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陳舜臣さんの、文化大革命に対する反応は、不思議なほど鈍かった。それに対し、天安門事件に対しては、

いくつかの紙誌を見るに、はっきりと物を言い、翌年（1990年）10月、国籍（中華人民共和国）をも棄てられ

た（日本国籍取得）。本号は、資料掲載を第一目的として発行しました。

本号は、紙誌のコピー、その他情報提供など、安井三吉先生のご教示に負うところすこぶる大です。感謝！

天安門事件■1989年6月4日、天安門広場を中心に起きた、民主化運動の武力弾圧事件。同年４月の胡耀邦の

追悼式をきっかけに広がった学生らの運動が、「反革命暴乱」として、人民解放軍の戒厳部隊により戦車と銃

口で制圧された事件。 （編集委員 橘雄三）

銃
口
か
ら
政
権
が
う
ま
れ
る
と
は
、

た
し
か
毛
沢
東
の
こ
と
ば
だ
が
、
こ

れ
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
彼
ら
が
土

豪
劣
紳
と
い
わ
れ
る
連
中
と
戦
っ
て

い
た
こ
ろ
、
し
い
た
げ
ら
れ
、
搾
取

さ
れ
て
い
た
人
た
ち
が
、
彼
ら
の
味

方
に
つ
い
た
。
人
心
を
得
て
彼
ら
は

勝
っ
た
の
で
あ
り
、
人
心
か
ら
政
権

が
う
ま
れ
る
と
言
い
直
さ
ね
ば
な
ら

な
い
。
い
ま
中
国
の
権
力
集
団
は
、

銃
口
に
よ
っ
て
政
権
を
守
ろ
う
と
し

て
い
る
。
政
権
を
守
る
の
は
、
じ
つ

は
人
心
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。

な
ん
と
い
う
無
知
で
あ
ろ
う
か
。

権
力
闘
争
に
勝
ち
抜
い
た
人
た
ち

の
な
か
に
は
、
上
司
に
へ
つ
ら
い
、

同
僚
を
お
と
し
い
れ
る
術
に
ば
か
り

た
け
て
、
つ
い
に
人
間
の
心
を
失
う

者
も
で
て
く
る
。
権
力
は
魔
物
で
も

あ
る
。
そ
ん
な
人
間
の
皮
を
か
ぶ
っ

た
化
け
物
た
ち
が
、
人
間
で
は
で
き

な
い
は
ず
の
今
回
の
悲
し
む
べ
き
事

件
を
お
こ
し
た
の
だ
。

権
力
は
ど
う
し
て
も
腐
敗
を
う
む
。

そ
れ
だ
け
に
、
し
っ
か
り
し
た
チ
ェ
ッ

ク
機
能
が
は
た
ら
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
一
党
独
裁
で
は
そ
れ
が
は
た

ら
き
に
く
い
。

現
代
中
国
の
幹
部
の
堕
落
は
そ
の

極
に
達
し
て
い
る
。
幹
部
子
弟
が
悪

行
の
限
り
を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
は

も
う
だ
れ
も
が
知
っ
て
い
る
。
い
ま

や
中
国
の
権
力
集
団
は
、
か
つ
て
彼

ら
の
先
輩
が
戦
っ
た
相
手
で
あ
る

「
土
豪
劣
紳
」
そ
の
も
の
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

私
に
は
眠
れ
な
い
夜
が
つ
づ
い
た
。

な
に
よ
り
も
目
前
の
命
を
救
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
以
上
、
尊
い
命
が

