
背
景

デ

ィ

ア

ス
°+:
ラ

(D
ia
sp
o
ra
)

と

い
う
概

念

は
、
本
来

、
迫

害

を
受

け

て
離
散

を
余

儀

な
く

さ
れ
た

ユ
ダ

ヤ
人

の
様

子

を
表

す

ネ
ガ

テ

ィ
ブ

な

も

の

で
あ

っ
た

が
、

近
年

で
は
、

ユ
ダ

ヤ
人

に
限
定

せ
ず

、
民

族

の
離
散

・
分

散

を
表

す
語

と
し

て
、
よ
り
広

義

に
使

用

さ
れ

る
よ

う
に
な

っ

て

い
る
。

一
九

九

〇
年

代

以
降

に

お
け

る
カ

ル

チ

ュ
ラ

ル

・
ス
タ

デ

ィ
ー
ズ

や
ポ

ス
ト

コ
ロ

ニ

ア

ル
論

の
世

界
的

な
流

行

も
あ

っ
て
、

デ

ィ
ア

ス
ポ

ラ
に
関

わ

る
諸

問

題

が
注

目
を
集

め
、
関

連

の
文

学
作

品
や

学
術

研
究

が
数

多

く
発
表

さ

れ

る

よ
う

に
な

っ
た
。

な

か

で
も
世

界
中

に
散

在

す

る
華

僑

・
華

人

の
激
動

の
歴
史

は
、

近
年

に
お
け

る
華

人
経

済

の
急
激

な
成

長

と

も
あ

い

ま

っ
て
、

こ
と

さ
ら
大

き

な
注

目

を
集

め

て

い

る
。
本

書

『
生
寡

婦

〈
グ

ラ

ス
ウ

ィ
ド
ウ
>
1

広

東

か
ら

カ

ナ
ダ

へ
、
家

族

の
絆

を
求

め

て
』
も

、

そ

の
よ
う
な
時

代

背
景

の
な

か

で
生

み
出

さ

れ

た
華

僑

・
華

人

デ

ィ
ア

ス
ポ

ラ
文
学

/
研
究

の

一
つ
で
あ

り
、
第

二
次

大

戦
前

に
カ
ナ
ダ
在

住

華
僑

の
妻

と
な

っ
た

一
人

の
女

性

が
戦
後
初

期

の
共

産

革
命

を
背

景

と

し
た
政

治
的

混
乱

を
避
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け

る
た
め
故

郷
広
東

を
離

れ
、
香

港

、
そ

し

て
、

夫

の

い
る

カ
ナ
ダ

・
ヴ

ァ

ン
ク

ー

バ
ー

へ
と
流

転

し
な
が
ら
家

族

と
と

も

に
逞

し
く

生

き

て
ゆ

く
姿

を
描

い
た
物
語

で
あ

る
。

著
者
略
歴

著
者

ユ

エ
ン
フ

ォ

ン

・
ウ

ー

ン

(
温
碗

芳
)

は
香
港

に
生

ま
れ
、

香

港

で
大
学

院

修
士

課
程

時

代
ま

で
過
ご

し

た
後

、
カ
ナ
ダ

・
ヴ

ァ
ン
ク

ー

バ
ー

の
ブ

リ

テ

ィ

ッ
シ

ュ

・
コ
ロ

ン
ビ

ア
大
学

(U

B
C
)
に
留

学

し

て

い
る
。
U

B
C

で

の
博

士

課
程
時

代

に
は
広

東

か

ら

カ
ナ
ダ

に
移

民

し

た
人

々
の
語

り
を
通

し

て
共
産
革

命

以
前

の
広

東
農

村

の
親
族
組

織

に
関

す

る
社
会

人
類

学
的

研
究

を
行

な

い
、

そ

の
研
究

成

果

に

よ

っ
て

一

九

七
五

年

に

U

B

C
か

ら
博

士

号

(
社
会

学

)

