
A  MARGIN  OF  LIFE  Vol.7   2023.10

余
白
手
帖

亜細亜の鼓動

韓国に暮らして 25年の日本人翻訳家による
ディープな韓国ライフエッセイがスタート！

「風立ちぬ  東ジアの気象地図」
　　　　　 下川正晴元毎日新聞論説委員 元ソウル・バンコク支局長

第 3回

古代のロマン 「菟道稚郎子の死の謎 4」
橋田惠子

韓国の片隅から「心熱きキムジャン」
中村恵実子
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今
回
か
ら
、
韓
国
在
住
の
韓
日
翻
訳
家
、
中
村
恵
実
子
さ
ん
の
エ

ッ
セ
イ
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
中
村
さ
ん
は
現
在
、
韓
国
人
の
夫
と
、

韓
国
の
地
方
都
市
で
二
人
暮
ら
し
。
韓
国
で
の
結
婚
生
活
は
二
十
五

年
に
な
る
そ
う
だ
。
そ
の
間
、
三
人
の
お
子
さ
ん
を
立
派
に
育
て
上

げ
、
家
事
や
仕
事
に
追
わ
れ
な
が
ら
も
、
充
実
し
た
韓
国
ラ
イ
フ
を

送
っ
て
こ
ら
れ
た
。
寝
る
事
、
歌
う
事
が
大
好
き
で
、
本
を
読
ん
だ

り
文
章
を
書
い
た
り
す
る
の
も
ま
た
、
生
き
生
き
と
暮
ら
す
た
め
に

欠
か
せ
な
い
と
語
る
。
五
十
代
に
な
り
、
子
育
て
も
一
段
落
し
た
今
、

世
界
に
散
ら
ば
る
仲
間
と
つ
な
が
る
た
め
に
ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
で
自
分
発
信

を
始
め
、
さ
ら
に
今
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
に
挑
戦
し
て
い
き
た

い
と
、
本
誌
へ
ご
寄
稿
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
ん
な
中
村
さ
ん
な
ら
で
は
の
韓
国
暮
ら
し
エ
ッ
セ
イ
、
第
一
回

は
「
キ
ム
ジ
ャ
ン
」
だ
。
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
う
が
、
韓
国
で

は
冬
に
入
る
前
に
大
量
の
キ
ム
チ
を
漬
け
る
。
キ
ム
ジ
ャ
ン
に
ち
ょ

う
ど
良
い
時
期
を
知
ら
せ
る
、
キ
ム
ジ
ャ
ン
前
線
な
る
も
の
が
新
聞

に
載
っ
た
り
も
す
る
。
若
い
人
や
ソ
ウ
ル
の
よ
う
な
都
会
に
住
む
人

た
ち
に
は
、
過
去
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
キ
ム
ジ
ャ
ン
だ
が
、
年

中
行
事
と
し
て
今
で
も
し
っ
か
り
根
付
い
て
い
る
地
域
も
少
な
く
な

い
。
韓
国
の
ア
ジ
ュ
ン
マ
た
ち
に
交
じ
っ
て
キ
ム
ジ
ャ
ン
に
奮
闘
す

る
中
村
さ
ん
の
抱
腹
絶
倒
エ
ッ
セ
イ
、
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
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結
婚
を
契
機
に
韓
国
に
住
ん
で
あ
っ
と
言
う
間

に
四
半
世
紀
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
韓
国
人
の
夫

と
毎
年
四
国
に
帰
省
し
て
い
る
。
実
家
の
テ
レ
ビ

か
ら
は
韓
国
ド
ラ
マ
が
流
れ
、
食
卓
に
は
普
通
に

キ
ム
チ
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
見
る
と
ま

る
で
韓
国
に
居
る
み
た
い
だ
け
れ
ど
、
実
は
日
本

の
キ
ム
チ
に
は
夫
婦
二
人
し
て
あ
ま
り
食
欲
を
そ

そ
ら
れ
な
い
。
日
本
で
食
べ
る
キ
ム
チ
は
色
々
何

か
が
違
う
。
日
本
語
の
「
キ
ム
チ
」
と
韓
国
語
の

김
치
は
、
韓
国
人
に
は
明
確
に
違
う
音
だ
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
「
別
物
」
だ
と
思
え
る
。 

