
一
九
七
三
年
、
河
西
回
廊
を
通
っ
て
新
疆
ま
で
、

陳
舜
臣
さ
ん
念
願
の
旅
行
が
実
現
し
ま
し
た
。

陳
舜
臣

八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
で
す
。
も
っ

と
早
め
に
行
く
つ
も
り
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
、

北
京
で
足
止
め
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
あ
ち

ら
へ
行
く
許
可
が
、
な
か
な
か
出
な
い
ん
で
す
よ
。

当
時
、
知
り
合
い
の
廖
承
志
さ
ん
が
中
日
友
好

り
ょ
う
し
ょ
う
し

協
会
の
会
長
で
し
て
、
そ
の
口
き
き
で
秘
書
だ
っ

た
孫
平
化
さ
ん
が
動
い
て
く
れ
た
ん
で
す
。
で
、

そ

ん
へ
い
か

ト
ル
フ
ァ
ン
ま
で
ね…

…

。

稻
畑
耕
一
郎

そ
れ
で
『
新
西
遊
記
』
も
ト
ル
フ
ァ

ン
ま
で
で
、
火
焰
山
の
こ
と
は
書
か
れ
て
い
る
け

か

え
ん
ざ
ん

ど
、
そ
の
先
の
こ
と
は
な
い
。

陳

え
え
、
こ
こ
ま
で
来
る
こ
と
が
で
き
た
ん
だ

か
ら…

…

、
と
い
う
一
種
の
自
足
み
た
い
な
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
そ
の
先
も
、
い
つ
か

は
行
け
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
。

(

中
略)

ト
ル
フ
ァ
ン
は
盆
地
で
、
海
抜
マ
イ
ナ
ス
百
十

四
メ
ー
ト
ル
、
世
界
第
二
の
低
い
土
地
な
ん
で
す
。

車
で
行
く
と
ど
ん
ど
ん
、
す
り
鉢
の
底
に
下
り
て

い
く
感
じ
で
す
。
火
焰
山
と
い
う
の
は
、
ボ
グ
ド
・

オ
ラ
山
塊
が
こ
の
盆
地
の
北
辺
に
張
り
出
し
て
い

る
、
そ
の
南
端
の
山
な
み
で
し
て
ね
。

稻
畑

一
木
一
草
も
な
い
赤
い
山
肌
に
浸
蝕
の
あ

と
が
、
無
数
の
縦
じ
わ
の
よ
う
に
並
ん
で
い
ま
す

ね
。
酷
暑
の
中
で
か
げ
ろ
う
で
も
燃
え
て
い
る
と
、

た
し
か
に
ゆ
ら
め
く
焔
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

陳

『
西
遊
記
』
で
は
、
山
の
周
囲
八
百
里
が
火

の
海
で
、
三
蔵
法
師
一
行
は
ど
う
し
て
も
通
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

孫
悟
空
が
登
場
し
ま
す
。
唯
一
、
そ
の
火
を
消
せ

る
芭
蕉
扇
を
め
ぐ
っ
て
、
持
ち
主
の
女
妖
怪
、

ば
し
ょ
う
せ
ん

鉄
扇
公
主
と
の
大
立
ち
回
り
の
始
ま
り
で
す
。
京

て
っ
せ
ん
こ
う
し
ゅ

劇
の
「
西
遊

記
」
の
中
で

も
、
見
せ
場

の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
ん
で

す
よ
。

私
は
な
ん

度
も
ト
ル
フ
ァ
ン
盆
地
を
訪
れ
ま
し
た
が
、
最
初

の
と
き
は
八
月
末
で
し
た
。
毎
日
、
四
十
度
を
超

え
る
た
い
へ
ん
な
暑
さ
で
ね
、
五
十
度
近
く
に
な
っ

た
日
も
あ
り
ま
し
た
よ
。

陳

玄
奘
三
蔵
の
大
旅
行
は
、
今
日
の
私
た
ち
の

想
像
を
絶
す
る
困
難
さ
で
し
た
。
で
も
、
弟
子
た

ち
に
口
述
し
た
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
で
は
、

旅
の
苦
労
を
、
た
だ
淡
々
と
述
べ
て
い
る
だ
け
。

玄
奘
自
身
が
あ
ら
わ
し
た
『
大
唐
西
域
記
』
で
は
、

自
分
の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
彼
が
見
聞

し
た
西
域
各
国
の
地
誌
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
人
び
と
が
彼
の
艱
難
辛
苦