化
け
物
た
ち
に
奪
わ
れ
る
の
を
防
が

ね
ば
な
ら
な
い
。
広
い
中
国
に
は
、

と
に
も
か
く
に
も
和
解
さ
せ
る
名
人

が
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
土
豪
劣
紳

退
治
は
あ
と
ま
わ
し
に
し
て
も
、
一

人
で
も
多
く
の
命
が
救
わ
れ
る
よ
う

に
、
そ
ん
な
名
人
の
出
現
を
祈
る
の

み
で
あ
る
。

天安門事件について、陳舜臣さんの文章が載った紙誌

一
九
九
三
年
十
二
月
、
毛
沢
東
生
誕
百
年
を
記
念

し
て
放
映
さ
れ
た
『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
毛
沢
東
と

そ
の
時
代
』
の
中
で
、
井
岡
山
茅
坪
村
の
張
桂
庭
さ

ん
が
話
し
て
い
る
。

「
毛
主
席
は
朱
徳
総
指
令
と
一
緒
に
、
よ
く
こ
の

辺
り
を
通
っ
た
よ
。
ボ
ロ
ボ
ロ
の
服
を
着
て
、
帽
子

を
被
っ
て
な
。
村
の
人
た
ち
は
毛
主
席
と
朱
徳
総
指

令
を
、
毛
委
員
、
朱
軍
長
と
呼
ん
で
た
。
毛
主
席
は

こ
こ
で
民
衆
に
お
米
を
や
っ
た
り
、
子
ど
も
を
救
っ

た
り
、
民
衆
の
た
め
に
草
鞋
を
編
ん
だ
り
し
た
ん
だ
。

毛
主
席
は
わ
れ
わ
れ
の
恩
人
だ
」

張
桂
庭
さ
ん
は
、
話
し
て
い
る
う
ち
に
昔
の
こ
と

を
思
い
出
し
、
気
分
が
高
じ
て
き
た
の
か
、
当
時
よ

く
歌
っ
て
い
た
と
い
う
歌
を
歌
い
だ
す
。

♪
土
豪
を
打
倒
し
よ
う
、
劣
紳
を
打
倒
し
よ
う

土
豪
、
劣
紳
を
打
倒
し
て
土
地
を
分
配
し
よ
う

土
地
を
分
配
し
て
、
中
央
紅
区
の
人
々
は
紅
軍

を
讃
え
る

円
満
な
幸
福
は
毛
委
員
に
頼
る

貧
乏
人
は
立
ち
上
が
り
、
さ
ら
な
る
闘
争
を
忘

れ
な
い

井岡山茅坪村、村の市
せいこうざんマオピン

1997年 編集委員撮影

一
九
八
九
年
六
月
六
日
『
朝
日
新
聞
』

傍
線
は
編
集
委
員
の
加
筆

彼
ら
が
「
土
豪
劣
紳
」
と
戦
っ
て
い
た
こ
ろ
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一
九
一
九
年
に
起
こ
っ
た
学
生
を
中
心

