
人
の
日
本
育
ち
の
中
国
人
が
、
物
心
つ
い

た
こ
ろ
か
ら
中
国
と
日
本
の
こ
と
を
、
つ
ね
に

考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に

つ
い
て
い
く
ば
く
か
の
蓄
積
が
あ
る
と
思
い
、

他
人
に
も
そ
れ
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
の
で
あ

る
。
日
本
と
中
国
の
相
互
理
解
に
、
す
こ
し
で

も
役
に
立
て
ば
と
思
っ
て
。

日
中
の
友
好
の
う
え
に
し
か
、
こ
の
本
の
作

者
に
は
安
住
の
場
所
が
な
い
。
冬
至
の
ダ
ン
ゴ

の
ご
と
き
陥
穽
が
、
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
こ
と
は

か
ん
せ
い

よ
く
知
っ
て
い
る
。
そ
の
危
険
を
進
ん
で
冒
そ

お
か

う
と
す
る
の
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
が
あ

る
か
ら
だ
が
、
そ
の
熱
気
を
な
だ
め
つ
つ
筆
を

進
め
る
こ
と
に
し
た
。

昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日

陳

舜
臣

陳舜臣さん初めての長編エッセイ 1971年刊 『日本人と中国人』

『
日
本
人
と
中
国
人
』
「
ま
え
が
き
」
抜
粋
引
用

傍
線
は
編
集
委
員
の
加
筆
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『日本人と中国人 ― ＂同文同種＂と思いこむ危険』 目次