を
授

与

さ
れ

て

い
る
。

一
九
八

〇
年

代

以
降

に

は

「改
革

・
開
放

」

下

の
広
東

に
お

い
て
現
地

調
査

を
精

力
的

に
行

な

っ
て
お
り

、
労
働

力
移

動

や
女
性

問
題

な
ど

を

扱

っ
た
著

述

を
多

数
発

表

し

て
い
る
。

現
在

は

カ

ナ
ダ

西
部

の
ビ

ク
ト

リ
ア
大
学

に
て
教

鞭

を

と

っ
て
お

り
、
華

僑

・

華
人

研
究

を
リ

ー
ド

す

る

ベ
テ

ラ

ン
研
究

者

の

一
人

と
し

て
重
要

な
役

割

を

果
た

し

て

い
る
。

本
書
の
特
徴

本
書

の
特

徴

は

ま
ず
何

よ
り
小
説

の
体

裁

を

と

っ
た

エ
ス
ノ
グ

ラ

フ
ィ
と

い
う
点

に
あ

る
。

主

人

公

の
ウ

ォ

ン

・
サ

ウ

ペ

ン
と

い
う
女

性

は

架

空

の
人
物

で
あ

り
、
文

中

に
登

場
す

る

エ
ピ

ソ
ー
ド

は
す

べ

て
著

者

に

よ
る

フ
ィ
ク

シ

ョ
ン

で
あ

る
。

と

は

い
え
、
本

書

の
記
述

は
、
著

者

の
豊
富

な
調
査
経

験

に
裏

付

け
ら

れ
た

も

の
で

あ
り

、

そ

の
行

間

か
ら
社

会

人
類
学

や
社

会
史

学

の

エ
ッ
セ

ン
ス
を
読

み
取

る
こ
と
が

で
き

る
。

そ

れ
ゆ

え
、
本
書

は
単

な

る

一
般
向

け
歴
史

小

説

と

し

て
だ
け

で
は
な

く
、
華

僑

・
華
人

研
究

の
専

門
書

と
し

て
も
大
変

読

み
応

え

の
あ

る
も

の
と

な

っ
て
い
る
。

本

書

の
も
う

一
つ
の
特

徴

は
著
者

も
主

人
公

も
と

も

に
女

性

で
あ

り
、

女
性

の
視

点

か
ら
描

か

れ
た

エ
ス
ノ
グ

ラ

フ
ィ

で
あ

る
と

い
う
点

で

あ

る
。
従
来

の
華

僑

・
華

人

に
関

す

る
文
学

作

品

や
学
術

研
究

は
圧

倒
的
多

数

が
男
性

中

心

に

構

築

さ

れ
た
も

の
で
あ

り
、
本

書

の
よ
う

に
女

性

の
視
点

が
前
面

に
出

さ
れ

た
も

の
は
稀
少

で

あ

る
。
本
書

は
ジ

ェ
ン
ダ

ー
論

的
視
点

か

ら
華

僑

・
華
人

の
歴
史

と

現
状

を
考

え

よ
う
と

す

る

際

に
貴

重

な

テ
ク

ス
ト

と
な

る

で
あ

ろ
う
。

本
書
の
内
容

本

書

は
、

主

人
公

ウ

ォ

ン

・
サ

ウ

ペ

ン
の
移

動
遍

歴

に
沿

っ
て
、

三

つ
の
パ
ー

ト
、
す

な

わ

ち
第

一
部

「広
東

省
台

山

県

(
一
九

二
九
年

～

一
九

五

二
年

)
」
、

第

二
部

「香
港

(
一
九

五

二

年

～

一
九

五

五
年

)
」
、
第

三
部

「ヴ

ァ
ン
ク
ー

バ
ー

の
チ

ャ
イ

ナ
タ

ウ

ン

(
一
九

五

五
年

～

一

九

八
七
年

)
」
か

ら
構
成

さ

れ

て

い
る
。
第

一
部

で
は
、
主

人

公

サ
ウ

ペ

ン
が
生

ま
れ
育

っ
た
広

東
省

台
山

県

の
村
落

社

会

の
様

子
、
結

婚
適

齢

期

を
迎

え
た
彼

女

が

ヴ

ァ

ン
ク

ー

バ
ー
在
住

の

青
年

リ

ョ
ン

・
イ
ク

マ
ン
と
結
婚

し

た

の
も
束

の
間

、
夫

と

の
離

れ
離

れ

の
生
活

を
余

儀

な
く

さ

れ

る
こ
と

に
な

る
経
緯

、

さ

ら

に
、

二
人

の

子

(長
男

は
養

子

、
長

女

は
実
子

)
を

抱

え
た

彼
女

が
日

中
戦

争

、
国

共
内

戦
、

共
産

革
命

と

続
く
時

代

背
景

の
な
か

で
厳

し

い
生

活

を
耐

え

忍

ぶ
様

子

が
事

細

か

に
描

か

れ

て

い
る
。

サ
ウ

ペ
ン

の
故

郷
台

山

は

一
九

世
紀

半
ば

以
降

に
多

く

の
人

々
を
海

外

(特

に
北
米

)

に
輩
出

し

て

き
た
地

域

で
あ

り
、

そ

こ

で
は
、
海

外

で
働

く

男
性

た
ち

か
ら

の
送

金

に
大

き
く
依

存

し
た
社
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会

生
活

が
顕
著

に

み
ら
れ

て
き
た

。

故
郷

を
離

れ
た
男
性

た

ち

は
、

い

つ
か
故

郷

に
錦

を
飾

る

こ
と
を
夢

見

な

が
ら
鉱

山

や
鉄

道

建

設
現

場

の

契

約
労
働

者

と

し

て
、

あ

る

い
は

チ

ャ
イ
ナ
タ

ウ

ン
の
限
ら

れ

た

エ

ス

ニ
ッ
ク

・
ビ

ジ
ネ

ス

(飲

食

業

・
理
髪
業

・
洗
濯

業

な

ど
)