と
し
た
反
日
愛
国
運
動
。
第1

次
大
戦
後

の
パ
リ
講
和
会
議
に
お
い
て
、
山
東
の
旧

ド
イ
ツ
利
権
が
中
国
に
返
還
さ
れ
ず
、
日

本
に
付
与
さ
れ
よ
う
と
し
た
た
め
、
憤
慨

し
た
学
生
三
千
人
が
五
月
四
日
に
天
安
門

に
集
合
、
条
約
調
印
拒
否
、
曹
汝
霖
ら
の

親
日
官
僚
罷
免
、
日
本
製
品
排
斥
な
ど
を

主
張
し
て
デ
モ
を
行
っ
た
こ
と
に
端
を
発

す
る
。
曹
汝
霖
邸
に
押
し
寄
せ
た
デ
モ
隊

の
な
か
か
ら
多
く
の
逮
捕
者
、
負
傷
者
を

出
し
た
た
め
学
生
側
が
反
発
し
て
ス
ト
ラ

イ
キ
に
入
り
、
こ
れ
に
呼
応
し
て
全
国
各

地
で
学
生
運
動
が
起
こ
っ
た
。
さ
ら
に
六

月
三
、
四
日
に
北
京
で
大
量
の
学
生
が
逮

捕
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
る
と
、
各
地
の
労

働
者
の
間
に
も
同
情
的
動
き
が
広
ま
り
、

北
京
政
府
も
や
む
な
く
六
月
七
日
に
は
学

生
を
釈
放
、
九
日
に
は
曹
汝
霖
ら
三
人
が

辞
職
、
二
十
八
日
に
は
講
和
条
約
調
印
拒

否
を
声
明
す
る
に
至
っ
た
。

（
岩
波
『
現
代
中
国
事
典
』
）

後
の
中
国
革
命
の
中
心
と
な
る
毛
沢
東

（
26
歳
）
や
周
恩
来
（
21
歳
）
な
ど
も
こ

の
頃
か
ら
革
命
運
動
に
参
加
し
始
め
る
。

こ
の
よ
う
な
五
四
運
動
は
、
中
国
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
最
初
の
高
揚
を
示
す
も
の
で
、

孫
文
の
新
た
な
中
国
国
民
党
の
組
織
化
と
、

中
国
共
産
党
の
出
現
、
そ
し
て
両
者
に
よ

る
第
一
次
国
共
合
作
の
成
立
、
軍
閥
政
府

の
打
倒
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
（w

w
w
.
y
-

h
i
s
t
o
r
y
.
n
e
t

『
世
界
史
の
窓
』
）

「天安門惨劇を「専制」葬送の号砲に」（1989.6.10 毎日新聞１面）

五
四
運
動
■
補
足

五四運動 天安門前のデモ https://johnklon.

blogspot.com/2019/05/201954.html
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魯
迅
は
、
一
九
二
六
年
の
三
・
一
八
事

件
の
あ
と
、
厦
門
大
学
の
招
き
で
南
下
し
、

秋
に
は
、
大
学
の
図
書
館
（
集
美
楼
）
に

住
ん
で
い
ま
し
た
。
岩
波
文
庫
『
故
事
新

編
』
の
「
序
言
」
か
ら
「
剣
を
鍛
え
る
話
」

（
原
題
「
鋳
剣
」
。
発
表
当
時
の
題
は

「
眉
間
尺
」
）
が
こ
こ
で
書
か
れ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
作
品
は
、
文
中
、
時
代
の
特
定
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
訳
註
に
よ
る
と
、
「
時