■
第
五
章

〝血
〟と
〝文
明
〟

１
尊
血
主
義

〝血
〟へ
の
信
仰
の
頂
点
が
〝天
皇
家
〟

日
本
だ
け
の
怪
現
象
〝家
元
制
度
〟

で
は
、
陳
家
の
ル
ー
ツ
は
中
原
潁
川

で
陳
舜
臣
さ
ん
は
33
世
と
言
っ
た
り
す

る
の
は
何
な
ん
だ
ろ
う
。
日
本
で
系
図

を
尊
重
す
る
の
は
天
皇
家
、
諸
々
の
家

元
ぐ
ら
い
で
、
一
般
人
に
〝
血
〟
へ
の

信
仰
は
な
い
が…

。

■
第
八
章
わ
れ
ら
隣
人

２
竜
と
鳳

竜
も
鳳
も
、も
と
は
部
族
の
シ
ン
ボ
ル
・

マ
ー
ク
、す
な
わ
ち
民
族
学
で
い
う
ト
ー

テ
ム
で
あ
ろ
う
。

怪
奇
な
『
竜
』
の
部
族
は
お
そ
ろ
し

く
、実
在
の
鳥
と
あ
ま
り
異
な
ら
な
い

『
鳳
』
の
部
族
は
お
と
な
し
い
の
か
？

い
や
、じ
つ
は
そ
の
正
反
対
な
の
だ
。

こ
れ
は
面
白
い
。
『
龍
鳳
の
く
に
』

と
併
せ
、
是
非
ご
一
読
を
。

目
次
、い
く
つ
か
の
補
足

ま
え
が
き

第
一
章

日
本
人
と
中
国
人
に
関
す
る
一
問
一
答

あ
な
た
は
一
体
、ど
れ
だ
け
知
っ
て
い
る
か
？

第
二
章

脣
と
歯

つ
き
あ
い
の
歴
史

く
ち
び
る中

国
の
古
典
か
ら
見
た
日
本
の
歴
史

１
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
隣
人

淡
泊
な
隣
人
同
士
か
ら
不
幸
な
隣
人
関
係
へ

日
本
の
文
明
は
中
国
文
明
の
〝水
割
り
〟

２
合
図
の
扇

日
本
で
発
見
さ
れ
た
〝幻
の
本
〟『
両
朝
平
攘
録
』

中
国
人
は
カ
タ
ロ
グ
マ
ニ
ア
、日
本
人
は
保
存
の
天
才

３
旗
の
ま
ま
に

辮
髪
と
月
代
は
同
じ
も
の
だ

べ
ん
ぱ
つ

さ
か
や
き

〝満
洲
〟と
い
う
言
葉
に
不
快
感
を
持
つ
中
国
人

第
三
章

〝面
子
〟と
〝も
の
の
あ
わ
れ
〟

め
ん
つ

決
定
的
な
ち
が
い
は
、日
本
に
黄
河
が
な
か
っ
た
こ
と

１
猫
も
杓
子
も

中
国
人
に
衝
撃
を
与
え
た
「
祈
戦
死
」
の
幟
の
ぼ
り

鉄
砲
伝
来
か
ら
百
年
で
日
本
は
銃
弾
の
輸
出
国
に

２
胡
服
騎
射

軍
服
ひ
と
つ
決
め
る
の
に
王
を
手
古
ず
ら
す

い
つ
も
の
〝簡
潔
さ
〟を
失
っ
た
司
馬
遷
の
筆

３
お
な
じ
根

「
黄
河
の
治
水
」
こ
そ
聖
人
の
資
格

中
国
的
無
神
論
の
帰
結
が
〝面
子
〟

４
こ
の
差

日
本
文
学
の
根
〝も
の
の
あ
わ
れ
〟

〝以
心
伝
心
〟よ
り
〝説
得
〟を
重
視
し
た
中
国
人

第
四
章

こ
と
だ
ま

〝同
文
同
種
〟と
思
い
こ
む
こ
と
の
危
険

１
道
し
る
べ

日
本
に
と
っ
て
中
国
は
〝打
出
の
小
槌
〟

〝道
し
る
べ
〟を
立
て
た
民
族
と
そ
れ
に
従
っ
た
民
族

２
ち
ょ
っ
と
ぼ
か
す

日
本
人
の
短
気
は
日
本
語
が
原
因

日
本
語
は
あ
ま
り
に
も
明
晰
す
ぎ
る

３
同
文
同
種
に
甘
え
る
な

〝殺
〟と
は
〝殺
す
〟こ
と
で
は
な
い

両
国
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
よ
う

第
五
章

〝血
〟と
〝文
明
〟

日
本
文
明
の
源
は
〝血
統
へ
の
信
仰
〟に
あ
る

１
尊
血
主
義

〝血
〟へ
の
信
仰
の
頂
点
が
〝天
皇
家
〟

日
本
だ
け
の
怪
現
象
〝家
元
制
度
〟

２
文
明
は
中
原
よ
り

ち
ゅ
う
げ
ん

〝中
華
思
想
〟は
〝尊
血
主
義
〟で
は
な
い

〝中
国
〟と
は
〝宇
宙
の
中
心
〟と
い
う
意
味

３
文
明
の
周
辺

〝文
身
断
髪
〟さ
え
す
れ
ば
、た
ち
ま
ち
〝蛮
族
〟に
な
る

い
れ
ず
み

〝天
に
二
日
な
く
、地
に
二
王
な
し
〟の
し
き
た
り
と
蛮
夷

４
決
定
的
な
も
の

〝中
華
〟と
〝夷
狄
〟の
差
は
決
定
的
で
は
な
か
っ
た

い
て
き

日
本
ほ
ど
〝差
別
〟の
き
び
し
い
国
は
な
い

祥伝社ノンブック
表紙

陳家の墓碑に見える

“潁川”の文字
えいせん
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本
書
の
初
版
は
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）