の
担

い
手
と

し

て
過

酷
な

肉
体

労
働

に
耐

え

つ
づ

け
た
。

彼

ら
が
外

地

で
獲
得

し

た
金

銭

の
多

く

は
故

郷

に

送
ら

れ
、
家

族

の
生
活

費

用

、
土

地

の
購

入
費

用
、
家

屋
や

墓

の
建
設

・
修
繕

費

用

に
当

て
ら

れ
た
。
リ

ョ
ン
家

に
嫁

い
だ

サ
ウ

ペ

ン
は
、
ヴ

ァ

ン
ク
ー

バ
ー

の
チ

ャ
イ

ナ
タ

ウ

ン
で
小

さ

な
中

華

レ

ス
ト

ラ

ン
を
営

む
夫

と
舅

か
ら

の
送
金

の

お

か
げ

で
経

済
的

に
は
不

自
由

の
な

い
生
活

を

お

く
る

こ
と
が

で
き

た

が
、

そ

の
代
償

と

し

て

夫

と
と
も

に
過

ご
す

時
間

の
大
半

を
失

う

こ
と

に
な

っ
た
。

本
書

の
邦
題

に
な

っ
て

い
る

「生

寡
婦

」
と

は
、

サ

ウ

ペ

ン
の
よ

う

に
、

長
期

間

に
わ
た

っ
て
夫

と
会

う

こ
と

が

か
な

わ
ず
、

ま

さ
に
生
き

な

が
ら

に

し

て
寡

婦

同
然

の
生
活

を

余
儀

な
く

さ

れ
た
華

僑

の
妻

た

ち

の
こ
と

を
指

す

、
悲
哀

に
満

ち

た
言
葉

な

の
で
あ

る
。

そ
う

し
た
第

一
部

の
記
述

に
お

い
て
は
、
伝

統

的
な
広
東

農

村

の
社

会
構

造

に
詳

し

い
社
会

人
類
学
者
で
あ
る
著
者
の
見
識
が
随
所
に
散
り

ば
め
ら
れ
て
お
り
、
伝
統
的
な
儀
礼
や
風
習
の

あ
り
方
が
概
し
て
女
性
の
視
点
を
通
し
て
詳
細

に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
伝
統

的
な
農
村
社
会
に
お
け
る
身
分
差
別
の
あ
り
方

に
関
す
る
記
述
も
多
く
み
ら
れ
、
第

一
部
の
後

半
部
に
は
戦
後
初
期
の
共
産
革
命
に
よ
っ
て
形

勢
が
逆
転
し
、
リ
ョ
ン
家
に
隷
属
す
る
奴
僕
と

し
て
虐
げ
ら
れ
て
き
た
男
性
が
リ
ョ
ン
家
に
対

し
積
年
の
恨
み
を
晴
ら
す
様
子
が
極
め
て
リ
ア

ル
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第

一
部
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
は
、
共
産
革
命
を
背
景
と
し

た
政
治
的
混
乱
の
な
か
で
身
の
危
険
を
感
じ
た

サ
ウ
ペ
ン
が
二
人
の
子
を
連
れ
て
姉
家
族
の
い

る
香
港
に
逃
亡
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

つ
づ
く
第
二
部
で
は
、
サ
ウ
ペ
ン
母
子
の
香

港
で
の
難
民
生
活
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

当
時
の
香
港
は
、
中
国
本
土
か
ら
の
百
万
を
超

え
る
難
民
の
流
入
を
背
景
に
、難
民
シ
ェ
ル
タ
ー

の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
旧
市
街
の
既
存
住
宅

の
収
容
力
に
限
界
が
あ
っ
た
た
め
、
当
時
の
難

民
の
多
く
は
山
腹
の
公
有
地
を
不
法
占
拠
し
、

あ
り
あ
わ
せ
の
材
料
で
急
場
し
の
ぎ
の
バ
ラ
ッ

ク
住
居
を
建
て
た
。
そ
こ
で
は
電
気

・
ガ
ス
は

い
う
ま

で
も
な
く

、
公

共

の
水
道
す

ら
通

つ

て

い
な

か

っ
た
。
生

活
用
水

を
得

る
た
め

に
毎

日

遠
方

ま

で
足

を
運

ぶ
必
要

が

あ
り
、

そ

の
運

搬

作
業

は
大
変

な
労
苦

を
と
も

な
う
も

の
で
あ

っ

た

。
ま

た
、

生
活

廃
水

が
垂

れ
流
し

に
さ

れ

る

不
衛

生

な
環

境

に
人
間

が
密
集

し
て
住
ん

で
い

る
た

め
住
民

た

ち

は
常

に
伝
染

病
の
危
険

に
さ

ら

さ

れ

て

い
た
。

そ

う
し
た

こ
と
よ

り
も

さ
ら

に
住
民

た

ち
を
悩

ま

せ
た

の
は
火
災

の
不

安

で

あ

っ
た
。

公
的

な
社
会

保
障

の
な

い
当
時

の
香

港

に

お

い

て
、
い

っ
た
ん
火

災
が
発
生

す
れ

ば
、

住

民
た

ち
は
す

べ
て