　
そ
う
思
う
の
は
韓
国
で
も
特
に
食
を
大
事
に
す

る
地
域
、
全
羅
道
に
嫁
い
だ
影
響
も
あ
る
と
思
う
。

朝
鮮
半
島
南
西
部
の
海
沿
い
の
地
域
だ
。
冬
前
の

大
量
の
キ
ム
チ
漬
け
を
を
キ
ム
ジ
ャ
ン
と
い
う
が

こ
れ
は
韓
国
の
国
民
的
行
事
で
、
二
十
世
紀
の
職

場
に
は
キ
ム
ジ
ャ
ン
に
休
暇
や
特
別
手
当
が
出
る

所
も
あ
っ
た
と
い
う
。
十
一
月
に
入
れ
ば
早
い
家

は
キ
ム
ジ
ャ
ン
を
始
め
る
。
キ
ム
ジ
ャ
ン
に
必
要

な
材
料
が
ス
ー
パ
ー
の
店
頭
の
目
立
つ
所
に
置
か

れ
始
め
る
。
こ
の
時
期
の
女
同
士
の
挨
拶
は
「
キ

ム
ジ
ャ
ン
し
た
？
　
キ
ム
ジ
ャ
ン
終
わ
っ
た
？ 

」

に
な
る
。
私
の
家
の
周
り
に
は
お
年
寄
り
が
多
い

の
で
特
に
そ
う
だ
。

　
ソ
ウ
ル
を
含
め
幾
つ
か
の
地
域
で
暮
ら
し
て
き

た
が
、
十
五
年
程
前
か
ら
は
夫
の
故
郷
の
農
村
に

住
ん
で
い
る
。
家
は
夫
の
姉
達
と
ス
ー
プ
の
冷
め

な
い
距
離
に
あ
る
。
毎
年
義
姉
宅
の
大
規
模
な
キ

ム
ジ
ャ
ン
に
関
わ
っ
て
き
た
（
コ
ロ
ナ
期
は
大
き

く
は
出
来
な
か
っ
た 

） 

。
私
の
家
で
は
大
量
の
キ

ム
チ
は
食
べ
な
い
け
れ
ど
、
義
姉
達
が
ど
れ
ほ
ど

キ
ム
ジ
ャ
ン
を
大
事
に
思
っ
て
る
か
が
、
言
動
の

端
々
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
。
都
会
に
住
む
子
供
達

に
宅
配
で
キ
ム
ジ
ャ
ン
キ
ム
チ
を
送
る
事
は
、
義

姉
達
に
と
っ
て
の
心
の
義
務
に
見
え
た
。

　
キ
ム
ジ
ャ
ン
は
多
く
の
人
手
を
必
要
と
す
る
重

労
働
で
、
広
い
場
所
と
多
量
多
様
の
材
料
の
調
達

を
必
要
と
す
る
。
地
元
の
名
士
で
あ
る
義
姉
宅
の

キ
ム
ジ
ャ
ン
は
多
い
時
で
白
菜
五
百
個
を
漬
け
た
。

ど
れ
ほ
ど
大
量
か
想
像
が
つ
く
だ
ろ
う
か
。
薬
味

に
入
る
材
料
の
種
類
も
実
に
多
い
。
大
量
の
唐
辛

子
粉
、
ニ
ン
ニ
ク
、
生
姜
、
玉
葱
、
葱
類
、
芥
子

菜
、
ア
ミ
の
塩
辛
、
リ
ン
ゴ
や
梨
等
の
果
物
。
地

域
に
よ
っ
て
は
牡
蠣
の
よ
う
な
海
産
物
を
入
れ
込

ん
だ
り
も
す
る
。
種
類
も
多
い
が
投
入
さ
れ
る
量

も
多
い
の
で
、
キ
ム
ジ
ャ
ン
用
具
は
規
格
外
の
大

き
さ
だ
。
白
菜
を
漬
け

こ
む
樽
や
薬
味
を
混
ぜ

込
む
桶
は
、
大
人
二
人

で
も
入
れ
る
浴
槽
サ
イ

ズ
で
、
そ
れ
を
か
き
混

ぜ
る
木
製
の
し
ゃ
も
じ

は
、
ボ
ー
ト
の
オ
ー
ル

サ
イ
ズ
だ
。
ヤ
ン
ニ
ョ

ム
と
呼
ば
れ
る
ペ
ー
ス

ト
状
の
薬
味
は
コ
チ
ュ

ジ
ャ
ン
程
で
は
な
い
が
、

意
外
に
水
気
が
少
な
く

ね
っ
と
り
し
て
い
る
の
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で
攪
拌
に
相
当
な
力
が
い
る
。
女
だ
け
で
や
る
に