の
旅
を
思
い
や
り
、
い
ろ
い
ろ
な
物
語
を
作
っ
て

後
世
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

『
西
遊
記
』
は
、
そ
ん
な
な
か
で
成
立
し
た
も
の

で
し
ょ
う
。

稻
畑

実
際
の
玄
奘
は
、
大
秀
才
で
あ
る
と
同
時

に
、
実
に
タ
フ
な
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
『
西
遊

記
』
の
玄
奘
さ
ん
は
、
ほ
ん
と
う
に
情
け
な
い
。

女
に
は
た
ぶ
ら
か
さ
れ
る
は
、
化
け
も
の
が
出
て

き
た
ら
逃
げ
回
る
は
で
ね
。

陳

ト
ッ
プ
が
あ
ま
り
強
い
と
、
人
民
は
苦
労
す

る
ん
で
す
。
ト
ッ
プ
は
決
断
な
ん
か
せ
ず
に
、
お

ろ
お
ろ
し
て
い
る
ほ
う
が
い
い
。
そ
ん
な
人
民
の

願
望
が
、
呉
承
恩
の
小
説
に
も
出
て
い
ま
す
。

(

中
略)

『
西
遊
記
』
と
い
う
の
は
、
呉
承
恩
で
成
立
し

た
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。

そ
の
前
の
元
の
時
代
に
、
『
唐
三
蔵
西
遊
記
』

と
い
う
本
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
、
講
談
を
筆
記
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。

陳
さ
ん
は
以
上
の
よ
う
に
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

『
西
遊
記
』
は
呉
承
恩
の
創
作
で
は
な
く
、
そ

れ
以
前
か
ら
民
間
伝
承
と
し
て
あ
っ
た
話
な
ん
で

し
ょ
う
ね
。

と
こ
ろ
で
、

『
新
西
遊
記
』

で
は
、
『
西
遊

記
』
に
つ
い
て

語
る
と
き
は

「
三
蔵
」
と
呼

び
、
史
実
に
従
う
と
き
は
「
玄
奘
」
と
、
使
い
分

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

玄奘の旅、及び『西遊記』をもとネタにして、ご自身の旅行や史話を語る 『新西遊記』
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陳舜臣さんを語る会通信

NO.36 May 2021

文
章
は
集
英
社
『
陳
舜
臣
中
国
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
25
』