に
世
に
出
た
。
も
う
三
十
数
年
に
な
る
。

私
の
視
野
で
と
ら
え
た
日
本
と
中
国
を
テ
ー
マ

に
す
る
が
、
文
中
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
版
元
は

で
き
る
だ
け
時
事
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
ほ
し
か
っ

た
ら
し
い
が
、
私
は
で
き
る
だ
け
そ
れ
か
ら
離
れ

よ
う
と
し
た
。
「
眼
前
の
問
題
を
追
う
あ
ま
り
、

水
面
に
う
か
ん
だ
屑
や
泡
を
掬
い
取
る
だ
け
に
終

わ
る
の
を
お
そ
れ
る
」
と
、
私
は
そ
の
理
由
を
説

明
し
て
い
る
。

時
代
は
ち
ょ
う
ど
日
中
国
交
正
常
化
で
、
と
き

の
田
中
角
栄
首
相
が
中
国
へ
行
き
、
毛
沢
東
主
席

や
周
恩
来
総
理
と
会
談
し
、
ち
ょ
っ
と
し
た
中
国

ブ
ー
ム
が
お
こ
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
私
の

よ
う
な
者
の
と
こ
ろ
に
も
、
そ
ん
な
時
事
に
か
ん

す
る
エ
ッ
セ
イ
を
依
頼
す
る
申
し
込
み
が
多
か
っ

た
。国

交
正
常
化
以
前
は
、
中
国
へ
渡
航
す
る
こ
と

も
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
日
本
生
ま
れ
の
私
は
、

戦
後
三
年
半
ほ
ど
台
湾
で
教
職
に
就
い
た
ほ
か
、

香
港
取
材
で
行
っ
て
い
る
程
度
で
、
大
陸
で
の
居

住
経
験
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
私
に

執
筆
を
た
め
ら
わ
せ
た
。
し
か
し
私
は
『
人
』
を

書
く
の
で
あ
る
。
台
湾
で
多
く
の
人
に
会
っ
た
。

中
学
の
同
僚
に
も
大
陸
の
人
は
い
た
し
、
神
戸
で

も
私
は
中
国
人
の
グ
ル
ー
プ
に
囲
ま
れ
て
生
活
し

た
。本

書
執
筆
後
三
十
数
年
、
私
は
数
え
切
れ
な
い

ほ
ど
多
く
中
国
の
土
を
踏
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
本

書
に
訂
正
す
べ
き
箇
所
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
わ
か

り
、
時
事
を
避
け
た
こ
と
は
正
解
だ
と
わ
か
り
、

胸
を
撫
で
お
ろ
し
て
い
る
。

な
に
し
ろ
四
十
歳
代
の
若
書
き
で
あ
り
、
表
現

に
不
適
切
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
は
訂
正
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。

二
〇
〇
五
年
七
月

■
傍
線
の
最
後
、
な
に
し
ろ
四
十
歳
代
の
若
書
き

わ
か
が

で
あ
り
、
表
現
に
不
適
切
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ

れ
は
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
と
あ
り
ま
す
。

本
号
冒
頭
に
記
し
た
安
井
先
生
の
ご
助
言
、
情

報
提
供
も
こ
の
点
に
関
係
し
て
い
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
初
刊
本
と
新
書
版
を
比
較
し
、
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。

そ
の
四
箇
所
を
次
ペ
ー
ジ
に
あ
げ
ま
し
た
。

先
生
は
、
「
初
刊
本
と
新
書
版
で
は
文
革
の
扱

い
に
微
妙
な
変
化
が
あ
り
ま
す
。
天
安
門
事
件
は
、

そ
の
転
換
点
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
ま
す
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