代
は
不
明
だ
が
、
ほ
ぼ
戦
国
時
代
と
見
て

よ
い
」
と
あ
り
ま
す
。

父
の
死
の
時
、
ま
だ
母
の
胎
内
に
い
た

眉
間
尺
で
し
た
が
、
〈
子
の
刻
を
過
ぎ
れ

ば
十
六
歳
に
な
る
〉
と
い

う
日
の
夜
、
母
は
眉
間
尺

に
父
の
死
の
真
相
を
話
し
ま
す
。

父
は
天
下
第
一
の
剣
作
り
で
、
大
王
か

ら
、
王
妃
が
産
み
落
と
し
た
鉄
の
玉
で
剣

を
鍛
え
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
、
三
年
の
精

進
の
末
に
、
雄
剣
、
雌
剣
、
二
振
り
の
剣

を
鍛
え
上
げ
ま
す
。
父
は
、
〈
剣
を
献
上

す
る
日
は
わ
し
の
命
の
尽
き
る
日
で
も
あ

る
。
た
ぶ
ん
こ
れ
が
永
の
別
れ
に
な
る
だ

ろ
う
〉
と
言
い
残
し
、
雌
剣
を
持
っ
て
家

を
出
、
そ
の
通
り
に
な
り
ま
し
た
。

成
人
し
た
眉
間
尺
は
父
が
鍛
え
た
雄
剣

を
携
え
城
内
へ
と
向
か
い
ま
す
。

こ
の
後
は
、
陳
舜
臣
さ
ん
の
記
事
を
お

読
み
下
さ
い
。

思
え
ば
、
ま
だ
去
年
、
厦
門
島
に
引
っ

ア
モ
イ

こ
も
っ
て
い
た
こ
ろ
だ
が
、
ひ
ど
く
人
に

嫌
わ
れ
て
、
と
う
と
う
「
鬼
神
を
敬
し
て

之
を
遠
ざ
く
」
式
の
待
遇
を
受
け
、
図
書

館
の
楼
上
の
一
室
に
祭
り
あ
げ
ら
れ
た
。

…

。
夜
九
時
を
過
ぎ
る
と
、
み
な
散
り
散

り
に
帰
っ
て
し
ま
っ
て
、
巨
大
な
洋
館
の

な
か
に
、
私
の
ほ
か
に
は
人
っ
子
ひ
と
り

い
な
く
な
っ
た
。
私
は
、
静
寂
の
な
か
に

沈
ん
で
い
っ
た
。…

。
背
後
の
窓
か
ら
望

む
と
、
突
兀
と
し
た
岩
山
に
、
た
く
さ
ん

と
つ
こ
つ

の
白
い
点
が
見
え
る
。
墓
の
群
で
あ
る
。

ぽ
つ
ん
と
黄
色
い
火
の
見
え
る
の
は
、
南

普
陀
寺
の
瑠
璃
灯
だ
。
前
面
は
海
と
空
が

ひ
と
つ
に
な
っ
て
、
黒
棉
の
よ
う
な
夜
色

に
包
ま
れ
て
い
る
。
（
『
魯
迅
評
論
集
』

竹
内
好
訳
。
岩
波
文
庫
）

■
左
は
厦
門
大
学
「
魯
迅
紀
念
館
」

一
九
九
六
年
、
編
集
委
員
撮
影

河
北
新
報
に
寄
稿
し
た
「
黒
い
男
」
は

同
じ
タ
イ
ト
ル
で
『
曼
陀
羅
の
人
』
に
収

録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
、
天
安

門
事
件
に
対
す
る
発
言
が
収
録
さ
れ
て
い

る
エ
ッ
セ
イ
集
っ
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「黒い男―中国の変革と若者たち―」（河北新報 1989.7.7）

岩
波
文
庫
『
故
事
新
編
』
「
剣
を
鍛
え
る
話
」
補
足

「
黒
い
男
」
は
『
曼
陀
羅
の
人
』
に
収
録

魯
迅
が
「
剣
を
鍛
え
る
話
」
を
書
い
た
図

書
館(

集
美
楼)

は
、い
ま
「
魯
迅
紀
念
館
」

集英社版表紙
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「ああ老独裁者に血ぬられた母国の民よ」（『現代』1989.８ 講談社）

「
あ
あ
老
独
裁
者
に
血
ぬ
ら
れ
た
母
国
の

民
よ
」
要
約

副
題
に
「
中
国
四
千
年
の
教
訓
は
ど
こ

へ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
又
、
文
中
、
「
天

安
門
の
惨
事
を
テ
レ
ビ
で
み
た
と
き
、
私

は
漢
の
武
帝
の
晩
年
の
悲
劇
を
連
想
し
た
。

現
実
の
テ
レ
ビ
の
画
面
を
、
過
去
の
歴
史

の
場
面
に
重
ね
合
わ
せ
る
の
は
、
奇
妙
な

癖
だ
と
笑
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
性

癖
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
と
自
ら
お
っ
し
ゃ

る
よ
う
に
、
陳
舜
臣
さ
ん
は
、
中
国
の
歴

史
上
の
出
来
事
か
ら
説
き
起
こ
す
。

記
述
は
、
冒
頭
、
漢
の
高
祖
（
在
位
前

二
〇
二
～
前
一
九
五
）
の
最
晩
年
の
出
来

事
か
ら
始
ま
り
、
続
い
て
、
同
じ
く
前
漢

の
時
代
、
武
帝
の
晩
年
の
出
来
事
に
筆
が

及
ぶ
。
ど
ち
ら
も
、
血
塗
ら
れ
た
残
忍
な

弾
圧
で
あ
っ
た
。
多
く
の
人
が
殺
さ
れ
、
自
殺
し
た
。

陳
さ
ん
は
、
「
年
を
と
る
と
、
現
実
を
構
成
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
要
因
を
見
き
わ
め
る
判
断
力
が
低
下
す
る
。