は
力
の
い
る
作
業
が
所
々
に
多
い
。
私
は
「
キ
ム

ジ
ャ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
だ
け
で
、
思
わ

ず
身
体
が
後
ず
さ
り
し
肩
は
重
く
な
る
。
和
気
あ

い
あ
い
と
皆
で
集
ま
っ
て
キ
ム
チ
を
漬
け
る
韓
国

の
季
節
行
事
だ
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。

　
私
が
経
験
し
て
き
た
田
舎
の
キ
ム
ジ
ャ
ン
風
景

は
こ
ん
な
だ
っ
た
。
一
言
で
言
え
ば
「
キ
ム
ジ
ャ

ン
は
戦
争
だ
！ 

」。
夫
の
長
姉
が
キ
ム
ジ
ャ
ン
の

総
大
将
で
、
次
姉
が
キ
ム
ジ
ャ
ン
実
行
隊
長
だ
。

夫
の
兄
の
畑
か
ら
白
菜
ト
ラ
ッ
ク
が
や
っ
て
き
た

ら
庭
に
白
菜
を
積
み
上
げ
る
。
お
風
呂
の
椅
子
み

た
い
な
の
に
皆
で
座
り
、
白
菜
に
包
丁
で
切
れ
目

を
入
れ
手
で
ぐ
っ
と
力
を
入
れ
て
裂
く
。
白
菜
に

塩
を
し
て
ど
ん
ど
ん
積
み
上
げ
る
。
白
菜
は
一
晩

位
塩
漬
け
に
さ
れ
る
。
し
ん
な
り
し
た
ら
白
菜
の

水
洗
い
。
大
ダ
ラ
イ
数
個
に
水
を
張
っ
て
水
を
何

度
も
変
え
な
が
ら
洗
う
。
こ
の
作
業
が
大
変
な
重

労
働
な
の
で
、
塩
漬
け
が
終
わ
っ
た
白
菜
を
購
入

し
て
キ
ム
チ
を
漬
け
る
人
達
も
最
近
は
多
い
。
白

菜
の
水
を
切
っ
て
い
る
間
に
薬
味
を
準
備
す
る
。

ニ
ン
ニ
ク
や
生
姜
な
ら
事
前
に
潰
し
て
冷
凍
で
き

る
け
れ
ど
、
野
菜
類
は
水
が
出
る
の
で
当
日
切
る
。

量
が
尋
常
で
は
な
い
の
で
四
〜
五
時
間
は
何
か
を

切
り
続
け
る
。
ミ
キ
サ
ー
等
機
械
も
使
う
が
、
あ

る
程
度
は
人
が
細
か
く
手
を
入
れ
な
い
と
い
け
な

い
材
料
ば
か
り
だ
。
あ
る
年
、
私
の
向
か
い
で
野

菜
を
切
っ
て
い
た
手
伝
い
の
奥
さ
ん
は
作
業
し
な

が
ら
「
吐
き
そ
う
」
と
言
っ
た
。

み
や
そ
の
日
の
気
温
で
漬
か
り
具
合
が
違
う
の
で

塩
漬
け
時
間
は
決
ま
っ
て
お
ら
ず
人
の
見
極
め
が

大
事
。
ま
た
薬
味
の
調
合
が
上
手
く
い
か
な
か
っ

た
ら
「
一
年
の
農
作
業
が
無
駄
に
な
る
」
と
義
姉

達
は
い
う
。
畑
に
種
を
植
え
る
所
か
ら
キ
ム
ジ
ャ

ン
は
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
だ
と
思
う
。
う

ち
の
キ
ム
ジ
ャ
ン
に
使
わ
れ
る
唐
辛
子
粉
は
、
夏

に
収
穫
し
て
秋
に
毎
日
手
を
入
れ
て
天
日
干
し
し

た
も
の
だ
。
ど
こ
か
で
お
金
で
買
っ
て
き
た
も
の

じ
ゃ
な
い
。
白
菜
も
ニ
ン
ニ
ク
も
同
様
で
、
ど
の

畑
か
ら
来
た
か
ま
で
知
っ
て
る
。
そ
う
い
う
あ
れ

こ
れ
が
混
ざ
っ
て
、
義
姉
達
は
す
ご
く
そ
こ
に
熱

を
注
い
で
い
る
。
そ
ん
な
状
態
の
女
性
達
が
三
日

も
ぶ
っ
続
け
で
肉
体
労
働
を
す
る
と
怒
っ
た
猫
み

た
い
に
な
る
。
お
互
い
に
気
が
立
っ
て
ト
ラ
ブ
ル

が
起
こ
る
。
誰
か
が
怒
鳴
っ
て
誰
か
が
泣
く
。
私

が
関
わ
っ
た
年
で
そ
れ
が
無
か
っ
た
年
が
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
事
も
沢
山
目
に
し
た
け
れ
ど
、