私
に
は
、
そ
こ
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
陳
舜

臣
さ
ん
の
文
革
観
に
多
少
の
変
化
が
あ
っ
た
と
思
っ

て
い
ま
す
。祥

伝
社
新
書
版
表
紙

第
六
章

〝完
全
〟と
〝不
完
全
〟

バ
ラ
ン
ス
を
尊
ぶ
中
国
人
と
、

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
好
む
日
本
人

１
石
を
こ
わ
す
人
た
ち

２
モ
ラ
エ
ス
の
悲
劇

３
シ
ン
メ
ト
リ
ー
（
相
称
性
）

第
七
章

〝人
間
く
さ
さ
〟と
〝ほ
ど
の
よ
さ
〟

自
殺
ひ
と
つ
と
っ
て
も
こ
れ
だ
け
の
ち
が
い
が…

１
羅
敷
さ
ん
の
歌

ら

ふ中
国
人
の
〝形
式
主
義
〟は
〝人
間
信
頼
〟か
ら
生
ま
れ
た

中
国
人
は
、詩
を
最
高
の
文
学
と
み
な
す

２
人
間
さ
ま

〝形
式
主
義
〟の
極
致
が
中
国
の
仏
教
芸
術

日
本
の
仏
像
は
肉
体
の
躍
動
を
伝
え
る

３
自
殺
の
作
法

三
島
由
紀
夫
の
死
に
は
人
間
臭
が
な
い

日
本
人
の
〝自
殺
〟は
〝も
の
の
あ
わ
れ
〟に
通
じ
る

４
政
治
す
な
わ
ち
文
化

無
意
識
の
う
ち
に
対
句
を
用
い
る
中
国
人

つ
い
く

文
章
は
経
国
の
大
業

第
八
章

わ
れ
ら
隣
人

長
短
相
補
う
国
家
、そ
こ
に
摂
理
が…

１
名
と
実

顔
を
ふ
く
時
、タ
オ
ル
を
動
か
す
か
、あ
る
い
は

中
国
人
が
最
も
信
頼
す
る
も
の
は
〝歴
史
〟

２
竜
と
鳳

竜
的
人
間
に
鳳
的
性
格
を
呼
び
さ
ま
し
た
毛
沢
東

人
間
の
力
を
も
っ
て
す
れ
ば
す
べ
て
が
可
能

『日本人と中国人 ― ＂同文同種＂と思いこむ危険』 目次(続)

祥
伝
社
新
書
版
「
あ
と
が
き
」
抜
粋
引
用

傍
線
は
編
集
委
員
の
加
筆
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『日本人と中国人』 １９７１年初刊本と２００５年出版本の違い

１２

３４

（初
刊
本
p.
26
）

（初
刊
本
p.
88
）

（
初
刊
本
p.
90
）

（初
刊
本
p.
206

-

207
）

※
一
九
七
一
年
初
刊
本
と
二
〇
〇
五
年
出
版
本
の
違
い
を
四
箇
所
取
り
上
げ
ま
し
た
。
い

ず
れ
も
文
化
大
革
命
に
か
か
わ
る
記
述
で
、
後
者
で
は
、
四
箇
所
と
も
、
枠
で
囲
っ
た
数

行
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。

陳
舜
臣
さ
ん
の
文
革
観
に
変
化
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
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陳舜臣さんは文化大革命をどう見ていたのでしょうか？