そ
れ
な
の
に
、
思
考
硬
直
と
視
野
狭
窄
に
よ
っ
て
、
決

断
力
の
み
独
善
的
に
と
ぎ
す
ま
さ
れ
る
。
二
千
年
以
上

も
前
の
巫
蠱
の
乱
と
、
天
安
門
惨
事
と
を
、
私
は
べ
つ

ふ

こ

に
強
引
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
天

安
門
の
悲
劇
と
は
、
素
手
の
学
生
や
市
民
が
民
主
化
を

要
求
し
た
の
に
た
い
し
て
、
軍
隊
が
武
力
鎮
圧
し
た
の

で
あ
る
。…

。
二
十
世
紀
の
常
識
で
は
、
き
わ
め
て
基

本
的
で
、
つ
つ
ま
し
い
民
主
化
を
要
求
し
、
政
治
の
腐

敗
を
糾
弾
し
た
の
で
あ
る
。
学
生
や
市
民
た
ち
は
、
一

切
の
暴
力
を
用
い
て
い
な
い
。
彼
ら
は
「
話
し
合
い
」

を
求
め
た
だ
け
な
の
だ
。
根
本
的
に
異
な
る
事
件
だ
が
、

残
忍
な
弾
圧
が
、
老
い
た
る
独
裁
者
の
決
断
に
よ
っ
て

加
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
共
通
点
が
あ
る
」
と
強
調
す
る
。

上
の
毎
日
新
聞
（
一
九
八
九
年
六
月
十
日
）
の
写
真
、

鄧
小
平
は
老
独
裁
者
、
そ
の
人
で
あ
る
。
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抜
粋
・
活
字
起
し
し
ま
す
。
傍
線
は

編
集
委
員
の
加
筆
。
最
初
に
あ
げ
た
箇

所
は
陳
舜
臣
作
品
で
何
度
か
読
ん
だ
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
自
家
薬
籠
中
の
も
の

な
の
で
し
ょ
う
。

紀
元
前
五
四
八
年
、
孔
子
誕
生
の
三

年
後
の
こ
と
、
山
東
半
島
に
あ
っ
た
斉

の
国
で
、
大
夫
（
宰
相
）
の
崔
杼
が
主

君
の
荘
公
を
殺
し
、
弟
の
景
公
を
立
て

る
事
件
が
お
こ
っ
た
。

太
史
（
中
央
の
史
官
）
は
、

ー
崔
杼
、
そ
の
君
を
弑
す
。

し
い

と
記
録
し
た
。
崔
杼
は
怒
っ
て
そ
の

太
史
を
殺
し
た
。
だ
が
、
太
史
の
弟
が

ま
た
同
じ
こ
と
を
し
る
し
た
。
そ
こ
で

崔
杼
は
ま
た
殺
し
た
。
三
番
目
の
弟
が

み
た
び
お
な
じ
こ
と
を
書
き
つ
け
た
。

ー
乃
ち
之
を
舎
く
。

す
な
わ

お

と
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
あ
る
。
さ

す
が
の
崔
杼
も
三
人
目
は
殺
さ
ず
に
、

そ
の
ま
ま
に
し
た
と
い
う
。
話
は
ま
だ

す
こ
し
つ
づ
く
。

ー
南
史
氏
（
地
方
の
史
官
）
、
太
史

尽

く
死
せ
り
と
聞
き
、
簡
（
竹
簡
）

こ
と
ご
と

を
執
り
て
以
て
往
く
。
既
に
書
せ
り
と

聞
き
乃
ち
還
る
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
言
論
が
封
殺

さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
、
中
国
で
は
か

な
ら
ず
思
い
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
八
九
年
六
月
四
日
は
、
正
確
に