を
失
う

こ
と
を
意

味
し

た
。

そ

の
よ

う

に
厳

し

い
生

活

環
境

に
置

か

れ

た

人

々

は
、
香

港
植

民
地

政
庁

を
当

て

に
す

る
こ

と
も

な
く

、
故

郷

に
戻
れ

る
日
、

あ

る

い
は
安

定

し

た
第

三
国

に
移

住

で
き

る
日
を
夢

見

な
が

ら
自
助

努

力

と
血
縁

者

・
同
郷

者
と

の
助

け
合

い
に
ょ

っ
て
過

酷

な
生
活

を
耐

え
忍

ん
だ

。
サ

ウ

ペ

ン
母

子

が
落

ち
着

く

こ
と

に
な

っ
た

石
破

尾

地

区

は
、

そ
う

し
た
難

民

た
ち

の
バ
ラ

ッ
ク

住

居

が
特

に
密

集

し
た

と

こ
ろ

で
あ
り
、

戦
後

香

港

社
会

史

に

お

い
て
象

徴
的

な

意
味

を
も

つ

場
所

の

一
つ
で
あ

る
。

そ

こ

で

一
九
五

三
年
暮

れ

に
生

じ

た
大
火

災

と
そ

の
後

に

お
け

る
香

港
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政

庁

の
リ

セ

ツ
ル
メ

ン
ト
政
策

は
香

港
社
会

史

上

の
重

要

な
転

換
点

で
あ
り
、

そ

の
辺
り

の
事

情

に

つ
い

て
も
本
書

の
な
か

で
詳

し
く
記
述

さ

れ

て

い
る
。

第

二
部

の
ク
ラ

イ

マ
ッ
ク

ス

で
は
、

サ
ウ

ペ

ン
が
夫

イ

ク

マ
ン

の
呼
び

寄

せ

に
よ
り
ヴ

ァ
ン

ク
ー

バ
ー

に
渡

る
様

子

が
描

か
れ

る
が
、

そ

こ

で
は
次

の
よ
う

な
印

象
深

い

エ
ピ

ソ
ー
ド

が
あ

げ

ら
れ

て

い
る
。
香

港

に
来

て
ヴ

ァ
ン
ク
ー

バ
ー

に

い
る
イ

ク

マ
ン
と

の
音

信

を
再
開

す

る

こ
と

が

で
き
た

サ
ウ

ペ

ン
母
子

は
、
ヴ

ァ
ン
ク
ー

バ
ー

に
呼

び
寄

せ
ら

れ

る
日

を
心
待

ち

に
し

な
が
ら

露
天

で
野
菜

を
売

っ
て
何

と
か
食

い
つ
な

い
だ
。

ま
ず

長

男

の
キ

ン
ポ

ン
が

レ

ス
ト
ラ

ン
で

の
労

働
力

の
必
要

か

ら
呼

び
寄

せ
ら

れ
た
。
そ

の
後
、

サ

ウ

ペ

ン
は
結
核

に
罹

り
、

死
線

を
さ

ま
よ

う

こ
と

に
な

っ
た

が
、

そ

の
際

に

は
夫

か

ら

の
多

額

の
送
金

に
よ

り
高

価

な
治
療

を
受

け

る

こ
と

が

で
き

た
。

し

か
し

、
皮

肉

な

こ
と

に
、
そ

の

金

は
イ

ク

マ
ン
が
長

女

フ

ェ
イ

イ

ン
の
出

生
届

(実

は
男

子

と
し

て
当

局

に
申

請

)
を

レ

ス
ト

ラ

ン
の
共
同

経

営
者

で
あ

る
親

戚

(イ

ク

マ
ン

の

叔

父

)

に
売

り
払

っ
て
得

た
も

の

で
あ

り
、

そ

の
た

め

に

フ

ェ
イ
イ

ン

の
カ
ナ
ダ

へ
の
移
住

の

途

は
閉
ざ

さ

れ

て
し
ま

っ
た
。

フ

ェ
イ
イ

ン
の

出
生

届

を
購

入

し
た
イ

ク

マ
ン
の
叔

父

は

そ
れ

に
よ

っ
て
香

港

に

い
る
ヤ

ク
ザ

者

の
養

子
を

呼

び
寄

せ

る

こ
と

が

で
き

た
。

そ

の
事

実

を
聞

か

さ

れ
た

サ
ウ

ペ
ン
は
夫

に
対

し
憤

り
を
感

じ

な

が

ら
も
為

す

術
な

く
、
結

局
、

最
愛

の
娘

を
香

港

に
残

し
た

ま
ま

、

一
九

五
七

年

に
夫

イ
ク

マ

ン
と
長
男

キ

ン
ポ

ン
の
待

つ
ヴ

ァ
ン
ク
ー

バ
ー

に
渡

る
こ
と

と
な

っ
た
。

さ
ら

に
、
つ
づ

く
第

三
部

で
は
、
ヴ

ァ
ン
ク

ー

バ
ー

の
チ

ャ
イ

ナ
タ
ウ

ン
を
舞

台

に
、
夫

と

二

十

二
年

ぶ
り

の
再
会

を

果
た

し
た

サ
ウ

ペ
ン
が

未
知

な

る
世

界

で

の
生
活

に
戸

惑

い
な

が
ら

も

家
族

に
囲
ま

れ

て
生

き

て

ゆ
く

様
子

が
描

か

れ

て

い
る
。

新

天
地

ヴ

ァ
ン
ク

ー

バ
ー

で
サ
ウ

ペ

ン
は
新

た

に
二
人

の
子

(次
女

ポ

ー
リ

ン
、
次

男

ジ

ョ
ー
)