「
自
作
の
周
辺
」
の
対
談
か
ら

■
画
像
は
講
談
社
文
庫
版
表
紙

①
『
新
西
遊
記
』
取
材
旅
行

初
め
て
の
新
疆

し
ん
き
ょ
う

②
呉
承
恩
『
西
遊
記
』
以
前
に
民
間
伝
承
が
あ
っ
た

『新西遊記』を取り上げます。初出は『週刊読売』1974年1月5日号～75年1月4日号。（編集委員 橘雄三）



『新西遊記』は、『西遊記』の記述、『大唐西域

記』ほか玄奘の旅、陳舜臣さんご自身の旅行及び史

話・蘊蓄を織り成したエッセーです。
うんちく

そう思える箇所をいくつか挙げましょう。

①『西遊記』の水簾洞の猿の話が語られていたか
すいれんどう

と思うと、猿の肉は「どうしようもなくまずい」、

いや「じつにおいしい」とか、猩々(オランウータ

ン系の猿)の唇の部分が「この世の食べもののなか

で最上」だとか、『西遊記』の内容から外れ、陳さ

んの蘊蓄が披露されます。そして、そのあと、「猿
うんちく

の肉から猩々の唇ま

で話はとんだが、…

…」と一言断って、

また、『西遊記』に

戻っていきます。

②こんな箇所があ

ります。

孫悟空は西王母が
せ いおうぼ

『瑶池』のほとりの
よ う ち

邸でひらく宴会に、
やしき

自分が招待されてい

ないと知って立腹、

会が始まる前に宴会場に忍び込み、ご馳走を食べ酒

を飲み、会場を荒らしてしまいます。

陳さんは、このくだりに、自身の新疆『天池』
しんきょう

(『瑶池』の現在の通名)への旅の記述を挟みます。

③また、こんな箇所もあります。

乱暴狼藉をはたらく悟空は、釈迦如来によって五

行山に閉じ込められてしまいます。

このくだり、陳さんは、五行山は、現在の太行山

脈であるとし、清末の龔自珍の「太行山脈はのたう
きょうじちん

つように走り……」という詩を取りあげ、アヘン戦

争前夜の清朝に触れます。

つまり、『西遊記』が語られ、その話に関連し、

陳さんの旅行が語られ、中国の歴史が語られ、その

他、陳さんの蘊蓄が語られ、その話が終わると、
うんちく

「話はそれましたが、……」とか「話は孫悟空に戻

るが、……」と言って、また、『西遊記』の話が続

くのです。最後までこんな調子です。

その他、『大唐西域記』『三蔵法師伝』などに拠

る玄奘の旅と『西遊記』の記述との比較、差異も随

所に入ります。あっちへ飛び、こっちへ戻り、読ん

でいて、頭が混乱しそうになる箇所も。それが『新

西遊記』です。小説というよりエッセーといえます。

■左の写真は水簾洞の猿です。リュックからカメラ
すいれんどう

を取り出そうとすると、餌をもらえると勘違いして、

５匹も６匹も近づき、リュックに手をかけます。

2021.5.1 陳舜臣さんを語る会通信 NO.36 ＜ ２ ＞

『新西遊記』は小説というよりエッセー

講談社文庫版『新西遊記』より



集
英
社
『
陳
舜
臣
中
国
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
25
』

「
天
竺
へ
の
道
」
よ
り
引
用
し
ま
す
。

玄
奘
の
俗
姓
は
陳
で
あ
る
。
名
は
褘
と

い

い
っ
た
。

陳
留
の
人
で
あ
る
が
、
緱
氏
で
う
ま
れ

ち
ん
り
ゅ
う

こ

う

し

た
と
い
う
。

陳
留
県
は
隋
で
は
梁
郡
に
属
し
、
唐
で

は
汴
州
に
属
し
た
。
現
在
の
開
封
市
の
す

べ
ん

か
い
ほ
う

ぐ
東
南
に
あ
た
る
。
『
玄
奘
法
師
行
状
』

と
い
う
本
に
は
潁
川
の
人
と
し
て
い
る
。

隋
代
の
潁
川
は
郡
で
あ
り
、
郡
治(

郡
の
役

所
の
所
在
地)

は
陳
留
県
の
西
南
約
百
キ
ロ

だ
が
、
郡
域
は
陳
留
の
す
ぐ
そ
ば
ま
で
ひ

ろ
が
っ
て
い
る
。
陳
姓
は
潁
川
の
ほ
と
り

が
発
祥
の
地
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
右
の

書
物
の
著
者
で
あ
る
冥
詳
は
、
と
う
ぜ
ん

め
い
し
ょ
う

の
こ
と
の
よ
う
に
潁
川
の
人
と
書
い
た
の

で
あ
ろ
う
。(

中
略)

『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
に
は
、

漢
の
太
丘
の
長
仲
弓
の
後
。

と
し
て
い
る
。

後
漢
の
太
丘
県
の
県
長
を
し
て
い
た

陳

寔(

一
〇
四
年-

一
八
七
年)