そ
れ
は
と
て
も
自
然
な
事
に
思
え
た
、
人
間
だ
か

ら
。
お
手
伝
い
に
来
て
い
た
義
姉
の
友
人
が
手
を

動
か
し
な
が
ら
、
独
り
言
の
よ
う
に
こ
う
言
っ
た
。

「 

キ
ム
ジ
ャ
ン
は
戦
争
だ 

」
あ
ま
り
に
も
言
い
得

た
言
葉
が
心
に
深
く
刻
ま
れ
て
、
今
も
忘
れ
ら
れ

な
い
。

　
お
陰
様
で
義
姉
宅
の
キ
ム
ジ
ャ
ン
で
泣
く
ほ
ど

嫌
な
目
に
あ
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
給
食
室

で
使
う
よ
う
な
長
い
防
水
エ
プ
ロ
ン
に
長
靴
、
肘

ま
で
あ
る
赤
い
ゴ
ム
手
袋
と
い
う
ガ
ッ
ツ
リ
な
い

で
た
ち
で
挑
む
。
寒
い
時
期
の
野
外
作
業
な
の
で

　
薬
味
の
味
を
決
め
る
の
が
ま
た
大
変
で
、
頼
り

に
な
る
お
年
寄
り
の
手
伝
い
が
い
る
と
「
も
っ
と

唐
辛
子
入
れ
ろ
、
薄
い
、
濃
い
、
い
や
水
っ
ぽ
い
」

他
人
の
家
の
キ
ム
ジ
ャ
ン
な
の
に
自
分
の
好
み
を

主
張
す
る
。
た
だ
こ
れ
は
キ
ム
ジ
ャ
ン
に
限
っ
た

事
で
は
な
く
、
女
が
集
ま
っ
て
料
理
す
る
名
節
等

で
普
通
に
あ
る
。
よ
う
や
く
薬
味
が
出
来
た
ら
水

を
切
っ
た
白
菜
の
間
に
塗
り
込
ん
で
い
く
。
こ
こ

ま
で
来
た
ら
も
う
終
盤
。
そ
の
時
の
人
手
に
も
よ

る
が
三
時
間
位
は
塗
り
続
け
る
。
白
菜
が
終
わ
っ

た
ら
次
は
塩
水
に
つ
け
て
お
い
た
大
根
に
薬
味
を

塗
り
付
け
る
。
も
う
身
体
が
ク
タ
ク
タ
に
な
っ
て

い
る
時
に
大
量
の
大
根
投
入
な
の
で
、
こ
の
時
触

る
大
根
は
い
つ
も
ず
っ
し
り
重
く
感
じ
る
。
も
う

だ
め
だ
腰
が
痛
す
ぎ
る
と
思
っ
て
も
、
一
旦
始
め

た
作
業
は
止
め
ら
な
い
の
で
痛
い
ま
ま
や
る
。
キ

ム
ジ
ャ
ン
で
腰
が
痛
く
な
る
の
は
当
然
の
事
で
、

周
り
に
腰
の
痛
く
な
い
人
な
ん
て
誰
も
い
な
い
。

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
私
が
一
番
若
い
。
キ
ム
チ
冷

蔵
庫
専
用
の
大
き
な
タ
ッ
パ
ー
に
き
っ
ち
り
キ
ム

チ
を
詰
め
た
ら
積
み
上
げ
て
い
く
。
最
終
日
は
重

い
タ
ッ
パ
ー
を
運
ん
で
く
れ
る
男
手
が
い
な
い
と
、

と
て
も
し
ん
ど
い
事
態
に
な
る
。
最
後
に
大
ダ
ラ

イ
を
始
め
と
す
る
道
具
を
洗
浄
し
て
終
わ
る
。

　
大
規
模
な
家
庭
キ
ム
ジ
ャ
ン
は
作
業
だ
け
で
も

大
変
だ
。
人
よ
り
キ
ム
チ
を
大
事
に
扱
っ
て
過
ご

し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
白
菜
の
塩
加
減
を

計
る
事
や
薬
味
の
味
の
決
定
は
義
姉
達
の
役
目
だ

が
、
特
に
こ
れ
が
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
だ
。 

白
菜
の
厚



か
か
る
、
汗
も
涙
も
文
句
も
怒
り
も
喜
び
も
腰
の

痛
み
も
、
何
も
か
も
が
挟
み
込
ま
れ
た
キ
ム
チ
が
、

私
の
「
キ
ム
チ
」
だ
。
小
さ
い
頃
か
ら
こ
ん
な
キ