を
も

う
け

た
。
第

三
部

は
こ

の
カ

ナ
ダ

生

ま
れ

の
二
人

の
子
と
母

親

サ
ウ

ペ

ン
と

の
間

の
世

代
的

・
文

化
的

ギ

ャ

ッ
プ

の
様

子

が

ス
ト
ー

リ
ー

展
開

の
中

心

に
置

か

れ

て
い
る
。

一
九

六
〇

年
代

の
北

米

で

は
公

民
権

運
動

の
高

ま

り
と

い
う
時

代
背

景

の
な

か

で
、

エ
ス

ニ

ッ

ク

・
マ
イ

ノ
リ

テ

ィ
の
置

か

れ
る
立

場

に
も
大

き

な
変
化

が

み
ら

れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。

も
ち

う
ん
、

人
種
差

別

が
根

絶

さ
れ
た

わ
け

で
は

な

か

っ
た

が
、
少

な

く
と

も
表
面

的

に

は
人

種
差

別

に
対

す

る
社
会

的
規
制

が
高
ま

り
、
エ
ス

ニ
ッ

ク

.
マ
イ

ノ
リ
テ

ィ

の
生

活
水

準

も
大
幅

に
向

上

し
た
。

そ
う

し
た

時
代

背
景

の
な

か

で
成

長

し
た

子

ど
も
た

ち

は
、
移

民

一
世
と

し

て
苦

労

を
重

ね

て
き
た

旧

い
世
代

の
生
活
様

式

や
価

値

観

を
受

け
入
れ
ず

、
彼

ら

の
行

動

は

サ
ウ

ペ

ン

を
閉

口

さ
せ

る
も

の
ば

か

り
で
あ

っ
た
。

大

学

卒

業
後

に
実

家

を
離

れ
た
次
男

ジ

ョ
ー

は
中

国

語

を
話

せ
な

い
現

地
生

ま
れ

の
華

人
女

性

と

結

婚

す

る

こ
と

に
な

っ
た
が
、

そ

の
結
婚

式

の
場

で
花
嫁

が
身

に
ま

と

っ
た
純

白

の
ウ

ェ
デ

ィ

ン

グ

ド

レ

ス
は
、

サ
ゥ

ペ
ン

の
よ
う

な
旧

い
世

代

の
人
間

に
は
耐
え

難

い
も

の
で
あ

っ
た
。

と

い

う

の
も
、
白

は
伝
統

中
国

で
は
不

吉
な
色

と

み

な

さ

れ

て
き

た
か

ら

で
あ

る
。
ま

た
、

嫁

の

お

産

を
手
伝

う

た

め
に
次
男

の
住
ま

い
を

訪

れ

た

サ
ウ

ペ

ン
は
次
男
夫
婦

と

の
育
児

に
関

す

る

考

え

方

の
違

い

に
も

頭

を
悩

ま
さ

れ
る

こ
ヒ

に

な

っ
た
。

ま

た
、

ハ
イ
ス
ク

ー
ル
時
代

の
次

女

ポ

ー

リ

ン
は
家

業

の
手
伝

い

を
嫌

が
り

、
び小

ー

イ

フ
レ

ン
ド

た
ち
と

の
デ
ー

ト
に

明
け

暮
れ
W
る

毎

日
を
送

っ
て

い
た
。

そ
う

し
た

娘
の

自
由
田
奔
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放

ぶ
り

は
、

旧

い
価

値
観

に
縛

ら

れ

て
生

き

て

き

た
サ

ウ

ペ

ン
に
は
到
底

理
解

で

き

る
も

の
で

は

な
か

っ
た
。

一
九

六
九

年

に
夫

イ

ク

マ
ン
は

長
年

の
重

労

働

が
た

た

っ
て
癌

を
患

い
、

六
十

三
歳

で

こ
の

世

を
去

っ
た
。
夫

の
死

の
直

前

、

香
港

に
残

し

て
き
た

長
女

フ

ェ
イ
イ

ン
が
そ

の
家

族

と

と
も

に
カ
ナ

ダ
移

住

を
認
め

ら
れ
、
娘

は
生

ま

れ

て

初

め

て
父

の
顔

を
み

る
こ
と

に
な

っ
た
。
夫

の

死
後

、

サ

ウ

ペ

ン
は
長
男

キ

ン
ポ

ン
夫

婦

と
娘

フ

ェ
イ
イ

ン
と

と
も

に
チ

ャ
イ

ナ

タ

ウ

ン

の
レ

ス
