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９
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３
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一

、

緒

言

本

論

は

中

国

の

文

献

史

に

依

拠

し

、

旧

来

、

我

が

い

き

よ

国

で

語

ら

れ

て

い

る

東

部

ア

ジ

ア

史

中

の

或

ペ

ー

ジ

に

つ

い

て

の

定

説

を

、

根

底

か

ら

検

討

し

直

し

、

果

た

し

て

、

い

わ

れ

る

如

く

、

定

説

が

定

説

た

り

得

る

か

否

か

を

論

証

し

た

も

の

で

あ

る

。

い

な
故

に

、

歴

史

に

興

味

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、

権

威

側

に

依

っ

て

打

建

て

ら

れ

た

説

を

絶

対

視

し

、

か

つ

信

奉

す

る

人

達

に

は

理

解

し

難

い

で

あ

ろ

う

。

何

故

が

た

な

ら

ば

、

こ

の

論

を

、

そ

の

様

な

方

々

は

奇

異

に

感

じ

て

、

拒

絶

反

応

が

先

行

し

、

理

解

し

よ

う

と

す

る

頭

脳

の

働

き

が

停

止

す

る

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

旧

来

の

歴

史

観

や

歴

史

解

釈

に

疑

問

を
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抱

き

、

又

、

あ

ら

ゆ

る

可

能

性

を

考

慮

し

得

る

柔

軟

な

頭

脳

の

持

ち

主

な

ら

ば

、

こ

の

論

は

容

易

く

理

解

た

や

す

さ

れ

、

か

つ

議

論

の

俎

上

に

乗

せ

う

る

筈

で

あ

る

。

そ

じ

ょ

う

は

ず

然

れ

ば

、

個

々

の

想

像

の

所

産

的

結

論

で

は

な

く

、

し

か
誰

も

が

、

一

定

共

通

の

見

解

に

達

す

筈

で

も

あ

る

。

旧

来

の

不

動

の

定

説

が

、

実

際

に

は

定

説

た

り

得

ず

、

極

め

て

デ

タ

ラ

メ

な

説

で

あ

っ

た

こ

と

が

理

解

さ

れ

て

く

れ

ば

、

定

説

の

呪

縛

か

ら

解

放

さ

れ

、

そ

じ

ゅ

ば

く

の

結

果

、

い

わ

ゆ

る

倭

人

伝

な

る

も

の

が

、

一

体

、

何

を

語

っ

た

も

の

か

も

理

解

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

本

論

の

主

旨

は

こ

こ

に

あ

る

と

言

え

よ

う

。

俗

称

「

魏

志

倭

人

伝

」

、

こ

の

極

め

て

厄

介

な

存

ぎ

し

わ

じ

ん

で

ん

や

っ

か

い

在

を

理

解

す

る

為

に

は

、

必

要

不

可

欠

と

す

る

史

上

の

定

説

が

あ

る

。

し

か

し

、

そ

れ

は

旧

来

、

定

説

と

さ

れ

て

き

た

だ

け

で

あ

り

、

又

、

そ

の

様

に

教

え

こ

ま

れ

て

き

た

に

過

ぎ

な

い

も

の

で

あ

る

。

従

っ

て

、

多

く

の

人

々

が

そ

の

デ

タ

ラ

メ

な

定

説
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を

前

提

と

し

て

倭

人

伝

を

理

解

し

よ

う

と

す

る

が

故

に

、

結

果

、

不

可

解

な

文

章

に

引

き

摺

り

廻

さ

れ

、

ず

ほ

ゞ

全

て

の

人

々

が

音

を

あ

げ

て

し

ま

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

そ

れ

ら

の

人

々

も

、

解

釈

上

必

要

と

す

る

史

上

の

定

説

を

、

少

し

で

も

疑

っ

て

か

か

る

様

子

は
、

何

故

か

、

全

く

な

い

よ

う

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

権

威

志

向

性

の

顕

れ

で

も

あ

り

、

権

威

し

こ

う

せ

い

あ

ら

わ

と

称

す

人

達

に

依

っ

て

定

説

と

さ

れ

た

も

の

を

、

何

ら

、

異

と

し

な

い

傾

向

が

、

我

が

国

の

国

民

性

に

根

い

ざ

し

て

い

る

が

故

に

で

あ

ろ

う

。

だ

が

、

本

論

に

於

い

て

は

、

全

て

を

疑

う

所

か

ら

出

発

し

、

中

国

王

朝

史

の

記

述

中

を

比

較

検

討

し

、

旧

来

の

定

説

が

定

説

た

り

得

ざ

る

事

を

論

証

し

た

。

何

が

ど

の

様

に

異

な

る

か

は

、

本

論

を

一

読

さ

れ

た

い

。

簡

潔

に

纏

め

て

あ

る

の

で

然

程

の

労

は

な

い

筈

ま

と

さ

ほ

ど

で

あ

る

。

就

中

、

「

倭

」

を

ど

の

様

に

解

釈

し

て

い

な

か

ん

ず

く

る

か

も

で

あ

る

。

明

郷

識

あ

き

さ

と

し

き
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二

、

倭

人

伝

世

界

有

数

の

歴

史

大

国

た

る

隣

邦

中

国

に

は

、

そ

の

広

大

な

地

を

舞

台

に

渺

茫

四

千

百

余

載

の

間

、

王

び

ょ

う

ぼ

う

よ

さ

い

道

を

称

し

覇

を

唱

え

て

転

変

興

亡

せ

し

王

朝

が

二

十

は

て

ん

ぺ

ん

こ

う

ぼ

う

五

あ

る

。

だ

が

、

現

存

す

る

文

献

史

上

『

清

史

』

の

し

ん

し

完

成

を

聞

か

ぬ

の

で

、

成

立

し

て

い

る

文

献

か

ら

数

え

る

と

、

先

ず

は

二

十

四

王

朝

と

い

え

よ

う

か

。

（

注

―

清

史

稿

・

１

９

２

７

年

出

済

）

そ

し

て

、

こ

の

王

朝

そ

れ

ぞ

れ

の

系

図

書

き

の

如

き

文

献

記

録

を

『

二

十

四

史

』

と

称

し

て

お

り

、

総

数

二

百

四

十

一

冊

に

及

ぶ

厖

大

な

量

の

史

書

中

に

、

ぼ

う

だ

い

蜀

の

左

将

軍

掾

馬

良

の

弟

馬

謖

の

子

陳

寿

の

撰

で

、

し

ょ

く

さ

し

ょ

う

ぐ

ん

じ

ょ

う

ば

り

ょ

う

ば

し

ょ

く

ち

ん

じ

ゅ

魏

の

文

帝

の

黄

初

元

年

か

ら

西

晋

の

武

帝

の

太

康

元

ぎ

ぶ

ん

て

い

こ

う

し

ょ

せ

い

し

ん

ぶ

て

い

た

い

こ

う

年

、

即

ち

西

暦

２

２

０

年

か

ら

２

８

０

年

の

間

に

及

す

な

わ
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ぶ

魏

、

呉

、

蜀

三

国

の

興

亡

を

敍

し

た

も

の

に

、

い

じ

ょ

わ

ゆ

る

『

三

国

志

』

と

い

う

も

の

が

あ

る

。

こ

の

『

三

国

志

』

中

の

『

魏

書

』

の

末

尾

に

『

烏

丸

鮮

卑

う

が

ん

せ

ん

ぴ

東

夷

伝

第

三

十

倭

人

之

条

』

と

い

う

記

録

が

あ

り

、

と

う

い

で

ん

わ

じ

ん

の

じ

ょ

う

こ

れ

を

我

が

国

で

は

、

旧

来

、

一

般

に

「

魏

志

倭

人

伝

」

と

称

し

、

こ

の

条

文

を

以

て

、

日

本

古

代

史

の

も

っ

或

時

期

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

で

あ

っ

た

と

看

做

し

、

我

が

あ

る

み

な

国

古

代

の

歴

史

を

語

る

上

に

お

い

て

欠

か

す

こ

と

の

出

来

な

い

重

要

文

献

の

一

つ

、

即

ち

「

倭

人

伝

＝

日

本

古

伝

」

と

信

じ

込

ん

で

い

る

様

で

あ

る

。

こ

の

様

な

固

定

観

念

を

以

て

、

倭

人

伝

の

語

る

内

容

を

検

討

し

て

い

る

が

、

そ

の

実

情

は

語

呂

合

わ

せ

ご

ろ

あ

的

で

あ

り

、

か

つ

、

附

会

曲

解

の

一

語

に

尽

き

る

解

ふ

か

い

き

ょ

っ

か

い

釈

足

ら

ざ

る

を

得

ず

、

こ

の

種

の

研

究

が

な

さ

れ

る

様

に

な

っ

て

、

既

に

３

世

紀

を

費

や

し

て

い

る

と

い

わ

れ

て

い

る

が

、

未

だ

に

納

得

の

ゆ

く

結

論

め

い

た

も

の

は

出

ず

仕

舞

で

あ

る

。

じ

ま

い

就

中

、

こ

の

種

の

研

究

家

と

称

す

人

々

の

最

た

る

な

か

ん

ず

く
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試

み

の

対

象

は

、

伝

中

に

表

れ

る

倭

の

女

王

卑

弥

呼

が

、

我

が

国

古

代

の

皇

族

、

乃

至

は

そ

れ

に

近

い

存

な

い

し

在

の

誰

に

結

び

付

け

て

語

れ

る

か

と

い

う

こ

と

に

あ

る

様

だ

。

そ

し

て

、

史

家

や

多

く

の

研

究

家

と

称

す

る

人

々

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場

か

ら

な

る

見

解

を

披

瀝

し

、

か

つ

幾

多

の

出

版

物

を

出

し

て

い

る

。

だ

が

、

こ

れ

ら

の

人

々

の

辛

苦

の

結

晶

で

あ

る

べ

き

筈

の

論

や

、

は

た

ま

た

、

そ

の

出

版

物

を

披

見

す

る

限

り

、

誠

に

残

念

な

が

ら

、

ど

れ

一

つ

と

し

て

納

得

の

ゆ

く

論

に

は

達

し

て

お

ら

ず

、

そ

の

多

く

は

あ

き

ら

め

の

論

か

、

或

い

は

推

理

小

説

的

範

疇

を

こ

え

は

ん

ち

ゅ

う

る

も

の

で

は

な

い

。

本

来

が

優

秀

で

あ

る

べ

き

筈

の

頭

脳

陣

が

、

永

い

歳

月

を

費

や

し

て

い

る

に

も

拘

わ

ら

ず

、

何

故

に

一

定

共

通

の

見

解

に

達

せ

ざ

る

論

議

や

、

推

理

小

説

的

読

み

物

や

マ

ン

ガ

程

度

の

類

で

終

始

し

て

い

る

の

で

た

ぐ

い

あ

ろ

う

か

、

そ

の

所

以

と

す

る

所

に

つ

い

て

少

し

く

ゆ

え

ん

ふ

れ

て

み

る

。
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そ

も

そ

も

、

こ

の

種

の

研

究

に

結

論

の

出

で

ざ

る

大

き

な

原

因

は

、

魏

志

倭

人

伝

を

日

本

古

伝

の

一

端

と

決

め

つ

け

て

い

る

が

故

で

あ

り

、

又

、

こ

の

伝

を

解

釈

す

る

側

の

既

成

の

史

的

知

識

に

大

き

な

問

題

が

存

す

る

か

ら

で

も

あ

る

。

こ

の

大

き

な

問

題

を

抱

え

た

ま

ゝ

、

倭

人

伝

を

一

読

す

る

と

、

そ

れ

は

恰

も

日

本

の

古

代

史

の

一

頁

で

あ

た

か

ペ

ー

ジ

あ

る

か

の

如

き

錯

覚

に

陥

っ

て

し

ま

う

。

そ

し

て

、

喧

々

囂

々

の

論

議

の

積

み

重

ね

で

歳

月

を

費

や

し

、

け

ん

け

ん

ご

う

ご

う

未