ム
チ
を
普
通
に
食
べ
て
き
た
夫
は
も
っ
と
そ
う
だ

ろ
う
。
だ
か
ら
日
本
の
キ
ム
チ
に
違
和
感
を
感
じ

る
事
を
ど
う
か
ご
容
赦
頂
き
た
い
。
私
が
味
わ
っ

て
き
た
も
の
は
キ
ム
ジ
ャ
ン
キ
ム
チ
だ
け
で
は
な

く
、
韓
国
の
前
時
代
の
残
り
香
な
の
だ
ろ
う
と
思

う
。
残
り
香
と
い
う
に
は
主
張
が
強
く
て
密
や
か

で
は
な
い
の
も
韓
国
ら
し
い
。
ま
る
で
キ
ム
チ
が

発
酵
す
る
時
の
匂
い
の
よ
う
だ
。
世
間
で
は
「
良

い
匂
い
」
と
は
言
わ
な
い
類
の
匂
い
だ
け
ど
、
自

分
の
中
に
は
「
特
別
な
匂
い
」
と
し
て
身
体
に
沁

み
込
ん
で
い
る
。

　
熱
き
心
を
た
ぎ
ら
せ
た
女
達
が
こ
れ
で
も
か
！

と
漬
け
た
キ
ム
チ
を
私
は
何
年
も
口
に
し
て
き
た
。

い
い
大
人
に
な
っ
て
も
食
べ
る
物
に
あ
っ
さ
り
せ

ず
に
、
自
分
の
「
こ
れ
が
良
い
ん
だ
」
に
こ
だ
わ

れ
る
義
姉
を
素
直
に
尊
敬
し
て
い
る
。
心
を
あ
ら

わ
に
し
た
感
情
相
撲
は
人
間
臭
く
て
弊
害
も
多
い
。

だ
か
ら
ス
マ
ー
ト
な
韓
国
の
若
者
に
は
敬
遠
さ
れ

る
け
れ
ど
、「 

キ
ム
チ 

」
で
あ
れ
何
で
あ
れ
何
か

に
燃
え
ら
れ
る
人
は
煌
め
い
て
い
る
。
と
い
っ
て

も
今
や
義
姉
達
も
加
齢
で
昔
ほ
ど
は
頑
張
れ
ず
白

菜
の
量
も
ぐ
っ
と
減
り
い
い
塩
梅
に
落
ち
着
い
て

い
る
。
今
年
も
霜
が
降
り
る
頃
「
キ
ム
ジ
ャ
ン
集

合
！
」
の
声
が
掛
か
っ
た
ら
、
ま
た
赤
い
ゴ
ム
手

袋
と
長
靴
で
手
伝
お
う
と
思
っ
て
い
る
。
熱
い
女

達
の
手
で
漬
け
た
キ
ム
チ
は
例
え
る
術
も
な
い
位

美
味
し
い
。

は
そ
れ
も
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
地
方
部
で

も
家
庭
で
の
キ
ム
ジ
ャ
ン
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。

　
だ
け
ど
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
混
じ
っ
た
あ
の
キ

ム
チ
の
美
味
し
さ
は
格
別
だ
っ
た
。
ゴ
ム
手
袋
を

真
っ
赤
に
し
て
作
業
中
の
私
に
は
、
誰
か
が
熱
々

の
茹
で
豚
を
キ
ム
チ
で
包
ん
で
口
に
入
れ
て
く
れ

た
。
昼
に
な
る
と
冬
前
の
太
陽
を
背
に
受
け
て
キ

ム
チ
を
囲
ん
で
ワ
イ
ワ
イ
と
食
事
を
し
た
。
そ
ん

な
田
舎
の
キ
ム
ジ
ャ
ン
は
、
韓
国
人
に
と
っ
て
も

「
い
つ
か
あ
っ
た
風
景
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
買
っ

た
方
が
安
い
も
の
が
世
の
中
に
は
溢
れ
て
い
る
。

そ
う
や
っ
て
消
え
て
い
く
も
の
が
沢
山
あ
る
。
な

の
で
私
の
い
う
キ
ム
チ
も
韓
国
人
に
と
っ
て
さ
え
、

す
で
に
「
思
い
出
の
キ
ム
チ
」
で
、
そ
の
う
ち
に

「
幻
の
キ
ム
チ
」
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
も
あ
れ
私
が
韓
国
で
味
わ
っ
た
出
来
事
の
中