ト

ラ

ン
を
切

り
盛

り
す

る

こ
と

に

な

っ
た
。

そ

の
後

も

数

々

の
苦

難

に
見
舞

わ

れ

た
が
、

い

ず

れ

も

家

族

の

一
致

団
結

の
下

で
耐

え
忍

び

、

リ

ョ
ン
家

の
レ

ス
ト

ラ

ン

・
ビ
ジ

ネ

ス
は
徐

々

に
安
定

性

を
高

め

て
い

っ
た
。

四

人

の
子
、

そ

し

て
、
六

人

の
孫

に
恵

ま
れ
た

サ

ウ

ペ

ン
は
故

郷

を
遠

く
離

れ
た
異
国

の
地

で
幸
福

な
老

後

生

活

を
送

る

こ
と
に
な

っ
た
。

そ

し

て
、
第

三
部

の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク

ス
で
は
、

七

十
歳

を
超

え
た
サ

ウ

ペ
ン
が
次

女
ポ

ー

リ

ン

を
連

れ
立

っ
て
三
十
五
年

ぶ

り

に
故

郷

台
山

を

訪

れ

る
様

子

が
描

か
れ

て
い
る
。

サ

ウ

ペ

ン
母

子

が
帰

郷

し
た

一
九

八
七
年

ご

ろ
に

は
、
七

〇

年
代

末

に
始

ま

る

「改

革

・
開
放

」
政

策

の
下

で
広

東

の
農

村

で
も
劇

的

な
変
化

が

み
ら

れ

て

い
た
。
彼
女

の
村

に
は
海
外

か

ら

の
寄

付

に

よ

り
立

派

な
建

物

が
多

く
建

て
ら

れ

て
お
り

、
文

化
大

革
命
時

代

に
破
壊

さ

れ
た
祠

堂

の
修
築

も

行

な

わ
れ

て

い
た
。

村

人

た

ち

は

「凱

旋
者

」

サ

ウ

ペ
ン
を
羨
望

の
眼
差

し

で
眺

め
、

カ
ナ
ダ

在

住

の
男
性

を
娘

や
孫
娘

に
紹
介

し

て
く

れ

る

よ
う

彼
女

に
請

う

の
で
あ

っ
た
。

そ

の
様

子

を

目

の
当
た

り

に
し
た
ポ

ー

リ

ン
は
、
自

ら
と
同

年

輩

の
若

い
女
性

た

ち
が
旧

世
代

と
何

ら
変

わ

ら
ず
遠

く
離

れ
た

カ

ナ
ダ

に
非

現
実
的

な

夢

を

馳
せ

て

い
る
と

い
う
事
実

の
理
解

に
苦

し
ん

だ
。

そ
う

し

て
憤

り

を
隠

せ
な

い
娘

を
前

に
母

は

た

だ

一
言
、

「カ
ナ
ダ

の
方

が
金

が
あ

る
ん

だ

よ
」

と
だ

け

つ
ぶ
や

い
た
。
六
十

年

に
及

ぶ
ウ

ォ
ン
・

サ

ウ

ペ
ン

の
物
語

は

、

こ

の
印
象

的

な

一
言

で

閉

じ
ら
れ

て

い
る
。

本
書
の
意
義
と
限
界

本
書

の
意

義

は
、

ま
ず
何

よ
り

そ

の
分

厚

い

記
述

と

い
う
と

こ
ろ

に
あ

る
と

い
え
よ

う
。

そ

れ
を

通

し
て
読

み
手

は
、
伝

統
的

な
広

東

農
村

、

戦
後
初

期

の

「難

民

シ

ェ
ル
タ

ー
」

香
港

、

北

米

の
旧

い
タ

イ
プ

の
チ

ャ
イ

ナ
タ

ウ

ン
、
そ

し

て
、

「改

革

・開

放
」

下

の
広
東

農
村

の
そ
れ

ぞ

れ
に
お
け

る
生
活
様

式

や
人
間
関
係

の
あ

り
方

、

さ
ら

に
は
人

々

の
世

界
観

の
あ
り

方
ま

で
を
極

め

て
詳

細

に
思

い
描

く

こ
と

が

で
き
る
。
ま
た

、

ス
ケ

ー

ル
の
大
き

さ
と

い
う

と

こ
ろ
に

も
や

は

り
本
書

の
意

義
が

あ

る
と

い
え

よ
う
。

ま
さ

に

激

動

の
華
僑

・
華

人

の
近
現

代

が
英
文

三
〇

〇

頁

弱

(邦
訳

で
は
五
〇

〇
頁

強
)