だ

に

定

見

な

く

こ

の

伝

に

訣

別

で

き

か

ね

て

い

る

の

が

現

状

で

あ

る

。

で

は

、

か

く

い

う

大

き

な

問

題

を

抱

え

て

い

る

史

的

知

識

と

は

何

で

あ

る

の

か

と

い

う

と

、

こ

れ

は

大

別

し

て

次

の

三

項

で

あ

る

。

一

、

古

代

朝

鮮

の

所

在

。

一

、

漢

の

植

民

市

、

楽

浪

・

帯

方

の

所

在

。

ら

く

ろ

う

た

い

ほ

う
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一

、

前

三

韓

（

馬

韓

・

辰

韓

・

弁

韓

）

の

所

在

。

ぜ

ん

さ

ん

か

ん

ば

か

ん

し

ん

か

ん

べ

ん

か

ん

以

上

の

三

項

に

関

す

る

所

在

認

識

、

こ

れ

ら

が

全

て

誤

認

さ

れ

て

語

ら

れ

て

い

る

。

故

に

、

倭

人

伝

を

解

釈

す

る

上

で

、

前

記

三

項

の

事

柄

が

何

故

必

要

な

の

か

と

い

う

な

ら

ば

、

魏

志

は

勿

論

の

こ

と

、

中

国

の

史

書

中

に

は

倭

人

伝

の

み

な

ら

ず

、

数

多

の

異

民

あ

ま

た

族

や

異

邦

の

伝

記

が

存

在

し

、

そ

れ

ら

諸

多

の

伝

記

中

に

「

韓

伝

」

と

称

す

も

の

が

あ

る

。

こ

の

伝

記

中

に

も

、

倭

と

倭

人

に

関

す

る

記

載

が

あ

り

、

そ

の

条

文

中

に

於

い

て

、

い

わ

ゆ

る

倭

と

称

さ

れ

た

国

は

、

「

韓

の

南

界

に

接

し

て

存

在

し

た

」

旨

の

記

載

が

あ

る

。韓

伝

の

記

録

中

に

於

い

て

、

倭

と

称

さ

れ

た

国

が

韓

に

隣

接

し

て

存

在

し

た

と

い

う

以

上

、

で

は

韓

と

は

何

処

に

存

在

し

た

国

家

だ

っ

た

か

と

い

う

問

題

が

ど

こ

出

て

く

る

。

こ

れ

に

つ

い

て

韓

伝

は

、

「

韓

が

中

国

の

漢

帝

国

の

植

民

市

で

あ

る

楽

浪

・

帯

方

二

郡

の

南

に

存

在

し

た

」

こ

と

を

伝

え

て

い

る

。



- 16 -

そ

こ

で

、

次

に

調

べ

出

さ

ね

ば

な

ら

ぬ

こ

と

は

、

こ

の

「

漢

の

楽

浪

・

帯

方

と

い

う

郡

が

何

処

に

置

か

れ

て

い

た

か

」

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

更

に

、

漢

の

楽

浪

・

帯

方

等

の

郡

を

検

討

す

る

為

に

は

、

遠

く

時

代

を

遡

り

、

か

つ

て

朝

鮮

と

い

わ

れ

た

古

代

国

家

の

さ

か

の

ぼ

所

在

、

就

中

、

西

漢

の

武

帝

が

滅

ぼ

し

た

と

伝

え

ら

な

か

ん

ず

く

ぶ

て

い

れ

る

「

衛

氏

朝

鮮

の

所

在

地

」

を

探

り

出

す

必

要

が

生

じ

る

。

何

故

な

ら

ば

、

こ

れ

ら

の

郡

は

旧

朝

鮮

領

内

に

置

か

れ

て

い

た

も

の

だ

か

ら

で

あ

る

。

以

上

の

如

く

、

前

記

三

項

に

及

ぶ

事

柄

は

、

倭

人

伝

を

解

釈

す

る

上

で

、

是

が

非

で

も

相

互

に

関

連

し

合

っ

て

、

欠

か

す

べ

か

ら

ざ

る

重

要

事

項

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

と

こ

ろ

が

、

で

あ

る

。

旧

来

、

一

般

に

こ

れ

ら

に

つ

い

て

史

家

達

に

よ

っ

て

語

ら

れ

て

き

た

説

を

、

中

国

側

の

文

献

記

録

か

ら

、

比

較

検

討

し

て

み

る

と

、

そ

れ

は

全

く

の

誤

断

謬

説

で

し

か

な

か

っ

た

こ

と

に

ご

だ

ん

び

ゅ

う

せ

つ



- 17 -

気

付

く

の

で

あ

る

。

だ

が

、

こ

の

事

実

に

気

付

く

こ

と

も

な

く

、

誤

断

謬

説

を

絶

対

視

し

、

そ

の

知

識

を

前

提

と

し

て

倭

人

伝

は

お

ろ

か

、

東

部

ア

ジ

ア

史

の

一

頁

を

云

々

し

て

ぺ

ー

じ

う

ん

ぬ

ん

い

る

。

で

、

あ

る

が

故

に

、

倭

人

伝

の

冒

頭

文

中

に

倭

国

往

き

の

概

略

が

明

記

し

て

あ

る

に

も

不

拘

、

そ

ゆ

か

か

わ

ら

ず

れ

が

理

解

不

能

と

な

り

、

か

つ

ま

た

、

韓

伝

中

が

記

録

し

て

い

る

「

韓

の

南

界

に

接

す

」

と

い

う

事

実

を

も

見

落

と

し

、

た

だ

、

徒

に

内

容

文

個

々

の

文

字

の

い

た

ず

ら

屁

理

屈

的

解

釈

や

、

方

角

里

程

等

の

詮

索

に

明

け

暮

へ

り

く

つ

れ

、

結

果

的

に

は

混

乱

を

き

た

し

、

大

方

の

所

、

先

ず

は

古

代

日

本

の

或

時

期

の

史

的

エ

ピ

ソ

ー

ド

で

あ

っ

た

と

の

妥

協

点

で

甘

ん

じ

て

い

る

次

第

で

あ

る

。

し

だ

い

こ

の

三

項

に

関

す

る

誤

っ

た

知

識

は

、

倭

人

伝

を

日

本

古

伝

と

看

做

し

た

の

み

な

ら

ず

、

現

在

の

韓

半

み

な

島

方

面

の

古

代

史

像

を

も

極

端

に

歪

め

、

そ

の

歪

ん

ゆ

が

だ

歴

史

像

が

、

こ

れ

又

、

定

説

と

し

て

罷

り

通

っ

て

い

る

始

末

で

あ

る

。
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さ

て

、

そ

れ

で

は

、

前

記

三

項

に

亘

る

事

柄

に

関

し

て

、

旧

来

、

我

が

国

で

語

ら

れ

て

き

た

説

が

、

全

く

の

誤

断

謬

説

な

り

と

す

る

な

ら

ば

、

そ

の

真

実

は

ど

う

な

の

か

と

い

う

疑

問

が

出

よ

う

。

そ

こ

で

、

本

論

に

於

い

て

、

逐

次

そ

れ

ら

の

事

柄

を

再

検

討

し

て

ち

く

じ

ゆ

く

わ

け

で

あ

る

が

、

そ

の

真

実

の

所

在

が

判

明

し

て

く

れ

ば

、

そ

も

そ

も

、

倭

人

伝

と

は

何

で

あ

っ

た

の

か

、

又

、

い

う

と

こ

ろ

の

倭

国

と

は

何

処

を

指

称

し

た

の

か

ゞ

判

明

す

る

筈

で

あ

る

。

そ

し

て

又

、

倭

人

伝

な

ど

と

称

す

も

の

と

の

訣

別

が

告

げ

ら

れ

る

こ

と

に

も

な

る

。

さ

ら

に

又

、

で

あ

る

。

歪

め

ら

れ

て

定

着

し

て

い

る

韓

半

島

方

面

の

古

代

史

の

一

頁

も

、

自

ず

と

正

さ

れ

て

く

る

で

あ

ろ

う

。

だ

が

、

そ

の

結

論

に

至

る

経

過

が

や

や

長

い

の

で

、

先

に

結

論

の

概

略

を

記

し

て

お

こ

う

。

何

故

そ

う

な

る

か

は

、

一

読

す

れ

ば

、

誰

し

も

が

共

通

の

観

点

に

於

い

て

肯

か

れ

る

筈

で

あ

る
。

う

な

ず
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俗

称

「

魏

志

倭

人

伝

」

と

は

、

日

本

の

古

代

史

の

一

ペ

ー

ジ

を

語

り

伝

え

た

も

の

に

非

ず

。

そ

れ

は

、

古

代

中

国

の

遼

東

半

島

南

端

周

辺

か

ら

現

在

の

韓

半

島

方

面

を

舞

台

と

し

、

そ

の

方

面

の

土

着

人

と

中

国

古

王

朝

と

の

政

治

的

・

文

化

的

交

流

の

一

端

を

語

っ

た

も

の

で

あ

る

が

、

こ

の

伝

記

中

に

は

、

多

分

に

、

南

方

方

面

の

土

着

人

の

習

俗

な

ど

が

混

入

し

、

こ

の

伝

を

以

て

或

特

定

の

国

の

史

書

と

断

定

す

る

に

は

、

余

り

に

も

粗

雑

す

ぎ

る

と

い

え

よ

う

。

し

か

し

、

そ

の

伝

の

骨

子

は

、

古

代

の

遼

東

半

島

こ

っ

し

方

面

や

現

韓

半

島

方

面

で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

故

、

こ

れ

を

強

い

て

史

書

と

し

て

附

名

す

る

な

ら

ば

、

或

い

は

「

半

島

古

伝

雑

記

」

と

で

も

い

え

よ

う

か

。

い

ず

れ

に

し

て

も

、

撰

者

で

あ

る

陳

寿

先

生

は

、

洛

陽

ち

ん

じ

ゅ

以

北

へ

は

一

歩

も

踏

み

出

し

て

い

る

わ

け

で

も

な

く
、

『

魏

略

』

中

を

母

体

と

な

し

、

他

は

伝

風

聞

を

頼

り

と

し

て

輯

録

さ

れ

た

も

の

が

倭

人

伝

な

の

で

、

そ

の

実

体

は

多

分

に

誕

謾

的

に

過

ぎ

る

と

い

え

よ

う

。
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な

お

、

歪

曲

し

て

定

着

し

て

い

る

と

い

っ

た

韓

半

島

方

面

の

或

ペ

ー

ジ

、

即

ち

三

国

時

代

に

於

け

る

高

句

麗

・

百

済

・

新

羅

等

の

建

国

か

ら

滅

亡

に

至

る

ま

で

の

割

拠

地

に

つ

い

て

で

あ

る

が

、

こ

の

三

国

が

転

変

興

亡

し

た

地

は

、

今

の

朝

鮮

半

島

に

限

っ

た

こ

と

で

は

な

く

、

旧

南

北

満

洲

の

天

地

、

即

ち

今

の

中

国

東

北

地

方

一

帯

に

及

ぶ

広

大

な

地

域

だ

っ

た

の

で

あ

る

。ち

な

み

に

、

高

句

麗

・

百

済

は

共

に

種

を

同

じ

く

し

、

今

の

中

国

吉

林

省

白

山

区

中

に

抬

頭

、

漸

次

発

ぜ

ん

じ

展

し

て

高

句

麗

は

吉

林

・

遼

寧

東

部

へ

進

出

、

百

済

は

遼

寧

西

部

に

入

り

、

後

年

、

即

ち

西

暦

６

世

紀

初

頭

に

至

り

遼

寧

南

部

へ

転

出

、

又

、

新

羅

は

今

の

遼

寧

省

寛

甸

県

を

中

心

と

す

る

鴨

緑

江

中

下

游

の

地

に

か

ん

で

ん

け

ん

お

う

り

ょ

く

こ

う

か

ゆ

う

抬

頭

し

た

が

、

高

句

麗

の

南

下

と

百

済

の

東

遷

に

圧

と

う

せ

ん

迫

さ

れ

、

今

の

朝

鮮

半

島

方

面

へ

南

下

す

る

こ

と

に

な

る

。

前

言

し

た

様

に

、

古

朝

鮮

・

漢

の

楽

浪

・

帯

方

及
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び

前

三

韓

の

所

在

誤

認

は

、

単

に

倭

の

所

在

の

み

な

ら

ず

、

こ

れ

ら

三

国

の

割

拠

抗

争

の

舞

台

を

も

誤

り
、

か

つ

ス

ケ

ー

ル

の

小

さ

な

も

の

と

し

て

し

ま

っ

た

こ

と

に

な

る

。

で

、

あ

る

が

故

に

、

古

朝

鮮

・

楽

浪

・

帯

方

及