で
も
、
冬
前
の
キ
ム
ジ
ャ
ン
は
忘
れ
が
た
い
経
験

の
一
つ
だ
っ
た
。
こ
の
恐
ろ
し
く
時
間
と
手
間
の

帽
子
や
防
寒
具
は
必
須
だ
。
女
の
人
の
気
が
立
っ

て
い
る
現
場
は
、
刃
の
つ
い
た
コ
マ
が
い
く
つ
も

ブ
ン
ブ
ン
と
回
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
思
い

も
よ
ら
ぬ
所
か
ら
理
不
尽
の
刃
が
飛
ん
で
く
る
か

ら
気
を
つ
け
た 
。「 
誰
も
怪
我
せ
ず
無
事
に
終
わ

り
ま
す
よ
う
に
」
と
祈
る
気
持
ち
で
身
も
心
も
備

え
た
。
脱
ぐ
時
は
鎧
を
脱
ぐ
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ

た
。

　
私
の
経
験
し
た
よ
う
な
田
舎
の
キ
ム
ジ
ャ
ン
は

今
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
る
。
三
十
代
や
四
十
代
の

韓
国
人
マ
マ
達
は
嫁
ぎ
先
や
実
家
に
行
っ
て
一
緒

に
キ
ム
ジ
ャ
ン
を
す
る
よ
り
も
、
漬
け
た
も
の
を

宅
配
で
受
け
取
る
事
が
多
い
よ
う
だ
。
う
ち
の
義

姉
の
息
子
の
嫁
さ
ん
達
も
キ
ム
ジ
ャ
ン
の
手
伝
い

に
は
来
な
い
。
ま
た
韓
国
で
は
長
ら
く
キ
ム
チ
は

買
う
も
の
で
は
な
く
家
で
作
る
も
の
だ
っ
た
が
、

今
や
必
要
な
分
だ
け
キ
ム
チ
を
購
入
で
き
る
時
代

に
な
っ
て
い
る
。
都
会
の
家
庭
で
は
そ
も
そ
も
自

宅
の
冷
蔵
庫
に
キ
ム
チ
が
な
い
事
も
実
は
結
構
あ

る
。
韓
国
人
の
食
卓
か
ら
キ
ム
チ
が
消
え
て
い
っ

て
い
る
の
も
、
キ
ム
ジ
ャ
ン
の
減
少
傾
向
の
要
因

だ
。

　
ち
な
み
に
白
菜
五
百
個
に
な
る
と
家
族
だ
け
で

漬
け
る
の
は
無
理
で
、
義
姉
は
友
人
や
ご
近
所
さ

ん
を
手
伝
い
に
呼
ぶ
。
呼
ん
だ
人
に
義
姉
は
各
自

お
礼
を
渡
し
て
い
る
。
私
の
居
住
地
よ
り
も
っ
と

奥
ま
っ
た
農
業
地
域
だ
と
プ
マ
シ
と
い
う
シ
ス
テ

ム
が
あ
る
。
今
日
は
こ
の
家
明
日
は
こ
の
家
と
い

う
風
に
、
お
互
い
が
お
互
い
の
家
の
キ
ム
ジ
ャ
ン

の
労
働
を
手
伝
い
合
う
。
た
だ
高
齢
化
が
進
む
今



古
代
の
ロ
マ
ン

菟道稚郎子の死の謎４
うじのわきいらっこ

　大泉緑地の地形を航空写真で確認すると、かつては壮

大な前方後円墳が築かれていたように見えます。ここに

ウジノワキイラッコの陵墓があったとしたら、父の誉田

御廟山古墳とは、真東と真西の一直線上に位置していた

ことになります。

　大胆な想像になりますが、桓武天皇の時に陵墓が破壊

された可能性がありそうです。桓武天皇は、官製の歴史

書の改修を命じましたが、この時、「 宇治天皇紀 」が削

除され、史実も改ざんされ、天皇陵も破壊して、ウジノ

ワキイラッコが天皇だった痕跡を完全に葬り去ったよう

です。先祖の腆支が、倭王のウジノワキイラッコの政権

を奪った後、殺害したという史実を、後世に残すわけに

はいかない、と考えたのかもしれません。

◆ヤマトタケルのミコトが平塚市の前鳥神社の祭神にな

っているのは、なぜ？

　日本書紀によると、ヤマトタケルのミコトは、景行天

皇の皇子・ヤマトオグナとされています。

襲征伐、その後、蝦夷征伐などをした後、

ったとされる数多の武勇伝が残されている人物です。

　景行天皇紀の年代が確かではないため実在が疑われて

いますが、各地にある伝承から判断すると、実在した人

物であるようです。そのような人物が、なぜ前鳥神社の

祭神になっているのでしょうか。

　前鳥神社の社宝には、ヤマトタケルのミコトの「面」

がありますが、面とともに「舞」が伝えられています。

その舞は、ヤマトタケルのミコトの草薙の剣の古事と来

福厄除が入り混じり、単調な太鼓のリズムに合わせて舞

われるもので、現在は、2月の節分と 4月の崇敬会大祭

の時のみに公開されているとのことです。

　平塚市は、古代に相模の国と呼ばれていた地域にあり

ます。

　古事記の「弟橘媛」のところに、相模の国を舞台とし