、
あ
ざ
な

ち
ん
し
ょ
く

仲
弓
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
陳
と

い
う
の
は
、
中
国
で
も
大
き
な
姓
で
、
い

く
つ
も
の
派
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
陳
寔

の
後
裔
と
い
う
一
派
も
あ
る
。
じ
つ
は
私

こ
う
え
い

の
家
も
、
陳
寔
を
祖
と
す
る
と
称
し
て
い

る
。
お
そ
ら
く
現
在
、
何
百
万
も
の
陳
姓

の
人
が
、
陳
寔
派
を
称
し
て
い
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。(

p.
476)

県
長
と
い
う
、
さ
ほ
ど
高
く
な
い
地
位

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陳
寔
は
、
清
貧
・
徳

義
の
人
で
、
そ
の
名
を
知
ら
な
い
者
は
い

な
か
っ
た
。

陳
寔
が
死
ん
だ
と
き
、
各
地
か
ら
弔
い

に
赴
く
者
三
万
余
人
を
か
ぞ
え
た
。
高
官

顕
職
の
人
で
は
な
か
っ
た
が
、
多
く
の
人

に
親
し
ま
れ
、
敬
愛
さ
れ
て
い
た
人
物
で

あ
る
。

子
供
の
こ
ろ
、
私
は
よ
く
父
や
祖
父
か

ら
、
ご
先
祖
陳
寔
の
話
を
き
い
た
。
ご
先

祖
と
い
っ
て
も
、
千
七
、
八
百
年
も
前
の

こ
と
と
き
く
と
、
ま
る
で
別
世
界
の
話
の

よ
う
な
気
が
し
た
。(

p.
477)

玄
奘
三
蔵

陳
さ
ん
父
娘(

一
九
七
九
年
パ
ミ
ー
ル
高
原)

講
談
社
陳
舜
臣
全
集
第
七
巻
よ
り

2021.5.1 陳舜臣さんを語る会通信 NO.36 ＜３＞

三蔵法師と陳舜臣さんは祖先が同じ ルーツは中原、潁川のほとり
えいせん

平
成
三
年
、

奈
良
の
薬
師
寺

に
玄
奘
三
蔵
院

が
建
立
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
こ

と
に
関
連
し
、

集
英
社
『
陳
舜

臣
中
国
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
25

』

「
三
蔵
法
師
」

よ
り
引
用
し
ま

す
。
な
お
、
画

像
は
薬
師
寺
HP

か
ら
の
転
載
で
す
。

六
六
四
年
陰
暦
二
月
五
日
に
、

三
蔵
法
師
玄
奘
は
円
寂
し
た
。
遺

え
ん
じ
ゃ
く

言
に
よ
っ
て
、
体
が
は
い
る
だ
け

の
棺
が
つ
く
ら
れ
、
ア
ン
ペ
ラ
の

輿
に
よ
っ
て
は
こ
ば
れ
、
長
安
南

こ
し郊

の
白
鹿
原
に
葬
ら
れ
た
。(

中

は
く
ろ
く
げ
ん

略)

五
年
後
、
勅
命
に
よ
っ
て
、

長
安
南
郊
樊
川
の
北
原
に
改
葬
さ

は
ん
せ
ん

れ
た
。

九
世
紀
末
の
、
黄
巣
の
乱
に
よ
っ

こ
う
そ
う

て
、
玄
奘
の
葬
ら
れ
た
場
所
に
建

立
さ
れ
た
興
教
寺
の
塔
も
被
害
を

受
け
た
が
、
演
化
大
師
の
可
政
と

え

ん

げ

だ

い

し

い
う
人
が
、
頂
骨
の
一
部
を
南
京

郊
外
の
天
禱
寺
に
塔
を
建
て
て
安

と
う

置
し
た
。
明
初
に
改
葬
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
、
所
在
も
わ
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
四
二
年
、
南