この記事は、本通信第23号4頁の再掲です。陳舜臣さんの文化大革命についての見解が仄見え、興味深い内容

です。池島信平氏との対談が載った『新刊展望』は、直木賞受賞直後の1969年４月号です。陳さんは、まだ中

国の土は踏んでおられなかったわけですが、文化大革命については、既に、メディアなどを通じ周知のはずで

すが…。『日本人と中国人』の初刊本が出たのはこの対談のほぼ２年後ですが、同著にも、下の枠内と似た記

述が見えます。 （編集委員 橘雄三）

精
神
の
改
革
者
は
ロ
マ
ン
チ
ス
ト

池
島

ち
ょ
っ
と
話
題
が
変
わ
る
ん
で
す
け

れ
ど
、
最
近
の
中
国
の
文
化
大
革
命
は
ち
ょ
っ

と
私
な
ん
か
の
乏
し
い
知
識
じ
ゃ
理
解
で
き
な

い
し
、
た
だ
、
中
国
と
い
う
国
は
非
常
に
大
き

な
国
で
、
万
里
の
長
城
を
つ
く
っ
た
り
、
思
い

き
っ
て
儒
家
の
書
物
を
全

部
焼
い
て
し
ま
っ
た
り
、

日
本
人
か
ら
見
た
ら
ス
ケ
ー

ル
も
何
十
倍
も
大
き
い
国

だ
か
ら
、
あ
あ
い
う
こ
と

も
起
こ
り
得
る
と
い
う
こ

と
も
言
え
る
が
、…

。

（
中
略
）
あ
あ
い
う
ち
ょ
っ

と
わ
れ
わ
れ
の
理
解
に
絶

す
る
大
き
な
変
革
と
い
う

か
、
実
験
を
い
ま
や
っ
て

い
る
。
い
っ
た
い
こ
れ
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、

中
国
の
歴
史
に
こ
の
よ
う

な
例
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
。

陳

い
ま
お
っ
し
ゃ
っ

た
秦
の
始
皇
帝
の
変
革
も

そ
の
一
つ
で
し
ょ
う
ね
。
そ

れ
か
ら
下
が
っ
て
前
漢
と
後
漢
の
間
の
王
莽
の

お
う
も
う

簒
奪
の
と
き
も
、
や
は
り
そ
う
い
う
よ
う
な
人

さ
ん
だ
つ

間
の
精
神
の
改
造
を
志
し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
し
た
ね
。
（
中
略
）
百
年
ほ
ど
前
の
太

平
天
国
の
と
き
も
そ
れ
を
や
っ
た
と
思
う
ん
で

す
。だ

か
ら
、
あ
あ
い
う
こ
と
を
や
っ
た
人
は
、

私
は
秦
の
始
皇
帝
に
し
ろ
、
王
莽
に
し
ろ
、
あ

る
い
は
太
平
天
国
の
洪
秀
全
に
し
ろ
、
ロ
マ
ン

チ
ス
ト
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
よ
。

（
中
略
）

壁
新
聞
な
ん
か
が
日
本
の
新
聞
に
翻
訳
さ
れ

て
る
ん
で
す
が
、
あ
れ
は
誤
訳
で
は
な
い
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
こ
と
ば
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
日
本