の
単

行
本

の

な
か

に
凝
縮

さ
れ

て
お
り
、

し
か
も
、

そ

こ

で

は
華
僑

・
華

人
史

の
な
か

で
非
常

に
重

要
な

意

味

を

も

つ
華

南
、

香
港

、
北

米

と

い
う
三

つ
の

場
所

そ
れ

ぞ
れ

の
象
徴

的

エ
ピ

ソ
ー
ド

が

一
つ

の
ラ
イ

フ
ヒ

ス
ト
リ

ー

の
な

か

で
ダ

イ

ナ
ミ

ッ

ク

に
連

結

さ
れ

て

い
る
。
読

み
手

は
具
体
的

な

物

語

を
通

し

て
、

そ

れ
ぞ

れ

の
場
所

に
関

わ

る

断
片

的
知
識

が
よ
り

大
き

な
枠

組

み

の
な
か

で

有
機

的

に

つ
な

が

っ
て
ゆ
く

心
地

よ
さ

を
感

じ

る
こ
と

が

で
き
る

の

で
あ

る
。

そ

の
よ
う

に
、
本

書

は
大
変

有
意

義

な
作

品

で
あ

る
が
、

と
は

い
え
、

そ

こ
に
お

い
て
全

く

限

界
が

な

い
わ
け

で

は
な

い
。
評

者

は
、
本
書

が

旧
来

の
華
僑

・
華

人

研
究

の
枠

組

み
か

ら
あ

ま

り
大

き
く
踏

み
出

し

て

い
な

い
と

い
う

点

に
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些

か
不

満
を
感

じ

て

い
る
。
本
書

の
な

か

で
描

か
れ

て

い
る
人

々

の
姿

は
概

し

て
旧

い
華

僑

イ

メ
ー

ジ
に
合
致

し
た

も

の

で
あ

り
、

そ

の
意
味

で
読

み
手

に
と

っ
て
は
非
常

に
理
解

し

や
す

い

も

の
と

な

っ
て

い
る
。

た

し
か

に

そ

こ

で

は
、

先
述

の
よ
う

に
、

断
片

的

知
識

が
大

き

な
枠
組

み

の
な

か

で

つ
な
が

っ
て
ゆ
く

心
地

よ

さ
が

あ

る
。

し
か
し
な

が
ら
、

そ

こ
で
は
根

本
的

な
発

想
転

換

を
必
要
と

す

る
よ

う
な
真

新

し

さ
が

み

え

て

ゆ
く

心
地

よ
さ

が
ほ

と

ん
ど
な

い
。

本
書

は
、

あ
く

ま

で
も

旧

い
タ

イ
プ

(概

し

て

「
も

た
ざ

る
者
」
)
の
移
動

に
焦

点

を
置

き
、

一
九
八

〇
年
代

以
降

に
顕
在

化

す

る
新

し

い
タ
イ
プ

(概

し

て

「も

て
る
者
」
)
の
移

動

に
関

し

て
は
ほ

と

ん
ど

記
述
を
行

な

っ
て

い
な

い
。

評
者

の

み
た

と

こ
ろ
、

そ
う
し
た

方
面

へ
の
展
開

の
可

能
性

が
な

か

っ
た

わ
け

で
は

な

い
。

た
と

え
ば

、

三

十

五
年

ぶ
り

の
帰

郷

の

際

に
香

港

に
も

立

ち

寄

っ
た
サ
ウ

ペ

ン
は
そ

こ

で
香
港

在

住

の
姉
家

族

と

三
十

年

ぶ
り

の
再

会

を
果

た
し

た
。

姉

は

長

年

の
苦

労

の
甲
斐

あ

っ

て
、

子
ど

も
た

ち

の

経

済
的
援

助

の
下

で
悠

悠

自

適

の
老
後

生

活

を

送

っ
て

い
た
。
姉

の
子

ど

も
た

ち

は
み
な
高

学

歴

.
高
収

入

の
専

門
職

あ

る

い
は
企
業

経

営
者

と

し

て
羽

振

り

が
良

か

っ
た

。

残
念

な
が

ら
、

本
書

に
お

い

て
は
、

そ
う

し
た

サ

ウ

ペ
ン

の
甥

姪

た
ち

の
人

生
と

そ

の
社
会

的
背

景

に
関

す

る

記
述

が

ほ
と

ん
ど
行

な

わ

れ
ず

、

サ
ウ

ペ

ン
母

子

は
あ

っ
さ

り
と
香
港

を
通

り
過
ぎ

て

い
っ
た
。

こ

の
サ

ウ

ペ

ン
の
甥

姪

た

ち

に
代

表

さ
れ

る
よ

う

な
戦

後

の
香
港

で
生

ま

れ
育

っ
た
世
代

は
、

実

を

い
う
と

、
単

に
戦
後

香

港
史

に
お

い
て
だ

け

で
な
く

、
広

く
華

僑

・
華

人
史

全
般

の
な

か

で
非
常

に
重
要

な
意

味

を
も

つ
存

在

な

の
で
あ

る
。

サ

ウ

ペ

ン
が
香

港

を
訪

れ

た

一
九

八
七
年

ご

ろ
に

は
、
「
一
九
九

七
年

問

題
」
に
起

因
し

た

先
行

き
不
安

の
蔓

延

を
背

景

と

し

て
若
年

ミ
ド

ル
ク
ラ

ス
を
中

心

に
多

く

の
香

港

市
民

(
一
九

八
〇
年

代
半

ば

～
九

〇
年

代
半

ば

の
十
年

間

に

約
五
十

万

人
)

が
移

住
先

国

の
国
籍

・
永

住
権

と

い
う
政
治

的

保
険

を
求

め

て
北
米

や

オ

セ
ア

ニ
ア
の
国

々

に
移
住

す

る

こ
と

に
な

っ
て
い
た
。

サ
ウ

ペ
ン

の
住

む
ヴ

ァ
ン
ク

ー

バ
ー

は
当

時

の

香
港
系

移

民

の
最

も
重

要

な
移

住
先

の

一
つ
で

あ

っ
た
。

そ
う

し
た
当

時

の
香

港
系

移
民

の
多

く

は
、
旧

い
タ

イ
プ

の
華
僑

(概

し

て

「も
た

ざ

る
者

」
)
と

は
大

き

く
異

な
り

、
様

々
な
個

人

的
資
源

(世

界
中

で
広

く
通

用

す

る
学

歴

・
資

格

・
技

能

・
英

語

力

・
キ

ャ
リ

ア

・
人

脈

・
資

産

な

ど
)

を
背

景

に
厳

正
な
能

力
審

査

を

ク
リ

ア
し

、
移
住

先

で
高

度

な
経
済

的

・
社
会

的

適

応

を
果

た

す

こ
と

に
な

っ
た
。
そ

の
よ

う
な

「
も

て

る
者

」
と
し

て

の
香

港
系

移

民

に
と

っ
て
は
、

既

存

の
チ

ャ
イ

ナ

タ
ウ

ン
と

そ

こ
に
付

随

し

た

相

互
扶

助

ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

へ
の
依

存

は
絶
対

的

な
も

の

で
は
な

く
、

む

し
ろ
選
択

可
能

な

も

の

で
あ

っ
た
。
彼

ら

の
多

く

は

ミ
ド

ル
ク

ラ
ス
的

な

職
業

に
就

き
、

そ

し

て
、

ミ
ド

ル
ク
ラ

ス
向

け

住
宅
地

に
居
を

構

え
た
。
そ
れ
だ

け

で
な

く
、

彼

ら

の
多

く

は
あ

え

て
従
来

の
生
活

様
式

を
放

棄

(
つ
ま
り
、

ホ

ス
ト
社

会

に
同
化

)