京
駐
留
の
日
本
軍
が
整

地
を
し
て
い
る
と
き
、

石
棺
を
発
見
し
、
棺
名

に
よ
っ
て
玄
奘
三
蔵
の

頂
骨
の
一
部
で
あ
る
と

判
明
し
た
。
高
森
部
隊

長
は
そ
れ
を
中
国
側
に

引
き
渡
し
、
一
九
四
四

年
、
南
京
玄
武
山
に
建

塔
納
骨
が
お
こ
な
わ
れ

た
。
そ
の
と
き
招
か
れ

た
日
本
仏
教
連
合
会
の

人
に
、
中
国
側
は
あ
ら

か
じ
め
分
骨
さ
れ
た
霊
骨
を
贈
っ

た
の
で
あ
る
。

日
本
に
分
骨
さ
れ
た
霊
骨
は
、

東
京
芝
の
増
上
寺
に
安
置
さ
れ
た

が
、
空
襲
を
避
け
て
埼
玉
県
岩
槻

市
の
慈
恩
寺
に
預
け
ら
れ
た
。

(

中
略)

さ
ら
に
、
こ
の
寺
か
ら
奈

良
薬
師
寺
と
台
湾
日
月
潭
玄
奘
寺

じ
つ
げ
つ
た
ん

に
分
骨
さ
れ
た
。(

p.
667-

668)

平成三年建立、薬師寺玄奘三蔵院 玄奘の霊骨を安置

平山郁夫筆 大唐西域壁画



孫悟空は、北京オリンピックのマスコットに、

“福娃”と最後まで競って、破れは
フ ワ

したが、中国の人々に最も親しまれ

たキャラクターの一つであることに

違いはない。その孫悟空の生まれた

山、花果山は、連雲港市街地の外れ、

私が勤務する大学からバスで15分ほ

どのところにあった。

また、市街地のいたるところで、

その銅像、レリーフ、看板などを目

にし、孫悟空が市民にとって非常に

身近な存在になっていることがわか

る。右の写真は、近くの公園にあっ

た孫悟空の銅像。

ところで、『西遊記』では、孫悟空は花果山の

山頂にあった仙石から生じた石卵が孵って生まれ
かえ

たことになっている。

私は、連雲港で生活するようになって、ずっと、

花果山へ行って見たいと思っていた。帰国を間近

に控えた冬の一日、教え子の案内で、やっと、花

果山登山が実現した。画像はその時のものである。

写真①、花果山の標識の後ろ、ちょっと見にく

いが、上から孫悟空がのぞいている山門が写って

いる。この山門を入ったところに、

写真②、呉承恩の像がある。呉承

恩は『西遊記』の作者といわれて

いるが、あくまで、「いわれてい

る」であって、むしろ研究者は、

『西遊記』を呉承恩の創作とする

ことに否定的である。また、花果

山も、連雲港以外、例えば洛陽に

もあるそうな。

降雪の翌日で、中腹からは、す

ばらしい雪景色の登山だった。

花果山には、写真③、海寧禅寺

という立派なお寺がある。この境

内を抜けると、孫悟空の棲家だっ

たという写真④、「水簾洞」だ。
すいれんどう

この日は気温が低く、洞窟前に氷のカーテンが

できていた。付近に、たくさん猿がいて、油断す

ると持ち物に手をかける。ここを通り過ぎ、雪道

を半時間も登ると山頂「玉女峰」(625ｍ)に着く。

連雲港から高速バ

スで南へ２時間ほど

の所に淮安という大

きな都市がある。淮

安出身の著名人とい

えば、まず、周恩来

の名があがる。ここ

に、明代の文学者、

写真⑤、呉承恩の故

居がある。

2021.5.1 陳舜臣さんを語る会通信 NO.36 ＜ ４ ＞

呉承恩(1500頃-1582頃)・『西遊記』・花果山
ごしょうおん か か ざ ん

《１．花果山は江蘇省連雲港市にある山 》
れんうんこう

《２．2006年正月、花果山に登る 》

《３．江蘇省淮安にある呉承恩故居 》
わいあん
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