た次のような説話が記されています。

　――天皇の命令に従って東方の悪者どもを平定するた

めに出発したヤマトタケルのミコトは、伊勢の宮に行き、

ヤマトヒメに別れの挨拶をした。ヤマトヒメは、ミコト

に、スサノオのミコトがオロチの尾から取り出した剣と、

一つの袋を授けた。

　ミコトはやがて、相模の国に着いた。その国の国造は、

ミコトを騙して殺してしまおうと謀った。

　「あの野の中に大きな沼があります。

でいる神は、乱暴で困っているので、退治して下さい」

と嘘を言った。

　ミコトはその言葉を信じて野の中に入ると、国造は、

枯れ原に火を放った。火がミコトの近くに迫った時、ヤ

マトヒメから授かった袋を開けると、火打石が入ってい

た。

　授かった宝剣であたりの枯れ草を薙ぎ払い、火打石で、

薙ぎ払った草に火をつけると、火は逆風にあおられて国

造の方へ燃えて行った。ミコトは、こうして国造や手下

どもを征伐して、家も焼いた。宝剣は、草を薙ぎ切った

ので「草薙の剣」と呼ぶようになった。

　その後、ミコトは、そこから船で上総へ渡ろうとした

が、大波で船がひどく揺れ、進むことができなくなった。

その時、連れていたオトタチバナヒメが海神の怒りを鎮

めようと、海に入って沈んだ。すると、波が静かになり、

無事に上総に上陸することができた。亡くなったオトタ

チバナヒメは、海に入る前に歌を詠んだ。

　 「 さねさし、相模の小野に、燃ゆる火の、火中に立ち

て、問いし君はも 」

　以上の古事記の説話と、ウジノワキイラッコを祀って

いる前鳥神社と野木神社の伝承を考え合わせた結果、ウ

ジノワキイラッコの死の真相を次のように推測すること

ができました。

◆ウジノワキイラッコの死の真相

　――西暦 430 年前後の頃のこと、仁徳天皇（オオサザ

キのミコト ）の子・ヤマトタケルは、父の天皇に命じら

れて、下野国造に任じられた奈良別と共に兵士を引き連

れて、東方の相模国に隠れ住んでいるウジノワキイラッ

コを討伐するために出発した。ウジノワキイラッコは、

420 年頃にオオサザキのミコトが起こしたクーデターに

よって政権を奪われて、相模国に逃げ隠れていたのであ

った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つづく

文／橋田惠子

えぞ

さきとり

くま

そ

あまた
30 才で亡くな

16 才の時の熊

おとたちばなひめ

その沼の中に住ん

sa

さがむ おぬ ほ ほなか



　愛犬の里親を探して旅する人生崖っぷちの従兄弟同士。彼
らは行く先々で引き取り手のない子犬たちと出会い絆を深め
ていく。犬と人間の出会いと絆をハートフルに描いたロード
ムービー。 
　監督は、本国で驚異的な大ヒットを記録した『ミッドナイ
ト・ランナー』のキム・ ジュファン。愛犬との別れという人
生最大の難関に直面したミンスを、『 応答せよ 1994 』から
『バニシング 未解決事件』『賢い医師生活』まで、幅広いキャ
ラクターを演じて、日本でも人気急上昇中のユ・ヨンソク。
ミンスとともに愛犬ルーニーの完璧な里親を探す従兄ジング
クを演じたのは、映画『猟奇的な彼女』で日本でも大ブーム
を巻き起こしたトップスター俳優チャ・テヒョン。15 年ぶり
の共演ながらも、本当の兄弟のような息ぴったりの 2 人の演
技と、言葉は通じないが心は通じる犬たちとの予測不可能な
ケミストリーが見どころだ。演技大賞受賞俳優、キム・ユジ
ョン、ウ・ドファンなど、脇を固める豪華俳優陣にも注目！
＜Story＞
　弟のように可愛がる愛犬 “ルーニー” のために定時ぴった
りに退社するミンス。しかし、ある事情からルーニーと一緒
に暮らせなくなってしまう。一方、ミンスの従兄ジングクは
オープンしたカフェがつぶれ、金欠に苦しんでいた。ミンス

© 2023. Yworks Entertainment Co.,Ltd. All rights reserved.

2024 年 1 月 2日（火）よりシネマート
新宿ほか全国ロードショー

MOVIES
『マイ・ハート・パピー』

（英題： My♡Puppy）

この出会いは犬生最高の宝物！
じんせい

から悩みを打ち明けられたジングクは成功報酬を条件にルー
ニーの里親探しに乗り出す。人生崖っぷちの２人は完璧な里
親を探す旅の先々で、行き先のない子犬たちと運命的に出会
う。この子犬たちとの出会いが、２人の人生を大きく揺るが
すこととなる。

監
督
・
脚
本:

キ
ム
・
ジ
ュ
フ
ァ
ン

出
演:

ユ
・
ヨ
ン
ソ
ク
『
賢
い
医
師
生
活
』、
チ
ャ
・
テ
ヒ
ョ
ン
『
猟
奇
的

な
彼
女
』、
チ
ョ
ン
・
イ
ン
ソ
ン
、
パ
ク
・
ジ
ン
ジ
ュ
、
キ
ム
・
ユ
ジ
ョ
ン
、

 