し
よ

う

と

も
し
な

か

っ
た

。

と

い
う

の
も
、

香
港

で

の

彼

ら

の
生

活

は
移

住
先

で
の
生

活
と

同

じ
よ
う

に
豊

か

で

モ
ダ

ン
な
も

の
で
あ

り
、

わ
ぎ

わ
ざ

変

え

る
必

要

に
迫

ら
れ
な

か

っ
た
か

ら
で
あ

る
。

さ

ら
に
、
彼

ら

の

一
部

は
移
住
先

に
長

く
定

着

し

よ
う

と

も

し
な

か

っ
た
。

彼
ら

の
間

で
は

、

男
性

た
ち

が
政
治

的

保
険

の
確

保

の
た

め

に
妻

子
を
移

住
先

に
残

し

つ

つ
、
経

済
的

機
会

の
確

保

の
た

め

に
好
況

の
香

港

に
戻

り
、

そ

の
後

に

妻

子

の

い
る
移
住

先

と
仕
事
場

の
あ

る
香
港

と

の
間
を
超

遠

距
離

通
勤

す

る
と

い
う
新

し

い
家
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族

ス
タ

イ
ル
が
生

み
出

さ
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

そ
う

し

て
、

一
九
八

〇
年

代

以
降

に
香
港

を
離

れ
た
人

々

の
多

く

は
、

太
平

洋

を
越

え

て
広

が

る
香
港

経
済

圏

・生
活

圏

の
な

か

で
双
方
向

的

・

多

方
向

的

に
移

動

す

る
よ

う

に
な

っ
た
。

そ

の

よ
う

な
人

々

の
移
動

の
あ

り
方

を
指

し
示

す
際

に
冒

頭

で
触

れ
た

デ

ィ

ア

ス
ポ

ラ
、

あ

る

い
は

移
民

と

い

っ
た

「
手
垢

」

の
付

い
た
概

念

を
不

用
意

に
用

い

て
よ

い

の
か
と

い
う
問
題

に

つ
い

て
は
大

い
に
議

論

の
余

地

が

あ
る

だ
ろ
う

。

い
ず

れ

に
せ

よ
、
サ
ウ

ペ

ン
の
甥
姪

た

ち

は
、

そ

う

し
た
新

し

い
タ

イ
プ

の
移

動

を
現
実

的

な

選
択

肢

と

み
な

し
え

る
社

会
的

位
置

に
置

か

れ

て

い
た

は
ず

で
あ

る
。
彼

ら

は
サ

ウ

ペ

ン
の
夫

イ

ク

マ
ン
に
代

表

さ

れ

る
よ

う
な

「老

華

僑

」

と

は
様

々
な
点

で
大

き

く
異

な

っ
て

い
る
。

そ

の
意
味

で
彼

ら

の
存

在

は
、

旧

い
華

僑

イ
メ

ー

ジ

に
囚

わ
れ

て

い
る
読

み

手

に
と

っ
て
は
理
解

し
難

い
も

の
で
あ

る

か
も

し
れ

な

い
が
、

そ

う

し

た
旧

い
イ

メ
ー

ジ

を

い

っ
た
ん
リ

セ

ッ
ト

す

れ
ば

、
非

常

に
興
味

深

い
研
究
対
象

で
あ
り

え

る
。

残
念

な

こ
と

に
、

本

書

で
は
、
そ

う
し

た

新

し

い
動

き

に
関

し

て

は

ほ
と
ん
ど
目

が
向

け

ら
れ
ず

、

そ

の
ク

ラ
イ

マ

ッ
ク

ス
は
、

旧

い
タ

イ
ブ

の
移

動

が
昔

も
今
も
変

わ

ら
ず

続

い
て

い

る
と

い
う
事

実

が
強

調

さ
れ

て
締

め
く

く

ら
れ

て
い
る
。
本

書

は
紛

れ
も

な
く
華
僑

・華

人
デ

ィ

ア
ス
ポ

ラ
に
関

す

る

一
級

の
文
学
/

研
究

で
あ

る

が
、
と

は

い
え
、

そ

れ
を
通

し

て
み
れ
ぼ

華

僑

・
華

人

の
近

現
代

が

す

べ
て
わ
か

る
と

い
う

わ

け

で
も

な

さ
そ

う

で
あ
る
。

以
上

の
よ

う
な

評
者

の

コ
メ

ン
ト

は
、
本

書

に
対

す

る
批
判

と

い
う

よ
り

も
、

む

し

ろ
現

代
香
港

社
会

に

こ
だ

わ

り

つ
づ

け

て
き

た
評
者

の

「無

い
も

の
ね
だ

り
」
と

い

っ
た

ほ

う
が

よ

い
の
か
も

し
れ

な

い
。
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