び

前

三

韓

に

つ

い

て

、

そ

の

所

在

を

再

検

討

確

認

す

る

こ

と

の

重

要

性

が

出

て

く

る

の

で

あ

る

。

も

ち

ろ

ん

、

倭

人

伝

解

釈

上

の

必

要

不

可

欠

な

知

識

た

る

こ

と

も

、

で

、

あ

る

。

で

は

、

そ

の

重

要

事

項

た

る

、

古

朝

鮮

・

楽

浪

・

帯

方

及

び

前

三

韓

等

の

所

在

に

つ

い

て

、

こ

れ

ら

は

正

し

く

は

、

一

体

ど

こ

に

存

在

し

た

の

で

あ

ろ

う

か
、

以

下

、

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

い

て

再

検

討

し

て

ゆ

く

わ

け

で

あ

る

が

、

そ

れ

ら

が

判

明

し

て

く

れ

ば

、

倭

人

伝

を

日

本

古

伝

に

非

ず

と

し

た

所

以

も

分

か

っ

て

く

る

で

あ

ろ

う

し

、

又

、

高

句

麗

・

百

済

・

新

羅

等

の

あ

る

べ

き

所

も

正

さ

れ

て

く

る

で

あ

ろ

う

。
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三

、

古

朝

鮮

か

つ

て

「

朝

鮮

」

と

い

わ

れ

た

古

代

国

家

に

関

し

て

、

神

話

傳

承

の

類

は

措

き

、

中

国

の

歴

史

資

料

か

お

ら

窺

い

見

る

こ

と

の

出

来

る

も

の

に

二

つ

あ

る

。

即

ち

そ

の

一

つ

は

西

暦

前

千

年

初

頭

、

殷

周

政

権

交

替

の

動

乱

期

、

殷

帝

国

最

後

の

王

で

あ

っ

た

取

辛

王

紂

し

ゅ

し

ん

お

う

ち

ゅ

う

の

叔

父

箕

子

（

実

名

は

子

胥

余

）

が

興

し

た

と

伝

え

し

ゅ

く

ふ

き

し

し

し

ょ

よ

ら

れ

る

「

箕

子

朝

鮮

」

。

そ

の

二

は

西

暦

前

１

９

５

年

西

漢

抬

頭

の

初

期

頃

、

漢

室

の

功

臣

除

戮

の

難

を

こ

う

し

ん

じ

ょ

り

く

避

け

、

箕

子

朝

鮮

に

亡

命

し

て

い

た

燕

人

衛

満

な

る

え

ん

じ

ん

え

い

ま

ん

者

が

、

そ

の

社

稷

を

簒

奪

し

て

興

し

た

「

衛

氏

朝

し

ゃ

し

ょ

く

さ

ん

だ

つ

鮮

」

。

こ

の

二

つ

の

朝

鮮

国

で

あ

る

。

な

お

、

高

麗

史

に

拠

れ

ば

、

神

話

伝

説

上

の

朝

鮮

を

含

め

て

「

三

朝

鮮

」

と

な

し

て

い

る

。

即

ち

檀

君

だ

ん

く

ん
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王

倹

な

る

神

人

が

興

し

た

と

伝

え

ら

れ

る

朝

鮮

を

お

う

け

ん

し

ん

じ

ん

「

前

朝

鮮

」

と

な

し

、

箕

子

の

興

し

た

朝

鮮

を

「

後

朝

鮮

」

と

し

、

そ

れ

と

「

衛

氏

朝

鮮

」

の

三

つ

で

あ

る

。そ

し

て

、

こ

れ

ら

の

中

、

前

朝

鮮

と

後

朝

鮮

を

所い

わ

謂

「

古

朝

鮮

」

と

呼

び

、

衛

氏

朝

鮮

は

そ

の

範

疇

か

ゆ

る
ら

外

し

て

い

る

様

で

あ

る

。

そ

の

呼

称

の

い

ず

れ

は

措

く

と

し

て

、

で

は

こ

れ

ら

の

朝

鮮

と

い

わ

れ

た

古

代

国

家

は

何

処

に

存

在

し

た

の

で

あ

ろ

う

か

、

次

に

少

し

く

検

討

し

て

み

よ

う

。

古

朝

鮮

に

つ

い

て

の

定

説

さ

て

、

い

う

所

の

朝

鮮

国

の

所

在

を

探

る

前

に

、

旧

来

の

定

説

と

さ

れ

る

概

要

を

窺

っ

て

み

る

と

左

の

如

く

で

あ

る

。
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「

西

暦

前

１

１

１

５

年

乃

至

１

１

２

５

年

頃

、

な

い

し

殷

末

の

賢

人

箕

子

は

、

紂

王

の

暴

状

を

諫

め

て

き

し

ち

ゅ

う

お

う

い

さ

用

い

ら

れ

ず

、

殷

の

民

五

千

人

を

率

い

て

遼

東

に

遁

れ

、

や

が

て

鴨

緑

江

を

踰

え

て

今

の

朝

鮮

の

が

こ

半

島

に

入

り

、

平

安

道

の

清

川

江

・

大

同

江

流

へ

い

あ

ん

ど

う

せ

い

せ

ん

こ

う

だ

い

ど

う

こ

う

域

一

帯

に

拠

っ

て

朝

鮮

国

を

興

し

た

。

そ

の

後
、

よ

西

暦

前

２

世

紀

頃

に

至

り

、

漢

族

亡

命

者

で

衛え

い

満

と

い

う

者

が

、

箕

子

の

興

し

た

国

を

簒

奪

し
、

ま

ん

さ

ん

だ

つ

北

鮮

の

平

壌

に

都

を

定

め

て

衛

氏

朝

鮮

を

称

し

た

。

…

」

こ

れ

が

一

般

的

に

語

ら

れ

て

い

る

説

で

あ

る

。

古

い

に

し

え

の

朝

鮮

国

を

朝

鮮

と

い

う

名

称

あ

る

故

を

以

て

、

現

も

っ

在

の

朝

鮮

半

島

方

面

に

持

ち

込

ん

で

語

っ

て

い

る

始

末

で

あ

る

。

し

か

も

、

こ

の

説

に

つ

い

て

は

、

我

が

国

を

始

め

韓

国

や

中

国

の

史

家

達

も

、

何

ら

の

懸

念

を

抱

く

こ

と

な

く

、

至

極

当

然

で

あ

る

か

の

如

く

看

做

し

て

い

る

。

尤

も

、

最

近

で

は

否

定

説

も

出

て

い

る

。

（

注

―

現

朝

鮮

半

島

に

朝

鮮

・

韓

な

ど

の

名

称
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が

附

さ

れ

た

の

は

１

４

世

紀

初

頭

、

明

の

朱

元

み

ん

し

ゅ

げ

ん

璋

に

よ

っ

て

で

あ

る

。
）

し

ょ

う

か

く

の

如

く

、

朝

鮮

を

現

朝

鮮

半

島

内

に

位

置

づ

け

語

り

出

し

た

こ

と

が

、

そ

も

そ

も

の

蹴

躓

き

の

始

け

つ

ま

づ

ま

り

と

な

り

、

こ

の

蹴

躓

き

が

尾

を

引

い

て

、

倭

人

伝

解

釈

そ

の

も

の

も

、

又

、

定

見

を

導

き

出

せ

ざ

る

因

と

な

っ

た

の

で

あ

る

。

糅

て

て

加

え

て

、

こ

の

蹴

か

く

わ

躓

き

は

今

の

朝

鮮

半

島

の

或

時

期

の

歴

史

を

も

極

端

に

歪

め

て

し

ま

い

、

そ

し

て

、

こ

こ

に

東

洋

史

中

の

妄

誕

と

も

い

う

べ

き

も

の

が

発

生

す

る

次

第

で

あ

る
。

も

う

た

ん
さ

て

、

そ

れ

で

は

、

旧

来

の

定

説

が

誤

謬

だ

ら

け

と

す

る

な

ら

ば

、

そ

の

正

し

き

所

在

は

如

何

に

と

い

う

疑

問

が

出

る

。

そ

こ

で

、

次

に

、

こ

れ

ら

朝

鮮

の

地

を

考

察

し

て

ゆ

く

こ

と

に

な

る

。

い

う

所

の

朝

鮮

の

所

在

地

が

正

し

く

認

識

さ

れ

て

く

れ

ば

、

旧

来

の

定

見

が

如

何

に

誤

断

謬

説

に

充

ち

た

も

の

、

即

ち

妄

誕

に

過

ぎ

ざ

る

も

の

で

あ

っ

た

か

が

判

明

し

よ

う

。
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古

朝

鮮

と

は

何

処

で

あ

っ

た

か

『

史

記

巻

百

十

五

朝

鮮

列

伝

第

十

五

』

の

冒

頭

に

、

劉

宋

（

南

朝

の

宋

、

西

暦

４

２

０

年

）

の

裵

駰

り

ゅ

う

そ

う

は

い

い

ん

が

撰

し

た

『

史

記

集

解

』

中

の

記

述

が

次

の

如

く

用

し

き

し

っ

か

い

い

ら

れ

て

い

る

。

「

朝

鮮

有

湿

水

・

洌

水

・

汕

水

・

三

水

合

為

洌

水

。
」

朝

鮮

に

湿

水

・

洌

水

・

汕

水

あ

り

、

三

水

合

し

っ

す

い

れ

っ

す

い

せ

ん

す

い

さ

ん

す

い

が

っ

し

て

洌

水

と

な

る

。

れ

っ

す

い

朝

鮮

と

い

う

国

に

は

、

湿

水

・

洌

水

・

汕

水

と

呼

ば

れ

る

三

つ

の

河

が

あ

り

、

こ

の

三

水

は

或

地

点

で

流

合

し

て

一

筋

の

河

、

即

ち

洌

水

と

な

っ

て

流

れ

て

い

る

と

い

う

。

こ

の

『

史

記

集

解

』

の

記

録

す

る

三
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水

が

現

在

の

何

処

の

ど

の

河

川

に

該

当

し

得

る

の

か
、

こ

れ

を

調

べ

出

し

て

ゆ

け

ば

、

い

わ

ゆ

る

古

朝

鮮

と

は

ど

の

方

面

に

存

在

し

た

国

家

で

あ

っ

た

か

判

明

す

る

筈

で

あ

る

。

さ

て

、

い

う

所

の

三

水

の

中

、

「

洌

水

」

に

関

し

て

は

、

『

後

漢

書

郡

国

志

』

中

に

次

の

如

き

注

釈

が

あ

る

の

で

、

そ

の

大

凡

の

推

測

は

つ

い

て

く

る

。

お

お

よ

そ

「

列

、

水

名

、

列

水

在

遼

東

。
」

列

は

水

の

名

、

列

水

は

遼

東

に

在

り

。

り

ょ

う

と

う

又

、

『

資

治

通

鑑

』

の

漢

紀

中

に

も

、

列

水

に

つ

し

じ

つ

が

ん

い

て

次

の

如

く

記

さ

れ

て

い

る

。

「

列

口

、

懸

名

也

。

列

水

之

河

口

、

在

遼

東

。
」

列

口

は

県

の

名

な

り

。

列

水

の

河

口

は

、

遼

東

に

在

り

。
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右

の

二

書

の

記

す

所

か

ら

、

三

水

中

の

い

わ

ゆ

る

「

洌

水

」

と

呼

ば

れ

た

河

川

が

、

ど

の

方

面

に

存

在

し

た

か

が

判

明

し

た

わ

け

で

あ

る

。

即

ち

洌

水

と

は

遼

東

の

地

、

現

在

の

中

国

遼

寧

省

東

部

方

面

に

存

在

し

た

こ

と

に

な

る

。

な

お

、

「

冽

」

と

「

列

」

は

同

音

同

義

。

さ

て

、

残

る

は

湿

水

と

汕

水

で

あ

る

が

、

こ

れ

ら

の

河

川

に

つ

い

て

の

記

述

は

見

当

た

ら

な

い

が

、

洌

水

に

流

合

し

て

い

る

と

い

う

点

か

ら

判

断

す

れ

ば

、

や

は

り

遼

寧

東

部

内

に

存

在

し

た

で

あ

ろ

う

こ

と

は

間

違

い

あ

る

ま

い

。

史

記

集

解

中

が

、

記

す

湿

水

・

洌

水

・

汕

水

等

の

河

川

が

、

全

て

現

在

の

中

国

遼

寧

省

東

部

方

面

に

存

在

し

た

と

す

れ

ば

、

い

わ

ゆ

る

「

古

朝

鮮

」

と

称

さ

れ

た

国

も

、

三

水

の

存

在

す

る

遼

寧

東

部

方

面

と

し

て

捉

え

な

お

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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こ