イ
・
ホ
ジ
ョ
ン
、
ウ
・
ド
フ
ァ
ン



風立ちぬ
東アジア気象地図

第   回

　９月中旬、韓国取材に出かけた。今年はこれで３回目だ。数年前

から「韓国と台湾の歴史（特に近現代史）認識の比較研究」を続け

ている。１９８０年代中盤からソウル特派員だった僕にとって、そ

れは長年の課題であった。

　今回の訪韓取材では、韓国内の「歴史内戦」が激化していること

が確認できた。

　「 歴史内戦 」に積極的なのは、政府・保守勢力側である。２年目

を迎えた尹錫悦政権が、左派勢力に対して本格的な攻勢を仕掛けた

とも言えるが、もっと視野を広げてみると、韓国周辺でも「ポスト

冷戦期」が終わった影響だと考えるのが妥当である。

　北朝鮮は９月末、最高人民会議を開き、憲法に「責任ある核保有

国として、核兵器の発展を高度化する」核武力政策を明記すること

を決定した。これは金大中政権の「太陽政策」を始めとした一連の

南北宥和政策が大失敗に終わったことを示すものである。

　韓国「歴史内戦」の戦場の一つが、１９８０年代の韓国人を反米

に傾斜させた光州事件の現場であるのは意味深長だ。もう一か所は

韓国軍将校を養成する陸軍士官学校（ソウル市）である。

　前者では中国解放軍行進曲などを作曲した光州出身の作曲家・鄭

律成の胸像が、左翼からの転向活動家によって引き倒された。後者

ではソ連共産党員だった独立運動家・洪範図の胸像移転が、学校側

によって計画されている。２つの胸像の共通項は「共産主義者」だ

った点だ。反共国家として出発した韓国で、共産主義者が顕彰され

る異様さに、ようやく気づいたということなのか。

　私が「韓国・台湾の歴史認識研究」を思い立ったのには、２つの

理由がある。一つは、台湾も韓国も日本の旧植民地だったからだ。

つまり「植民地近代とは何か」という問いに、自分なりの答えを見

つけたいと思ったのだ。

　もう一つは、「 国民国家の形成・失敗とは何か 」という問題だ。

両国ともに植民地からの「他律的解放」後、権威主義体制を経験し

たが、同じ１９８７年に「民主化」を果たした。

　しかし、その後の軌跡は対照的である。近現代の歴史認識を巡っ

て左右勢力が分裂した韓国に対して、台湾は実質的な独立国家（中

華民国台湾）としての国民意識を着実に構築中である。この違いは

なぜ生まれたのか。

　言うまでもないことだが、歴史的事実と歴史認識は異なる。「 過

去を支配する者は未来を支配する。現在を支配する者は過去を支配

する」。ディストピア小説『１９８４年』で、英国の作家ジョージ・

オーウェルが書き留めた言葉は、歴史認識形成の真相を突いている。

現在の支配的な過去解釈が歴史認識であり、それが国家の未来のあ

り方を決定していく、ということなのだ。

　オーウェルは「歴史認識の二重思考」構造という問題を提起した。

現在の歴史認識を構築するために、 「必要なのは自分の記憶を打ち負

かし、その勝利を際限なく続けることだ 」と、皮肉たっぷりに書い

ている。記憶は捏造されると彼は言っているのだ。

　このくだりを読みながら、  苦笑せざるを得なかった。   歴史の証言

者たちのウソ（ 例えば慰安婦問題 ）を思い返したからである。韓国

と台湾の近代史研究で、「自分の記憶を打ち負かし、その勝利を続け

る 」者が多いのは、断然と言ってよいほど、韓国である。これは大

韓帝国の植民地転落（ 国権喪失）が、現在の大韓民国に与えた深刻

な統合失調症（トラウマ）であると言うしかない。

　「化外の地」から出発した台湾の近現代史には、この症状がさして

見られない。１６世紀以来、台湾はオランダ、鄭成功、清朝、日本、

中国国民党と連続して外来政権に支配されてきた。   しかし民主化後

の台湾は、「台湾人の台湾人による台湾人のための台湾」だ。

　現在の蔡英文 総統のルーツが客家とパイワン族の混血であること

は、   もっと注目されてよい。  現代台湾は外来政権とともに移動して

きた各族群が、原住民族などと複合的に混血して形成された「 新型

の国民国家 」である。単一民族神話を背景にした民族主義史観が横

行中の韓国とは、その意味でも対照的である。

　紙数が尽きた。

　プーチンによるウクライナ侵略戦争は先が見えない。さらに、ハ

マス・イスラエル戦争が勃発した。第二次世界大戦後の「 戦間期 」

を経て、再び「 戦争の時代 」に突入する様相を見せている。「過去

を支配する者は未来を支配する。   現在を支配する者は過去を支配す

る」 。絶望の小説を改めてレビューすべきであろうか。

「
歴
史
認
識
」
の
真
相
を
考
え
る

　
韓
国
の
「
歴
史
内
戦
」
と
オ
ー
ウ
ェ
ル
『
１
９
８
４
年
』

下川正晴
元毎日新聞論説委員
元ソウル・バンコク支局長

1949 年鹿児島県生まれ。
元大分県立芸術文化短大
教授。
著書／『忘却の引揚げ史』
『日本統治下の朝鮮シネマ
群像』『引揚げと占領の肖
像 BEPPU』『ポンジュノ』
『 私のコリア報道』など。
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強制倒壊されて修理中の鄭律成の胸像
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