記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
い

現
代
で
は
、
ペ
ン
の
ほ
か
に
映
像
が
記

録
の
有
力
な
武
器
と
な
っ
て
い
る
。

ー
天
安
門
で
は
死
者
は
一
人
も
な
か
っ

た
。と

い
う
の
が
公
式
の
記
録
に
な
る
ら

し
い
が
、
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
の
こ
の
こ

と
ば
は
、
「
こ
れ
か
ら
の
発
言
は
み
な

ウ
ソ
で
す
」
と
い
う
前
置
き
の
つ
も
り

で
あ
ろ
う
。

一
九
二
六
年
三
月
十
八
日
、
天
安
門

前
に
集
ま
っ
た
学
生
や
市
民
が
、
段
祺

瑞
政
府
に
請
願
デ
モ
を
か
け
た
と
こ
ろ
、

軍
隊
が
発
砲
し
、
死
者
四
十
七
名
、
負

傷
者
百
五
十
名
以
上
を
出
し
た
。

死
者
の
一
人
、
北
京
女
子
師
範
大
学

の
学
生
劉
和
珍
は
、
魯
迅
の
教
え
子
で

あ
っ
た
。
魯
迅
は
「
花
な
き
バ
ラ
」
其

二
と
題
し
た
文
章
の
な
か
に
、

ー
墨
で
書
か
れ
た
虚
言
は
、
血
で
書
か

れ
た
事
実
を
隠
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
、
し
る
し
て
い
る
。
お
な
じ
こ
ろ

に
、
魯
迅
は
「
空
論
」
と
題
す
る
短
文

を
書
き
、

ー
今
度
の
事
件
で
の
死
者
が
、
来
者
に

の
こ
し
て
く
れ
た
贈
り
も
の
は
、
多
く

の
し
ろ
も
の
の
仮
面
を
引
き
は
が
し
て
、

人
間
の
相
の
下
に
か
く
さ
れ
て
い
た
思

い
も
よ
ら
ぬ
凶
悪
さ
を
暴
露
し
て
く
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
あ
と
に
つ
づ
く
戦
士

は
、
そ
れ
に
学
ん
で
当
然
、
ち
が
っ
た

戦
法
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
、
結
ん
で
い
る
。

傍
線
の
箇
所
は
、
本
号
３
ペ
ー
ジ
の

「
黒
い
男
」
の
記
述
に
繋
が
り
ま
す
。

「「血で書かれた事実」は隠せない」（『文藝春秋』 1989.８ ）

春
秋
斉
の
宰
相
崔
杼
と
史
官

さ
い
ち
ょ

天
安
門
事
件
の
記
録
に
映
像
が
武
器
に

魯
迅
の
筆
法
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『陳舜臣中国ライブラリー４』(2001 集英社)「自

作の周辺」稻畑耕一郎氏との対談から引用します。

陳 第4巻でストップしたんです。いろいろ事情

があるんですけれども、第一には、新しい資料が出

てくる時代になっていて、もうちょっと後にしたほ

うがいいという感じもあったんです。 （中略）

稻畑 重要な資料が隠されていたり、何か不都合

なことがあって、口を閉ざさざるを得ないこともあ

るのでしょうか。

陳 そう。まだ公開されていない、だれかが握っ

ている、あるいは気付かずにだれも調べようとしな

い資料、そういうものがどの時代における近･現代

史の現場にも、ある。

私たちの今日でも、大分あると思います。例の文

化大革命にしても、そうですね。（中略）まだ公開

されていない資料とか、

口を閉ざしている当事者

というのは、まだまだあ

ると思うんですよ。

だから、私が中国の現

代史を書くというのは、

ちょっと時間切れかな。

まあ、あと十年ぐらいだ

から、間に合うかもしれ

ない…。

残念ながら、間に合い

ませんでした。

打ち切りの理由は、文

化大革命よりも、むしろ、

天安門事件でしょう。

私
が
き
い
た
銃
声
で
、
い
っ
た

い
ど
れ
ほ
ど
の
台
湾
人
が
命
を
落

と
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

た
だ
銃
声
だ
け
を
き
い
て
い
た

と
い
う
の
は
口
惜
し
い
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
音
と
と
も
に
、
同
胞
の