の

一

事

に

よ

っ

て

、

早

く

も

旧

来

の

定

説

、

即

ち

「

古

朝

鮮

＝

現

北

鮮

説

」

は

、

覚

束

な

く

な

っ

て

お

ぼ

つ

か

く

る

。

そ

こ

で

、

更

に

定

説

の

デ

タ

ラ

メ

ぶ

り

を

暴

露

す

る

べ

く

、

遼

東

内

に

存

在

し

た

と

い

う

洌

水

が
、

現

在

の

遼

寧

東

部

方

面

の

何

と

い

う

河

川

に

推

定

し

得

る

か

考

察

し

て

み

る

。

洌

水

さ

て

、

往

時

、

「

洌

水

」

と

呼

ば

れ

た

河

川

が

、

現

在

の

中

国

遼

寧

省

東

部

方

面

に

存

在

し

た

こ

と

が

判

明

し

た

わ

け

で

あ

る

が

、

そ

れ

で

は

、

更

に

具

体

的

に

遼

寧

内

の

数

あ

る

河

川

中

、

ど

の

河

が

か

つ

て

「

洌

水

」

と

い

わ

れ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

現

河

川

と

の

推

定

が

出

来

れ

ば

そ

の

周

辺

一

帯

が

古

の

朝

鮮

と

い

に

し

え

な

る

わ

け

で

、

古

朝

鮮

＝

現

北

鮮

平

安

道

と

す

る

旧

来

の

定

説

は

、

そ

の

時

点

で

崩

れ

て

く

る

こ

と

に

な
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る

。史

記

集

解

の

記

す

所

か

ら

窺

え

る

三

水

の

条

件

の

一

つ

は

、

共

に

或

地

点

に

て

流

合

し

、

や

が

て

一

つ

の

流

れ

に

な

っ

て

い

る

事

実

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

も

う

一

つ

の

条

件

が

具

わ

れ

ば

、

現

河

川

と

の

照

合

は

そ

な

意

外

と

簡

単

に

な

る

筈

で

あ

る

。

即

ち

そ

の

条

件

と

は

、

洌

水

が

ど

の

方

面

に

向

か

っ

て

流

れ

て

い

た

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

、

『

漢

書

地

理

志

第

八

の

下

』

を

披

見

し

て

み

る

と

、

左

の

如

き

記

述

が

載

っ

て

い

る

。

「

分

黎

山

、

列

水

所

出

、

西

至

黏

蟬

入

海

、

行

八

百

二

十

里

。
」

分

黎

山

は

洌

水

の

出

づ

る

所

、

西

、

黏

蟬

に

ぶ

ん

り

ざ

ん

い

ね

ん

て

い

至

り

て

海

に

入

る

。

行

く

に

八

百

二

十

里

。

こ

の

記

述

か

ら

、

洌

水

と

は

、

ど

う

や

ら

東

か

ら

西

に

向

か

っ

て

流

れ

、

そ

し

て

、

海

に

注

ぎ

込

ん

で
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い

た

様

で

あ

る

。

し

か

も

、

そ

の

流

程

は

か

な

り

長

く

、

八

百

二

十

里

も

存

在

し

た

と

い

う

。

さ

て

、

以

上

の

条

件

と

『

集

解

』

中

が

記

す

条

件

と

を

以

て

、

現

在

の

中

国

遼

寧

省

東

部

方

面

を

窺

っ

て

ゆ

く

と

、

こ

れ

ら

の

条

件

を

充

た

し

て

い

る

河

川

が

存

在

す

る

こ

と

に

気

付

く

。

即

ち

そ

の

河

川

と

は
、

源

を

白

山

区

の

老

禿

頂

子

山

に

発

し

、

本

溪

市

北

郊

み

な

も

と

ろ

う

と

く

ち

ょ

う

し

ざ

ん

ほ

ん

け

い

し

を

通

り

、

遼

陽

・

東

京

の

間

を

ぬ

っ

て

西

流

し

、

や

と

ん

き

ん

が

て

流

れ

の

西

陲

（

西

の

は

ず

れ

）

の

一

角

黄

泥

窪

せ

い

す

い

こ

う

で

い

わ

（

現

在

廃

県

）

で

方

角

を

南

西

に

変

え

、

一

路

蛇

行

し

な

が

ら

西

に

河

口

を

持

つ

「

太

子

河

」

が

あ

る

。

し

か

も

、

よ

り

重

要

な

こ

と

は

、

こ

の

太

子

河

が

『

史

記

集

解

』

中

の

記

す

如

く

、

或

地

点

で

二

つ

の

河

川

と

流

合

し

、

そ

し

て

又

、

一

筋

の

河

と

な

っ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

即

ち

「

三

水

合

し

て

洌

水

と

な

る

。
」
で

あ

る

。

流

合

し

て

い

る

二

つ

の

河

川

は

、

今

の

「

遼

河

」

と

「

渾

河

」

と

な

る

。

こ

の

二

つ

の

大

り

ょ

う

が

こ

ん

が

き

な

河

は

、

或

地

点

即

ち

三

岔

河

近

辺

で

太

子

河

の

さ

ん

ふ

ん

が
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流

れ

に

ほ

ゞ

同

時

に

流

合

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

再

び

一

筋

の

流

れ

と

な

り

前

石

橋

辺

で

流

れ

を

西

に

変

ぜ

ん

せ

っ

き

ょ

う

え

、

営

口

市

北

郊

を

経

て

一

気

に

遼

東

湾

に

注

い

で

え

い

こ

う

し

い

る

。

即

ち

『

漢

書

』

の

記

す

如

く

、

「

西

、

海

に

入

る

。
」
で

あ

る

。

さ

て

、

『

史

記

集

解

』

と

『

漢

書

地

理

志

』

の

記

す

所

か

ら

、

洌

水

に

該

当

し

得

る

河

川

を

、

遼

寧

東

部

方

面

に

求

め

て

い

く

限

り

、

そ

れ

は

今

の

太

子

河

以

外

に

は

存

在

し

な

い

こ

と

に

な

る

。

又

、

他

の

二

水

、

即

ち

湿

水

と

汕

水

と

は

、

多

分

、

三

岔

河

で

太

さ

ん

ふ

ん

が

子

河

に

流

合

し

て

い

る

遼

河

と

渾

河

の

或

流

域

方

面

の

亦

名

で

は

な

か

っ

た

か

と

考

え

ら

れ

よ

う

。

と

も

ま

た

な

あ

れ

、

こ

れ

ま

で

の

所

か

ら

、

往

時

、

洌

水

と

呼

ば

れ

た

河

川

は

、

今

の

太

子

河

に

付

さ

れ

て

い

た

別

名

・

亦

名

と

判

断

し

て

間

違

い

な

い

様

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

残

る

問

題

は

洌

水

の

全

流

程

八

百

二

十

支

里

で

あ

る

が

、

こ

の

支

那

里

を

現

在

の

粁

数

に

キ

ロ

お

き

換

え

、

洌

水

に

推

定

し

た

太

子

河

の

流

程

に

当



- 33 -

て

嵌

め

た

場

合

、

若

干

の

差

違

は

措

く

と

し

て

、

概

は

お

お

む

ね

の

所

で

合

致

す

る

で

あ

ろ

う

か

、

少

し

く

検

討

し

て

み

よ

う

。

（

注

―

「

支

那

」

は

Ｃ

Ｈ

Ｉ

Ｎ

Ａ

の

直

訳

、

支

那

の

名

称

の

起

源

は

か

な

り

古

く

、

西

暦

前

３

世

紀

に

は

存

在

し

て

い

る

。

た

だ

し

、

こ

の

名

称

の

持

つ

意

味

が

「

分

邦

」

を

い

う

と

こ

ろ

か

ら

忌

み

嫌

う

傾

向

が

あ

る

。

し

か

し

、

原

称

は

「

支

那

」

が

正

し

く

、

「

中

国

」

と

は

自

ら

の

尊

称

で

あ

る

。

即

ち

「

中

原

に

鹿

を

逐

い

て

国

を

成

す

」

故

に

中

国

。
）

支

那

里

、

即

ち

中

国

の

里

数

、

就

中

、

古

代

中

国

な

か

ん

ず

く

の

文

献

に

記

載

表

示

さ

れ

て

い

る

里

数

に

つ

い

て

、

旧

来

よ

り

研

究

家

達

の

間

で

は

、

様

々

な

手

段

方

法

が

試

み

ら

れ

て

い

る

様

だ

が

、

吾

人

は

浅

学

に

し

て

各

種

の

換

算

法

を

弁

え

ず

、

か

つ

七

面

倒

臭

い

思

考

わ

き

ま

し

ち

め

ん

ど

う

く

さ

を

め

ぐ

ら

す

頭

脳

が

な

い

の

で

、

ご

く

単

純

に

三

通

り

の

方

法

に

大

別

し

て

判

断

し

て

ゆ

く

。



- 34 -

先

ず

そ

の

一

は

秦

漢

時

代

の

里

数

規

準

、

そ

の

二

は

東

漢

魏

晋

時

代

、

そ

の

三

は

唐

以

後

中

華

民

国

の

十

年

代

の

規

準

、

以

上

の

三

通

り

の

里

程

規

準

を

以

て

依

拠

し

て

ゆ

く

。

さ

て

、

そ

の

一

と

そ

の

二

の

数

値

に

つ

い

て

は

、

か

な

り

信

頼

の

お

け

る

筋

の

デ

ー

タ

が

あ

る

。

即

ち

上

海

標

準

計

量

管

理

局

算

出

の

数

値

に

よ

る

と

、

上

海

博

物

館

及

び

中

国

歴

史

博

物

館

に

所

蔵

さ

れ

て

い

る

秦

漢

代

頃

の

銅

尺

を

基

に

、

往

時

の

尺

を

検

討

し

た

結

果

、

２

３

糎

ほ

ど

が

今

の

１

尺

に

該

当

し

、

こ

セ

ン

チ

れ

が

３

世

紀

頃

ま

で

に

は

２

糎

延

長

さ

れ

て

２

５

糎

が

１

尺

に

な

っ

た

と

い

わ

れ

る

。

ち

な

み

に

、

阿

房

宮

遺

址

や

河

南

洛

陽

の

金

村

韓

あ

ぼ

う

き

ゅ

う

き

ん

そ

ん

か

ん

墓

出

土

の

銅

尺

は

２

３

・

１

糎

が

１

尺

に

な

っ

て

い

ぼた

と

い

う

。

ま

た

、

こ

れ

と

は

別

に

、

『

続

十

八

史

略

巻

之

三

明

下

』

を

披

見

す

る

と

、

次

の

如

き

算

定

法

も

存

在

し

た

ら

し

い

。
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「