と
中
国
で
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
す
ね
。
た
と

え
ば
「
だ
れ
か
を
焼
き
殺
せ
」
と
い
う
こ
と
ば

が
、
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
な
る
と
非
常
に
強
く

感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
「
殺
」
と
い
う
の
は
意
味

を
強
め
る
だ
け
の
こ
と
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
日

本
に
輸
入
さ
れ
た
こ
と
ば
で
「
黙
殺
」
と
か

「
悩
殺
」
と
か
、
血
の
に
お
い
が
な
い
ん
で
す

よ
。
中
国
の
殺
す
と
い
う
こ
と
ば
は
意
味
を
強

め
る
だ
け
で
、
血
の
に
お
い
の
な
い
こ
と
ば
に

な
っ
て
る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
壁
新
聞
で

「
焼
き
殺
せ
」
と
い
う
と
、
日
本
人
に
は
非
常

に
強
く
感
じ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
中
国
人
は
非

常
に
気
安
く
使
う
こ
と
ば
な
ん
で
、
そ
れ
ほ
ど

強
い
意
味
で
は
向
こ
う
で
と
ら
れ
て
な
い
と
思

う
ん
で
す
ね
。
（
中
略
）
だ
か
ら
文
化
大
革
命

の
こ
と
ば
も
必
ず
し
も
正
確
に
は
伝
わ
っ
て
い

な
い
よ
う
な
感
じ
で
す
ね
。

文化大革命では、劉少奇、彭徳懐など実権派(走

資派)と称される人たちだけでなく、老舎のような

作家、そして一般の市民までが紅衛兵による攻撃の

ターゲットとなり、その糾弾・暴行で、多くの人が

傷害を受け、また、命を落としました。

陳さんは、文化大革命のような例として、中国史

上の始皇帝の変革、王莽の「新」、洪秀全の「太平
おうもう

天国」をあげ、当事者三人を、「人間の精神の改造

を志したロマンチスト」と、むしろ肯定的に評価し、

毛沢東についても、また、同じ文脈で話されていま

す。不思議です。

さらに、談話の中で、「焼殺」を「黙殺」「悩殺」

と同じ用例とし、「中国の殺すということばは意味

を強めるだけで、血のにおいのないことば」とおしゃっ

ています。『日本人と中国人』でも「愁殺」「笑殺」

「罵(マ ののしる)殺」という語をあげ、同じ論法

で述べています。しかし、「殺」の前に置く語が問

題です。手もとの中日辞典で「焼殺」を引くと「焼

殺…」が載っていて、「家を焼き払い、人を殺し、

…」と訳がついています。確かに、魔女の火あぶり

のような事ではないですが…。

陳さんの、文化大革命に対する認識の甘さはどこ

からきているのでしょうか。

中国の「焼殺」の「殺」は意味を強めるだけで、血
のにおいのないことば！？
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そ
の
こ
ろ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
領
域