命
が
一
つ
ま
た
一
つ
と
消
え
て
行

く
こ
と
を
、
そ
の
と
き
実
感
で
き

な
か
っ
た
こ
と
に
た
い
し
て
、
私

は
い
ま
で
も
罪
悪
感
を
も
っ
て
い

る
。
そ
の
と
き
、
お
ま
え
は
ど
ん

な
気
持
ち
で
そ
の
音
を
き
い
て
い

た
の
か
、
と
問
わ
れ
る
と
、

ー
祈
り
を
こ
め
て
き
い
て
い
た
。

と
、
答
え
る
し
か
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。

な
に
を
祈
る
か
と
い
え
ば
、
げ

ん
に
き
こ
え
て
く
る
の
が
、
お
ぞ

ま
し
い
殺
人
銃
弾
の
音
で
は
な
く
、

威
嚇
の
た
め
の
空
砲
の
音
で
あ
れ

か
し
、
と
い
う
祈
り
で
あ
っ
っ
た
。

音
を
き
く
だ
け
で
、
真
相
は
ま
っ

た
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
真

相
に
近
い
話
を
き
い
た
の
は
、
だ

い
ぶ
の
ち
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

(

『
道
半
ば
』
）

二
・
二
八
事
件
を
回
想
し
、
陳

舜
臣
さ
ん
は
こ
の
よ
う
に
記
し
て

い
ま
す
。
台
北
で
の
出
来
事
を
、

音
と
し
て
、
帰
郷
中
の
新
荘
で
聞

い
た
の
で
す
。

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
」
、

お
う
も
う

洪
秀
全
の
「
太
平
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
。

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
。

『
虹
の
舞
台
』
は
一
九
七
三
年

の
執
筆
で
す
。
陳
さ
ん
は
こ
の
作

品
で
、
陶
展
文
を
つ
ぎ
の
よ
う
に

描
い
て
い
ま
す
。

陶
展
文
は
目
を
と
じ
た
。

か
つ
て
し
い
た
げ
ら
れ
た
国
の

人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
彼
は
、
独

立
の
た
め
に
戦
っ
た
ボ
ー
ス
の
姿

に
感
動
し
た
の
で
あ
る
。

慚
愧
の
念
も
あ
っ
た
。

ざ
ん
き

ボ
ー
ス
は
戦
っ
た
の
に
、
自
分

は
戦
い
か
ら
逃
げ
た
の
で
は
な
い

か
？

陶
展
文
が
目
を
ひ
ら
く

と
、
大
泉
邸
の
椿
の
花
が
、

（
紅
い
花
も
あ
れ
ば
、
白
い
花
も

あ
る
の
よ
）

と
、
囁
き
か
け
る
よ
う
な
気
が

さ
さ
や

し
た
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ
ー
ス
に
負
い

目
を
感
じ
て
い
る
よ
う
な
記
述
で

す
。こ

の
執
筆
は
49
歳
の
時
で
、
こ

の
執
筆
の
す
ぐ
後
、
中
華
人
民
共

和
国
籍
を
と
っ
て
、
中
国
（
西
安

か
ら
甘
粛
、
新
疆
へ
）
旅
行
を
し

て
い
ま
す
。

天
安
門
事
件
は
65
歳
の
時
で
す
。

で
も
、
基
本
的
に
、
陳
舜
臣
さ
ん

の
思
い
は
同
じ
で
は
な
い
か
と
も

思
い
ま
す
。

陳さんの二・二八事件回想、文化大革命観ほか

陳
さ
ん
の
二
・二
八
事
件
回
想

『
虹
の
舞
台
』
の
陶
展
文

陳
さ
ん
の
文
化
大
革
命
観

本
通
信
第
23
号
再
掲

『中国の歴史近・現代篇』途中打ち切りの理由