歩

弓

、

度

地

論

、

二

尺

為

一

肘

、

四

肘

為

一

弓

、

三

百

為

一

里

、

…

…

…

」

歩

弓

と

は

地

を

度

る

論

、

二

尺

を

一

肘

と

な

ほ

き

ゅ

う

は

か

ひ

じ

し

、

四

肘

を

一

弓

と

な

し

、

三

百

弓

を

一

里

と

な

す

。

…

…

…

要

約

す

る

と

、

一

肘

即

ち

手

首

か

ら

肘

ま

で

を

以

て

二

尺

と

な

し

、

そ

の

四

倍

し

た

も

の

を

一

弓

と

呼

き

ゅ

う

び

、

更

に

そ

の

三

百

倍

を

一

里

と

看

做

し

た

様

で

あ

る

。

こ

の

方

法

に

従

え

ば

、

個

人

に

よ

っ

て

若

干

の

差

は

生

じ

る

が

、

一

肘

が

大

凡

２

６

・

７

糎

程

度

と

お

お

よ

そ

な

り

、

こ

れ

が

往

時

の

二

尺

に

該

当

し

、

こ

れ

の

四

倍

即

ち

１

０

４

糎

が

一

弓

、

そ

し

て

、

一

弓

の

三

百

倍

が

一

里

と

さ

れ

た

こ

と

に

な

る

。

そ

の

時

、

こ

の

方

法

に

よ

る

一

支

里

は

、

０

・

３

１

２

乃

至

は

０

・

３

２

４

粁

ほ

ど

で

あ

る

。

又

、

７

～

８

世

紀

唐

以

後

に

至

っ

て

は

、

０

・

４

粁

が

一

支

里

で

あ

り

、

こ

の

数

値

は

中

華

民

国

１

９
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年

当

時

に

至

っ

て

も

僅

か

に

０

・

１

粁

ふ

え

た

だ

け

で

、

一

支

里

は

０

・

５

粁

ほ

ど

で

し

か

な

い

。

従

っ

て

、

唐

代

以

後

の

支

那

里

は

、

我

が

国

の

里

数

の

凡

そ

十

分

の

一

と

看

做

し

て

差

し

支

え

な

い

様

だ

。

（

注

―

清

代

ま

で

の

一

支

里

は

０

・

４

５

粁

。

満

洲

里

の

百

里

は

現

在

の

４

５

粁

。
）

さ

て

、

唐

以

後

は

措

く

と

し

て

、

そ

れ

以

前

の

里

は

一

般

に

ど

の

様

に

し

て

算

出

さ

れ

た

か

と

い

う

と
、

五

尺

を

一

歩

と

な

し

、

三

百

歩

を

一

里

と

し

た

様

で

あ

る

。

故

に

こ

の

計

算

法

で

判

断

す

る

と

、

秦

漢

代

の

一

里

は

０

・

３

４

５

粁

と

な

り

、

又

、

３

世

紀

頃

に

入

っ

て

は

０

・

３

７

５

粁

が

一

里

と

な

る

。

先

の

「

度

地

論

」

と

比

較

し

て

も

、

そ

の

差

は

微

々

た

る

も

の

に

過

ぎ

な

い

様

で

あ

る

。

さ

て

、

以

上

の

様

な

数

値

を

以

て

、

本

論

で

は

文

献

記

載

の

里

程

を

判

断

し

て

ゆ

く

わ

け

で

あ

る

が

、

対

象

と

な

る

洌

水

の

流

程

を

記

録

し

て

い

る

『

漢

書
』

は

、

東

漢

代

の

成

立

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

成

立

年

代
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を

考

慮

し

、

３

世

紀

頃

の

基

準

を

当

て

嵌

め

て

計

算

し

て

み

よ

う

。

前

記

し

た

如

く

、

上

海

市

標

準

計

量

管

理

局

の

デ

ー

タ

に

拠

る

と

、

３

世

紀

頃

の

一

支

里

は

０

・

３

７

５

粁

程

に

な

る

。

従

っ

て

洌

水

の

流

程

八

百

二

十

里

と

い

う

事

は

３

０

７

・

５

粁

と

な

ろ

う

。

と

こ

ろ

で

、

問

題

は

洌

水

と

看

做

し

た

太

子

河

の

実

測

値

で

あ

る

が

、

不

勉

強

に

し

て

残

念

な

が

ら

、

そ

の

数

値

が

分

か

ら

な

い

。

よ

っ

て

こ

ゝ

で

は

一

応

の

目

安

と

し

て

精

密

満

洲

分

省

図

中

を

コ

ン

パ

ス

で

辿

っ

て

み

た

。

そ

の

結

果

、

大

凡

で

は

あ

る

が

、

太

た

ど

お

お

よ

そ

子

河

上

源

か

ら

河

口

に

至

る

複

雑

な

流

れ

は

、

３

２

５

粁

か

ら

３

３

０

粁

程

度

は

存

在

す

る

様

だ

。

も

し

、

仮

に

こ

の

数

字

を

ほ

ぼ

正

し

い

と

看

做

せ

る

な

ら

ば

、

『

漢

書

』

記

載

の

数

字

と

は

そ

の

差

が

僅

か

１

７

か

ら

２

０

粁

位

で

あ

る

。

つ

ま

り

は

比

較

的

近

い

と

い

え

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

計

測

法

に
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精

密

さ

を

期

待

し

得

な

か

っ

た

古

代

の

こ

と

と

し

て

看

過

を

許

さ

れ

る

な

ら

ば

、

そ

の

差

違

は

む

し

ろ

僅

か

ん

か

少

と

い

え

る

で

あ

ろ

う

。

さ

て

、

若

干

の

差

違

は

否

め

な

い

に

し

て

も

、

諸

多

の

条

件

と

相

俟

っ

て

勘

案

す

れ

ば

、

古

代

の

或

時

期

に

洌

水

と

呼

ば

れ

た

河

川

を

、

現

在

の

中

国

遼

寧

省

東

部

を

流

れ

る

太

子

河

に

推

定

す

る

こ

と

は

、

ほ

ゞ

間

違

い

な

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

な

お

、

太

子

河

が

洌

水

と

推

定

さ

れ

る

な

ら

ば

、

前

記

『

通

鑑

』

中

に

い

う

列

水

の

河

口

で

あ

る

「

列

口

」

と

は

、

即

ち

現

太

子

河

の

河

口

と

な

り

、

又

、

県

名

と

し

て

の

列

口

は

、

多

分

に

現

在

の

遼

寧

省

営

口

市

の

古

名

で

は

な

か

っ

た

か

と

按

ぜ

ら

れ

る

。

そ

し

て

又

、

列

水

の

源

と

い

わ

れ

る

「

分

黎

山

」

と

は

、

太

子

河

の

源

ぶ

ん

り

ざ

ん

と

目

さ

れ

る

「

白

山

系

老

禿

頂

子

山

」

そ

の

も

の

の

ろ

う

と

く

ち

ょ

う

し

ざ

ん

謂

と

看

做

せ

な

い

か

。

い

い

（

注

―

清

史

稿

に

拠

る

と

平

頂

山

。

［

太

子

河

北

源

の

い

づ

る

所

］

と

あ

り

。
）
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古

朝

鮮

に

存

在

し

た

と

い

わ

れ

る

三

水

の

中

、

洌

水

が

遼

東

の

地

、

即

ち

現

在

の

中

国

遼

寧

省

東

部

に

存

在

す

る

太

子

河

に

推

定

さ

れ

れ

ば

、

い

わ

ゆ

る

古

朝

鮮

と

は

、

同

じ

く

こ

の

河

川

流

域

一

帯

に

存

在

し

た

国

家

で

あ

っ

た

こ

と

に

な

り

、

旧

来

の

定

説

で

あ

る

「

古

朝

鮮

＝

現

北

鮮

平

安

道

説

」

は

成

り

立

た

な

く

な

る

筈

で

あ

る

。

ま

し

て

や

、

列

水

を

北

鮮

平

安

道

の

大

同

江

に

、

列

口

・

列

口

県

を

大

同

江

河

口

や

鎮

南

浦

に

当

て

て

語

る

な

ど

、

か

な

り

の

い

い

加

減

ち

ん

な

ん

ぼ

さ

と

い

え

よ

う

。

中

国

史

書

が

伝

え

る

古

朝

鮮

で

は

、

古

朝

鮮

を

洌

水

に

推

定

し

た

太

子

河

流

域

一

帯

と

み

る

こ

と

に

間

違

い

か

否

か

を

、

次

に

幾

種

か

の

文

献

記

載

か

ら

窺

っ

て

み

よ

う

。
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『

舊

唐

書

巻

六

十

一

列

伝

第

十

一

温

彦

博

伝

』

に

左

の

如

き

記

述

が

あ

る

。

「

遼

東

之

地

、

周

為

箕

子

之

国

、

漢

家

之

玄

菟

郡

耳

。
」

遼

東

の

地

は

周

が

箕

子

の

国

と

な

す

。

漢

家

り

ょ

う

と

う

ち

し

ゅ

う

き

し

く

に

か

ん

け

は

こ

れ

玄

菟

郡

の

み

。

げ

ん

と

ぐ

ん

次

に

同

書

の

『

巻

六

十

三

列

伝

第

十

五

』

中

に

、

唐

の

太

子

詹

事

裴

矩

の

言

が

左

の

如

く

載

っ

て

い

る
。

た

い

し

せ

ん

じ

は

い

く

「

高

麗

之

地

、

周

代

以

之

封

箕

子

、

漢

時

分

為

三

郡

、

晋

氏

亦

統

遼

東

。

今

乃

不

臣

、

列

為

外

域

。
」

高

麗

の

地

は

、

周

代

こ

れ

を

以

て

箕

子

を

封

こ

う

ら

い

ち

し

ゅ

う

だ

い

も

っ

み

し

ほ

う

ず

。

漢

の

時

、

分

ち

て

三

郡

と

な

す

。

晋

氏

、

か

ん

と

き

わ

か

さ

ん

ぐ

ん

し

ん

し

ま

た

遼

東

を

統

る

。

今

は

乃

ち

臣

と

せ

ず

、

列

り

ょ

う

と

う

す

ぶ

い

ま

す

な

わ

し

ん

れ

つ

し

て

外

域

と

な

す

。

が

い

い

き
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更

に

同

書

の

『

巻

五

十

三

列

伝

第

三

李

密

伝

』

中

に

も

左

の

如

く

記

さ

れ

て

い

る

。

「

遼

水

之

東

、

朝

鮮

之

地

、

禹

貢

以

為

荒

服

、

周

王

棄

不

臣

。
」

遼

水

の

東

は

朝

鮮

の

地

、

禹

貢

は

以

て

荒

服

り

ょ

う

す

い

ひ

が

し

ち

ょ

う

せ

ん

ち

う

こ

う