で
の
知
識
分
子
批
判
が
急
速
に
高
ま
っ

た
。
こ
と
の
発
端
は
、
あ
る
一
人
の
小

学
生
、
Ｋ
の
草
し
た
文
章
だ
っ
た
。
Ｋ

は
両
親
に
け
し
か
け
ら
れ
、
学
校
の
先

生
を
批
判
す
る
手
紙
を
書
い
た
。
そ
の

手
紙
が
、
権
力
の
交
代
を
急
ぐ
恰
好
の

材
料
と
し
て
「
四
人
組
」
の
江
青
に
利

用
さ
れ
、
人
民
日
報
に
載
っ
た
。
そ
の

後
、
Ｋ
は
天
才
少
女
の
よ
う
に
次
か
ら

次
へ
と
文
章
を
出
し
た
。
中
国
全
土
が

そ
の
攻
撃
的
な
激
し
い
口
調
に
乗
せ
ら

れ
た
。
知
識
分
子
に
た
い
す
る
攻
撃
が

一
段
と
辛
辣
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

「
け
し
か
ら
ん
。
け
し
か
ら
ん
。
で

た
ら
め
ば
か
り
だ
。
何
も
分
か
ら
な
い

純
真
無
垢
な
子
供
を
引
っ
張
り
出
し
て

文
字
獄
を
設
け
、
知
識
分
子
を
陥
れ
る
。

や
り
方
が
汚
す
ぎ
る
。
こ
れ
が
青
少
年

の
心
を
毒
す
る
も
の
で
な
く
て
何
で
あ

ろ
う
。
天
理
は
こ
れ
を
許
さ
な
い
！
」

呉
先
生
は
十
日
間
ほ
ど
反
省
室
に
閉

じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
十
日
間
、

若
者
た
ち
は
代
わ
る
代
わ
る
入
っ
て
い
っ

て
は
、
Ｋ
の
文
章
と
ベ
ル
ト
で
先
生
の

思
想
改
造
を
企
て
た
。
し
か
し
、
若
者

た
ち
の
努
力
は
無
駄
だ
っ
た
。
先
生
は

自
分
の
非
を
が
ん
と
し
て
認
め
な
か
っ

た
。業

を
煮
や
し
た
若
者
た
ち
は
立
つ
こ

と
さ
え
で
き
な
く
な
っ
た
先
生
を
引
き

ず
り
上
げ
、
壁
に
も
た
れ
さ
せ
た
。
呉

先
生
の
胸
に
は
赤
い
ペ
ン
キ
で
ペ
ケ
を

付
け
ら
れ
た
木
の
名
札
が
ぶ
ら
下
っ
て

い
た
。
一
人
の
若
者
が
少
林
寺
の
武
術

で
、
地
面
か
ら
飛
び
上
が
り
、
空
中
で

身
軽
に
翻
っ
て
ま
っ
す
ぐ
に
蹴
っ
た
。

若
者
の
革
靴
は
呉
先
生
の
胸
の
名
札
を

直
撃
し
た
。
ガ
ラ
ン
と
し
た
反
省
室
中

に
響
く
大
き
な
音
と
共
に
、
ま
る
で
銃

弾
を
受
け
て
炸
裂
し
た
よ
う
に
名
札
は

割
れ
た
。
若
者
が
優
雅
に
着
地
す
る
の

と
同
時
に
、
先
生
の
口
か
ら
は
血
が
噴

き
出
し
た
。

「
あ
ん
な
頑
固
な
反
革
命
分
子
は
見
た

こ
と
が
な
い
。
ま
っ
た
く
」

青
年
は
痰
を
ペ
ッ
と
吐
き
出
し
て
言

い
放
っ
た
。

若
者
た
ち
が
、
「
死
ん
で
も
悔
い
改

め
な
い
臭
い
知
識
分
子
」
の
先
生
を
家

ま
で
運
ん
だ
と
き
、
先
生
は
虫
の
息
で
、

話
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
病
院
は

師
母
（
※
先
生
の
奥
さ
ん
）
と
二
人
の

娘
の
必
死
の
願
い
を
無
視
し
、
「
反
革

命
分
子
」
で
あ
る
先
生
の
治
療
を
拒
否

し
た
。
師
母
は
二
人
の
娘
と
と
も
に
奔

走
し
た
。
そ
し
て
民
間
の
漢
方
薬
を
買
っ

て
き
て
先
生
に
飲
ま
せ
た
。
そ
れ
以
外
、

で
き
る
手
だ
て
は
な
か
っ
た
。

翌
日
に
な
る
と
、
先
生
の
口
に
入
れ

た
煎
じ
薬
は
そ
の
ま
ま
口
か
ら
溢
れ
枕

元
に
流
れ
た
。
先
生
は
家
に
戻
っ
て
か

ら
二
日
目
の
夜
中
に
何
の
こ
と
ば
も
残

さ
ず
に
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。

呉
先
生
が
亡
く
な
っ
た
後
、
師
母
は

先
生
の
蔵
書
の
半
分
を
僕
に
く
れ
た
。

「
趙
さ
ん
と
主
人
と
の
出
逢
い
は
奇
縁

で
し
た
ね
」

師
母
は
感
慨
深
げ
に
言
っ
た
。

■
本
号
前
頁
の
発
言
の
よ
う
に
、
陳
舜

臣
さ
ん
は
文
革
を
事
実
と
違
い
、
は
る

か
に
穏
や
か
な
も
の
と
と
ら
え
て
お
ら

れ
ま
す
。

し
か
し
、
文
革
で
の
推
定
死
者
数
は

数
百
万
人
か
ら
二
千
万
人
以
上
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
（
ウ
イ
キ
ペ
デ
ィ
ア
）
。

ここに紹介するのは、文化大革命が始まって間もなく、趙平氏の英語の個人教師の身に降りかかった悲し

い出来事です。趙平著『天にむかって歌う』「奇縁」の一部を抜粋引用します。趙平氏は私(橘)の親しい友

人です。

著者略歴■趙平（ちょう へい）

1956年、中国貴州省貴陽市に生まれる。66年、文化大革命で父親が走資派として批判され、小学校

を４年で退学。以降、文革終了まで「少年労働者」として過ごす。家庭教師より英語を学び、後に、

英語通訳を歴任。78年、文革終了後四川大学入学。82年同大学外国語学部日本語科卒業。貴州大学教

師就任。87年、天津外国語大学大学院言語学修士課程修了。同大学講師就任。

1991年日本留学。95年、阪神淡路大震災で被災。留学生などの救援活動に奔走する。96年、神戸学

院大学大学院法学研究科博士課程修了。

2001年、帰国。淮海工学院大学外国語学院院長、貴州財経大学外国語学院院長などを歴任。

中国語、日本語での小説、随筆多数。

趙
平
著

『
天
に
む
か
っ
て
歌
う
』
「
奇
縁
」

抜
粋
転
載

文革期、師の身に降りかかった悲しい出来事 趙平著「奇縁」