も

っ

こ

う

ふ

く

と

な

し

、

周

王

は

棄

て

て

臣

と

せ

ず

。

し

ゅ

う

お

う

す

し

ん

（

注

―

「

荒

服

」

は

国

土

の

周

辺

を

い

う

。

又
、

外

徼

に

同

じ

。
）

さ

て

、

次

に

『

遼

史

巻

三

十

八

志

第

八

地

理

志

二
』

を

披

見

す

る

と

、

朝

鮮

に

つ

い

て

左

の

如

く

い

う

。

「

東

京

遼

陽

府

、

本

朝

鮮

之

地

。

周

武

釋

箕

子

之

因

、

去

之

朝

鮮

、

因

以

封

之

。

…

…

…

燕

属

真

番

・

朝

鮮

、

始

置

吏

築

障

。

秦

属

遼

東

外

徼
。

漢

初

、

燕

人

満

王

故

空

地

。

武

帝

元

封

三

年

、

定

朝

鮮

為

真

番

・

臨

屯

・

楽

浪

・

玄

菟

四

郡

。
」
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東

京

遼

陽

府

は

、

も

と

朝

鮮

の

地

な

り

。

周

と

ん

き

ん

り

ょ

う

よ

う

ふ

ち

ょ

う

せ

ん

ち

し

ゅ

う

の

武

王

、

箕

子

の

囚

を

釈

く

、

去

っ

て

朝

鮮

に

ぶ

お

う

き

し

し

ゅ

う

と

さ

ち

ょ

う

せ

ん

ゆ

く

、

因

っ

て

以

て

之

を

封

ず

。

燕

は

真

番

・

よ

も

っ

こ

れ

ほ

う

え

ん

し

ん

ば

ん

朝

鮮

を

属

し

、

始

め

て

吏

を

置

き

障

を

築

く

。

ち

ょ

う

せ

ん

ぞ

く

は

じ

り

お

し

ょ

う

き

ず

秦

は

遼

東

の

外

徼

に

属

す

。

漢

初

、

燕

人

満

王

し

ん

り

ょ

う

と

う

が

い

き

ょ

う

ぞ

く

か

ん

し

ょ

え

ん

じ

ん

ま

ん

お

う

の

故

空

地

た

り

。

武

帝

の

元

封

三

年

、

朝

鮮

を

こ

く

う

ち

ぶ

て

い

げ

ん

ぽ

う

さ

ん

ね

ん

ち

ょ

う

せ

ん

定

め

真

番

・

臨

屯

・

楽

浪

・

玄

菟

四

郡

と

な

す
。

さ

だ

し

ん

ば

ん

り

ん

と

ん

ら

く

ろ

う

げ

ん

と

よ

ん

ぐ

ん

次

に

『

元

史

巻

五

十

九

志

第

十

一

地

理

志

二

』

の

遼

陽

等

処

行

中

書

省

の

項

を

披

見

す

る

と

、

こ

の

省

の

統

轄

七

路

中

に

、

開

元

路

咸

平

府

と

い

う

も

の

が

と

う

か

つ

し

ち

ろ

か

い

げ

ん

ろ

か

ん

ぺ

い

ふ

置

か

れ

て

お

り

、

こ

の

府

に

つ

い

て

左

の

如

き

記

載

が

み

ら

れ

る

。

（

注

―

「

開

元

路

」

は

現

在

の

「

開

元

」

）

「

咸

平

府

、

古

朝

鮮

地

、

箕

子

所

封

、

漢

属

楽

浪

郡

、

後

高

麗

侵

有

其

地

。

唐

滅

高

麗

、

置

安

東

都

護

以

統

之

、

継

為

渤

海

大

氏

所

拠

。
」
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咸

平

府

は

古

の

朝

鮮

の

地

、

箕

子

を

封

ず

る

か

ん

ぺ

い

ふ

い

に

し

え

ち

ょ

う

せ

ん

ち

き

し

ほ

う

所

。

漢

は

楽

浪

郡

に

属

す

。

の

ち

高

麗

、

侵

し

と

こ

ろ

か

ん

ら

く

ろ

う

ぐ

ん

ぞ

く

こ

う

ら

い

お

か

て

其

地

を

有

す

。

唐

は

高

麗

を

滅

ぼ

し

、

安

東

そ

の

ち

ゆ

う

と

う

こ

う

ら

い

ほ

ろ

あ

ん

と

ん

都

護

を

置

き

、

以

て

之

を

統

る

。

つ

い

で

、

渤

と

ご

お

も

っ

こ

れ

す

ぶ

ぼ

っ

海

大

氏

の

拠

る

所

と

な

る

。

か

い

お

お

し

よ

と

こ

ろ

さ

て

、

先

の

東

京

遼

陽

府

に

つ

い

て

は

い

う

と

ん

き

ん

ま

で

も

な

い

が

、

元

史

に

い

う

「

咸

平

府

」

と

か

ん

ぺ

い

ふ

は

、

「

契

丹

史

略

」

及

び

「

中

国

古

代

史

」

中

き

っ

た

ん

し

り

ゃ

く

の

記

載

に

拠

れ

ば

、

こ

れ

は

現

在

の

遼

寧

省

鉄

嶺

県

の

東

南

に

存

在

し

た

「

古

鉄

嶺

城

」

の

こ

と

ら

し

い

。

だ

が

、

大

凡

の

所

、

現

鉄

嶺

辺

と
、

看

做

し

て

差

し

支

え

な

い

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て
、

元

史

で

は

、

こ

こ

が

古

の

古

朝

鮮

の

地

で

あ

っ

た

と

記

録

し

て

い

る

わ

け

で

あ

る

。

（

注

―

現

在

の

「

鉄

嶺

」

は

古

の

「

嚚

州

」

の

ぎ

ん

地

、

又

、

「

銀

州

」

と

も

記

す

。
）

（

注

―

「

古

鉄

嶺

城

」

は

、

元

代

の

咸

平

府

、

金

代

の

奉

集

県

、

遼

代

の

咸

平

県

、

唐

代

の

営

平

の

治

所

、

高

句

麗

の

建

安

城

、

漢

代

の

平

郭



- 44 -

城

。
）

で

は

、

次

に

『

後

漢

書

光

武

帝

紀

』

を

披

見

し

て

み

よ

う

。

簡

単

に

左

の

如

き

注

が

載

っ

て

い

る

。

「

楽

浪

、

郡

、

故

朝

鮮

国

也

、

在

遼

東

。
」

楽

浪

は

郡

、

も

と

の

朝

鮮

国

な

り

。

遼

東

に

ら

く

ろ

う

ぐ

ん

ち

ょ

う

せ

ん

こ

く

り

ょ

う

と

う

在

り

。

あ

次

に

『

十

八

史

略

巻

二

漢

孝

武

帝

三

十

七

』

中

に

左

の

如

き

記

述

が

み

ら

れ

る

。

「

朝

鮮

、

音

潮

仙

。

国

在

遼

東

。
」

朝

鮮

、

音

は

潮

仙

、

国

は

遼

東

に

在

り

。

ち

ょ

う

せ

ん

お

ん

ち

ょ

う

せ

ん

く

に

り

ょ

う

と

う

あ

以

上

、

幾

種

類

か

の

文

献

記

述

を

披

見

し

、

諸

記

述

を

比

較

検

討

し

た

わ

け

で

あ

る

が

、

そ

れ

ら

の

要

点

を

掻

い

摘

ま

ん

で

列

記

し

て

み

る

と

次

の

如

く

に

か

つ
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な

ろ

う

。

「

遼

水

の

東

・

遼

東

の

地

・

高

句

麗

・

渤

海

の

拠

っ

た

所

・

遼

陽

・

開

原

・

鉄

嶺

県

一

帯

が

古

よの

朝

鮮

。
」

即

ち

現

在

の

中

国

遼

寧

省

東

部

方

面

に

朝

鮮

と

い

わ

れ

た

古

代

国

家

は

存

在

し

て

た

こ

と

に

な

る

。

以

上

の

事

実

か

ら

推

し

て

も

、

旧

来

、

我

が

国

の

史

家

達

に

よ

っ

て

語

ら

れ

て

き

た

所

の

説

は

、

全

く

の

デ

タ

ラ

メ

、

妄

誕

の

類

、

乃

至

は

何

ら

か

の

意

図

あ

り

た

ぐ

い

な

い

し

て

敢

え

て

曲

解

し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

。

こ

の

事

実

を

更

に

暴

露

す

べ

く

、

今

少

し

く

朝

鮮

に

つ

い

て

史

書

中

の

記

述

を

調

べ

て

み

よ

う

。

『

魏

略

朝

鮮

伝

』

中

に

次

の

様

な

記

述

が

あ

る

。

「

昔

箕

子

之

後

朝

鮮

侯

、

見

周

衰

、

燕

自

尊

為

王

、

欲

東

略

地

、

朝

鮮

侯

亦

自

稱

為

王

、

欲

興

兵

逆

撃

燕

以

尊

周

室

。

其

大

夫

禮

諫

之

、

乃

止
。
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使

禮

西

説

燕

、

以

止

之

不

攻

。

後

子

孫

稍

驕

虐
、

燕

乃

遣

将

秦

開

、

攻

其

西

方

、

取

地

二

千

餘

里
、

至

満

藩

汗

為

界

、

朝

鮮

遂

弱

。
」

昔

、

箕

子

の

後

、

朝

鮮

侯

、

周

の

衰

え

た

る

む

か

し

き

し

の

ち

ち

ょ

う

せ

ん

こ

う

し

ゅ

う

お

と

ろ

を

見

、

燕

は

自

ら

尊

ん

で

王

と

な

り

、

東

、

地

み

え

ん

み

ず

か

た

っ

と

お

う

ひ

が

し

ち

を

略

さ

ん

と

欲

す

。

朝

鮮

侯

も

又

、

自

ら

称

し

り

ゃ

く

ほ

っ

ち

ょ

う

せ

ん

こ

う

ま

た

み

ず

か

し

ょ

う

て

王

と

な

り

、

兵

を

興

し

逆

し

ま

に

燕

を

撃

ち
、

お

う

へ

い

お

こ

さ

か

え

ん

う

以

て

周

室

を

尊

ば

ん

と

欲

す

。

そ

の

大

夫

礼

こ

も

っ

し

ゅ

う

し

つ

た

っ

と

ほ

っ

た

い

ふ

れ

い

れ

を

諫

め

る

。

乃

ち

止

ま

り

た

り

。

礼

を

使

わ

い

さ

す

な

わ

と

ど

れ

い

つ

か

し

西

の

燕

に

説

か

し

む

。

以

て

之

を

止

め

て

攻

に

し

え

ん

と

も

っ

こ

れ

と

ど

せ

め

ず

。

の

ち

子

孫

、

や

ゝ

驕

虐

な

り

。

燕

は

乃

し

そ

ん

き

ょ

う

ぎ

ゃ

く

え

ん

す

な

わ

ち

将

秦

開

を

遣

わ

し

、

そ

の

西

方

を

攻

め

、

地

し

ょ

う

し

ん

か

い

つ

か

せ

い

ほ

う

せ

ち

を

取

る

こ

と

二

千

余

里

、

満

藩

汗

に

至

り

て

界

と

に

せ

ん

よ

り

ま

は

か

ん

い

た

か

い

と

な

す

。

朝

鮮

、

つ

い

に

弱

ま

る

。

こ

の

『

魏

略

』

中

の

記

述

で

、

最

も

留

意

せ

ね

ば

な

ら

な

い

個

所

は

、

「

そ

の

西

方

を

攻

め

、

地

を

取

る

こ

と

二

千

余

里

」

で

あ

ろ

う

。

こ

の

記

述

を

旧

来

の

説

、

即

ち

「

古

朝

鮮

＝

現

北

鮮

平

安

道

」

と

い

う
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前

提

で

解

釈

す

る

と

、

実

に

奇

妙

な

こ

と

が

出

て

く

る

。

こ

の

説

に

拠

る

な

ら

ば

、

古

朝

鮮

は

現

北

鮮

の

ピ

ョ

ン

ヤ

ン

周

辺

と

さ

れ

て

い

る

わ

け

で

あ

る

か

ら
、

『

魏

略

』

の

記

述

解

釈

が

奇

妙

に

な

る

。

で

は

ど

の

様

に

奇

妙

に

な

る

か

と

い

う

と

、

朝

鮮

を

こ

の

様

に

位

置

づ

け

て

語

る

な

ら

ば

、

い

う

所

の

朝

鮮

の

西

に

攻

略

す

べ

き

二

千

余

里

も

の

広

大

な

空

地

は

存

在

し

な

い

か

ら

で

あ

る

。

仮

に

、

で

あ

る

。

一

歩

ゆ

ず

っ

て

、

魚

豢

の

撰

し

ぎ

ょ

か

ん

た

『

魏

略

』

中

の

記

述

が

、

多

分

に

尚

古

的

或

い

は

し

ょ

う

こ

て

き

大

国

主

義

的

立

場

か

ら

誇

張

さ

れ

て

記

録

さ

れ

た

も

の

と

看

做

し

、

二

千

里

で

は

な

く

十

分

の

一

位

の

二

く

ら

い

百

里

位

で

あ

っ

た

と

し

て

み

よ

う

。

そ

し

て

、

こ

の

数

字

を

三

世

紀

代

の

規

準

で

推

し

計

っ

て

み

る

と

、

二

百

支

里

は

現

在

の

７

５

粁

と

な

り

、

又

、

中

華

民

国

１

９

年

当

時

、

同

国

の

郵

便

局

が

調

査

算

出

し

た

デ

ー

タ

、

即

ち

０

・

５

粁

が

公

式

里

数

な

り

に

従

っ

て

計

算

し

て

み

る

と

、

二

百

里

は

優

に

百

粁

に

も

及
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ぶ

こ

と

に

な

る

。

（

注

―

満

洲

里

の

一

里

は

０

・

４

５

粁

。

４

５

粁

が

百

里

に

当

た

る

。
）

こ

の

二

通

り

の

数

値

を

以

て

、

定

説

に

臨

ん

で

み

る

が

、

ピ

ョ

ン

ヤ

ン

を

中

心

と

す

る

朝

鮮

の

西

に

は

攻

取

す

べ

き

土

地

は

１

０

０

粁

は

お

ろ

か

７

５

粁

す

ら

存

在

し

な

い

の

で

あ

る

。

況

や

、

二

千

支

里

即

ち

７

５

０

粁

に

も

及

ぶ

厖

大

な

里

数

に

お

い

て

を

や

、

こ

れ

を

強

い

て

求

め

る

な

ら

ば

、

黄

海

を

越

え

遙

か

彼

方

の

河

北

省

滄

州

市

に

も

達

す

る

距

離

と

な

る

。

そ

う

し

ゅ

う

し

故

に

、

誠

に

奇

妙

で

あ

る

と

言

っ

た

次

第

で

あ

る

。

か

く

の

ご

と

く

、

旧

来

の

定

説

を

是

と

し

て

臨

む

ぜ

限

り

、

『

魏

略

』

の

記

述

は

全

く

以

て

奇

妙

奇

天

烈

誕

謾

的

の

誹

り

は

免

れ

な

い

こ

と

に

な

る

。

そ

し

こ

ゝ

に

い

う

、

燕

と

朝

鮮

の

抗

争

の

記

録

は

、

戦

国

期

全

燕

時

、

即

ち

西

暦

前

３

１

０

年

か

ら

２

７

０

ぜ

ん

え

ん

じ

年

頃

に

於

け

る

事

件

を

扱

っ

た

も

の

で

、

推

測

す

る



- 49 -

に

、

こ

の

年

代

中

、

東

方

朝

鮮

の

勢

力

が

遼

河

流

域

を

侵

略

し

、

更

に

進

ん

で

遼

寧

西

部

一

帯

か

ら

、

河

北

省

北

部

の

燕

の

領

域

近

く

に

西

漸

し

て

い

た

と

按

せ

い

ぜ

ん

じ

よ

う

。

だ

が

、

稍

あ

っ

て

、

燕

に

名

君

昭

王

が

出

現

す

る

や

や

し

ょ

う

お

う

や

、

彼

は

将

軍

秦

開

を

遣

わ

し

、

西

漸

し

て

い

た

朝

し

ん

か

い

つ

か

鮮

の

勢

力

を

駆

逐

し

、

更

に

進

ん

で

遼

河

・

渾

河

流

く

ち

く

域

一

帯

周

辺

に

及

ぶ

朝

鮮

の

中

枢

方

面

ま

で

攻

取

せ

し

め

た

と

す

れ

ば

、

燕

の

国

都

薊

丘

か

ら

そ

の

周

辺

け

い

き

ゅ

う

ま

で

は

優

に

二

千

里

、

即

ち

７

０

０

粁

や

７

５

０

粁

の

地

は

存

在

し

た

筈

で

あ

る

。

か

く

の

如

く

勘

案

し

て

み

る

と

、

「

そ

の

西

方

を

攻

め

、

地

を

取

る

こ

と

二

千

余

里

」

と

い

う

『

魏

略
』

の

記

述

は

、

誠

に

適

格

な

記

録

描

写

と

言

え

る

。

そ

し

て

、

又

、

爾

後

、

朝

鮮

は

燕

の

支

配

下

に

属

し

た

じ

ご

た

め

、

そ

の

辺

の

事

情

を

「

朝

鮮

つ

い

に

弱

ま

る

」

と

記

録

し

、

か

つ

又

、

遼

史

中

に

於

い

て

「

燕

は

朝

鮮

・

真

番

を

属

し

、

始

め

て

吏

を

置

き

障

を

築

く

」
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と

記

し

た

の

で

あ

ろ

う

。

こ

の

様

に

解

釈

す

る

こ

と

が

、

『

魏

略

』

中

の

記

述

を

正

し

く

解

釈

し

得

た

も

の

と

確

信

す

る

。

な

お
、

こ

こ

に

い

う

燕

将

秦

開

の

軍

事

行

動

は

西

暦

前

３

０

０

年

代

早

々

で

、

一

般

に

も

燕

の

遼

河

流

域

方

面

の

計

略

は

こ

の

年

代

か

ら

と

さ

れ

て

い

る

。

さ

て

、

『

魏

略

朝

鮮

伝

』

中

の

一

文

を

考

察

す

る

こ

と

に

依

っ

て

も

、

か

つ

て

朝

鮮

と

い

わ

れ

た

古

代

国

家

が

何

処

に

存

在

し

た

か

判

明

す

る

筈

で

あ

る

。

即

ち

遼

寧

省

東

部

に

存

在

し

た

と

い

う

こ

と

が

、

で

あ

る

。

同

様

の

事

実

を

、

次

に

『

漢

書

巻

九

十

五

朝

鮮

伝

』

中

の

記

述

か

ら

論

証

し

て

み

よ

う

。

「

天

子

募

罪

人

撃

朝

鮮

、

其

秋

、

遣

樓

船

将

軍

楊

僕

従

斉

浮

渤

海

、

兵

五

萬

、

左

将

軍

荀

彘

出

遼

東

、

…

略

…

樓

船

将

兵

七

千

先

至

王

倹

。
」

天

子

、

罪

人

を

募

り

朝

鮮

を

撃

つ

。

其

秋

樓

て

ん

し

ざ

い

に

ん

つ

の

ち

ょ

う

せ

ん

う

そ

の

あ

き

ろ

う
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船

将

軍

楊

僕

を

遣

わ

し

斉

よ

り

渤

海

に

浮

か

ぶ
、

せ

ん

し

ょ

う

ぐ

ん

よ

う

ぼ

く

つ

か

せ

い

ぼ

っ

か

い

う

兵

五

萬

な

り

。

左

将

軍

荀

彘

遼

東

に

出

づ

。

…

へ

い

ご

ま

ん

さ

し

ょ

う

ぐ

ん

じ

ゅ

ん

て

い

り

ょ

う

と

う

い

略

…

樓

船

の

将

兵

七

千

、

先

に

王

倹

に

至

る

。

ろ

う

せ

ん

し

ょ

う

へ

い

な

な

せ

ん

さ

き

お

う

け

ん

い

た

こ

ゝ

に

記

録

さ

れ

て

い

る

朝

鮮

征

伐

は

、

先

の

燕

将

秦

開

の

そ

れ

に

遅

れ

る

こ

と

九

十

一

年

、

西

漢

の

武

帝

の

元

封

二

年

即

ち

西

暦

前

１

０

９

年

の

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

当

時

、

既

に

朝

鮮

は

箕

子

一

門

の

手

か

ら

衛

氏

に

移

り

、

漢

族

亡

命

者

の

類

を

根

幹

と

し

た

た

ぐ

い

衛

氏

朝

鮮

と

な

っ

て

お

り

、

そ

し

て

、

爾

後

、

三

代

じ

ご

の

世

に

入

っ

て

い

た

。

右

の

記

述

中

で

、

最

も

留

意

せ

ね

ば

な

ら

な

い

個

所

は

、

「

樓

船

将

軍

楊

僕

を

遣

わ

し

、

斉

よ

り

渤

海

に

浮

か

ぶ

」

と

い

う

所

で

あ

る

。

こ

の

部

分

を

も

、

「

古

朝

鮮

＝

現

北

鮮

」

説

で

判

断

す

る

限

り

、

ま

た

し

て

も

希

代

な

こ

と

に

な

る

。

何

と

な

れ

ば

、

朝

鮮

け

っ

た

い

を

伐

つ

た

め

の

軍

事

行

動

で

あ

り

な

が

ら

、

右

軍

と

う

し

て

海

路

進

出

を

計

っ

た

楊

僕

将

軍

は

、

如

何

な

る

意

図

の

も

と

に

渤

海

な

ど

に

入

っ

た

の

か

、

こ

れ

が
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希

代

な

の

で

あ

る

。

旧

来

の

定

説

に

拠

る

な

ら

ば

、

朝

鮮

の

国

都

王

倹

は

現

北

鮮

の

首

府

平

壌

と

さ

れ

て

い

る

。

し

か

ら

ば
、

即

ち

水

軍

を

率

い

た

楊

僕

将

軍

の

渤

海

進

出

と

い

う

行

動

は

、

ど

の

様

に

解

釈

す

れ

ば

よ

ろ

し

い

の

で

あ

ろ

う

か

。

「

王

倹

＝

北

鮮

」

の

平

壌

を

攻

略

す

る

作

戦

な

ら

ば

、

渤

海

進

出

で

は

な

く

、

渤

海

海

峡

を

経

由

し

王

家

島

か

ら

西

朝

鮮

湾

に

入

り

、

更

に

進

ん

で

南

浦

か

ら

大

同

江

を

遡

ら

ね

ば

な

ら

ぬ

筈

で

あ

る

。

な

ん

ぼ

さ

か

の

ぼ

だ

が

、

こ

れ

も

敢

え

て

定

説

に

依

拠

し

て

判

断

す

る

故

の

希

代

さ

で

は

な

か

ろ

う

か

。

既

述

し

た

如

く
、

け

っ

た

い

「

古

朝

鮮

と

は

現

北

鮮

で

は

な

く

、

遼

寧

東

部

方

面

で

あ

っ

た

」

と

い

う

事

実

か

ら

す

れ

ば

、

こ

の

様

な

希

代

さ

は

微

塵

も

な

く

、

む

し

ろ

『

漢

書

』

の

記

述

の

正

確

さ

が

認

め

ら

れ

る

筈

で

あ

る

。

繰

り

返

し

い

う

様

で

あ

る

が

、

朝

鮮

と

は

「

遼

東

内

に

存

在

し

た

国

家

で

あ

る

」

故

、

右

軍

と

し

て

水
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路

進

出

を

計

っ

た

楊

僕

将

軍

は

斉

（

山

東

省

掖

県

）

よ

り

渤

海

に

入

っ

た

の

で

あ

り

、

又

、

左

軍

と

し

て

荀

彘

将

軍

は

柳

城

（

朝

陽

市

南

郊

）

よ

り

遼

東

出

兵

じ

ゅ

ん

て

い

り

ゅ

う

じ

ょ

う

を

謀

っ

た

の

で

あ

る

。

な

お

、

こ

の

朝

鮮

伝

の

末

尾

に

、

魏

の

安

成

亭

侯

蘇

林

が

次

の

如

く

注

を

加

え

て

あ

ん

せ

い

て

い

こ

う

そ

り

ん

い

る

。「

列

口

、

懸

名

也

。

度

海

先

得

之

。
」

列

口

は

県

名

な

り

。

海

を

度

り

て

先

に

之

を

得

た

り

。

列

口

と

列

口

県

に

つ

い

て

は

既

述

し

た

如

く

、

こ

れ

は

今

の

太

子

河

・

大

遼

河

の

河

口

で

あ

り

、

又

、

だ

い

り

ょ

う

が

県

名

と

し

て

の

列

口

は

現

在

の

遼

寧

省

営

口

市

、

古

名

の

一

字

一

音

は

必

ず

復

す

。

こ

れ

が

中

国

人

の

偉

さ

で

あ

る

。

古

い

も

の

は

片

っ

端

か

ら

壊

し

改

め

て

し

ま

う

何

処

か

の

国

民

と

は

異

な

る

様

で

あ

る

。

さ

て

、

蘇

林

の

注

は

、

水

軍

を

率

い

た

楊

僕

将

軍
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が

朝

鮮

攻

略

上

の

橋

頭

堡

と

し

て

、

最

初

に

占

領

し

き

ょ

う

と

う

ほ

た

所

が

列

口

、

即

ち

今

の

遼

寧

営

口

市

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

こ

の

一

事

に

拠

っ

て

も

、

朝

鮮

が

何

処

で

あ

っ

た

か

は

分

か

る

で

あ

ろ

う

。

と

こ

ろ

で

、

渤

海

の

名

が

出

た

つ

い

で

に

、

こ

の

名

称

に

つ

い

て

、

か

つ

て

極

め

て

面

白

い

解

釈

を

し

た

人

物

が

い

た

。

戦

前

、

韓

国

史

学

界

の

第

一

人

者

と

い

わ

れ

た

故

李

丙

寿

博

士

は

、

そ

の

著

『

韓

国

古

代

史

』

中

に

於

イ

ピ

ョ

ン

ド

い

て

渤

海

に

つ

い

て

次

の

如

く

述

べ

て

い

る

。

「

…

か

つ

て

西

朝

鮮

湾

周

辺

は

、

古

代

の

或

時

期

に

渤

海

と

称

さ

れ

て

い

た

ら

し

い

。
」

こ

の

様

な

見

解

の

も

と

に

彼

は

『

漢

書

朝

鮮

伝

』

中

の

楊

僕

将

軍

の

渤

海

進

出

を

語

っ

て

い

る

。

李

博

イ

士

が

何

を

根

拠

と

し

て

、

渤

海

に

つ

い

て

か

く

の

如

く

曰

う

の

か

定

か

で

は

な

い

が

、

少

な

く

と

も

、

中

の

た

ま

国

史

書

中

を

検

討

す

る

限

り

、

今

の

西

朝

鮮

湾

を

渤
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海

と

す

べ

き

記

述

は

見

当

た

ら

な

い

。

思

う

に

、

西

朝

鮮

湾

＝

渤

海

な

り

と

い

う

見

解

は

、

古

朝

鮮

を

今

の

北

鮮

に

位

置

づ

け

て

語

っ

た

が

為

の

無

理

な

附

会

ふ

か

い

な

ら

ず

や

、

判

断

を

乞

う

次

第

で

あ

る

。

ち

な

み

に

、

渤

海

と

は

何

処

の

海

を

指

称

し

た

の

か

、

『

資

治

通

鑑

巻

二

十

一

』

中

の

記

述

を

掲

げ

て

み

よ

う

。

「

自

青

來

以

北

、

幽

平

以

南

、

皆

濱

干

海

、

其

海

通

謂

之

渤

海

。
」

青

來

よ

り

以

北

、

幽

平

以

南

は

皆

海

に

浜

す
。

せ

い

ら

い

い

ほ

く

ゆ

う

へ

い

い

な

ん

み

な

う

み

ひ

ん

そ

の

海

を

通

し

て

之

を

渤

海

と

謂

う

。

う

み

と

お

こ

れ

ぼ

っ

か

い

い

「

青

來

」

と

は

青

州

と

来

州

の

こ

と

で

、

こ

れ

は

せ

い

ら

い

今

の

山

東

半

島

の

北

部

を

い

ゝ

、

又

、

「

幽

平

」

と

ゆ

う

へ

い

は

幽

州

と

平

州

で

、

こ

れ

は

今

の

河

北

々

部

と

遼

寧

に

亘

る

地

区

の

総

称

で

あ

る

。

以

上

を

解

釈

し

て

み

る

と

、

「

山

東

半

島

の

北

部

及

び

河

北

々

部

と

遼

寧
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南

部

は

海

に

面

し

て

い

る

。

こ

の

海

を

引

き

く

る

め

て

渤

海

と

い

う

」

と

な

る

。

西

朝

鮮

湾

＝

渤

海

に

は

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。

で

は

、

次

に

『

後

漢

書

巻

四

十

七

』

中

の

記

述

を

掲

げ

て

検

討

し

て

み

よ

う

。

朝

鮮

と

は

何

処

で

あ

っ

た

か

、

充

分

に

肯

け

て

く

る

は

ず

で

あ

る

。

「

武

帝

時

立

五

属

国

、

起

朔

方

、

伐

朝

鮮

、

起

玄

菟

・

楽

浪

、

以

断

匈

奴

之

左

臂

。
」

武

帝

の

時

、

五

属

国

を

立

て

朔

方

を

起

し

、

ぶ

て

い

と

き

ご

ぞ

っ

こ

く

さ

く

ほ

う

お

こ

朝

鮮

を

伐

ち

玄

菟

・

楽

浪

を

起

し

、

以

て

匈

奴

ち

ょ

う

せ

ん

う

げ

ん

と

ら

く

ろ

う

お

こ

も

っ

き

ょ

う

ど

の

左

臂

を

断

つ

。

さ

ひ

こ

ゝ

で

重

要

な

所

は

、

「

朝

鮮

を

伐

ち

、

玄

菟

・

楽

浪

を

起

こ

し

、

以

て

匈

奴

の

左

臂

を

断

つ

」

と

い

う

部

分

で

あ

る

。

周

知

の

如

く

、

前

２

世

紀

初

頭

の

西

漢

代

、

猖

獗

を

極

め

た

匈

奴

族

の

分

布

は

か

な

り

し

ょ

う

け

つ

広

汎

に

亘

り

、

東

は

今

の

遼

河

地

域

か

ら

西

は

新

疆

し

ん

き

ょ

う
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ウ

イ

グ

ル

自

治

区

一

帯

に

及

ん

で

い

た

。

さ

て

、

漢

は

武

帝

の

元

封

中

、

即

ち

西

暦

前

１

０

８

年

か

ら

１

０

９

年

に

か

け

て

朝

鮮

を

征

伐

し

、

玄

菟

・

楽

浪

等

の

郡

を

起

こ

し

、

そ

の

地

を

行

政

管

轄

下

に

置

い

た

が

、

こ

の

軍

事

行

動

の

結

果

、

匈

奴

の

広

範

に

亘

っ

た

領

域

の

左

臂

、

即

ち

そ

の

東

界

を

も

制

し

得

た

の

で

あ

る

と

い

う

。

こ

の

事

実

を

弁

え

た

わ

き

ま

上

で

、

旧

来

の

古

朝

鮮

＝

現

北

鮮

説

に

臨

ん

で

み

る

と

、

こ

れ

又

、

奇

妙

な

こ

と

に

な

る

。

前

２

世

紀

か

ら

西

暦

２

世

紀

頃

に

於

け

る

匈

奴

の

東

界

は

、

遼

河

流

域

周

辺

一

帯

で

あ

る

。

従

っ

て

、

今

の

朝

鮮

半

島

北

西

部

方

面

に

古

朝

鮮

が

あ

っ

た

と

い

う

前

提

で

、

右

の

一

文

を

検

討

す

る

と

、

と

て

も

匈

奴

の

左

臂

即

ち

東

界

を

断

っ

た

と

い

う

こ

と

に

は

な

り

得

な

い

。

し

か

し

、

で

あ

る

。

既

述

し

た

如

く

、

古

朝

鮮

と

は

現

朝

鮮

半

島

方

面

で

は

な

く

、

現

在

の

中

国

遼

寧



- 58 -

東

部

方

面

に

存

在

し

た

と

い

う

事

実

を

以

て

臨

め

ば
、

武

帝

時

代

に

於

け

る

朝

鮮

征

伐

と

遼

河

流

域

方

面

へ

の

支

配

権

の

確

立

は

、

ま

さ

に

、

広

範

に

亘

っ

た

匈

奴

の

領

域

の

東

界

を

断

つ

に

相

応

し

い

結

果

と

な

り

得

た

は

ず

で

あ

る

。

さ

て

、

最

後

に

、

『

山

海

経

』

中

の

海

内

北

経

の

せ

ん

が

い

き

ょ

う

か

い

だ

い

ほ

っ

き

ょ

う

記

述

を

考

察

し

て

み

よ

う

。

「

朝

鮮

在

列

陽

之

東

海

北

山

南

…

。
」

朝

鮮

は

列

陽

の

東

、

海

北

山

南

に

在

り

。

ち

ょ

う

せ

ん

れ

つ

よ

う

ひ

が

し

か

い

ほ

く

さ

ん

な

ん

あ

朝

鮮

国

は

列

陽

の

東

で

、

海

北

山

南

に

存

在

す

る

と

い

う

。

こ

こ

に

い

う

「

列

陽

」

と

は

、

洌

水

の

北

側

に

存

在

し

た

漢

代

の

故

遼

陽

県

の

旧

名

で

、

中

国

歴

史

地

名

大

辞

典

中

に

拠

る

と

、

こ

の

故

遼

陽

と

い

う

の

は

、

現

在

の

太

子

河

が

渾

河

と

遼

河

に

合

流

す

る

手

前

、

太

子

河

北

岸

に

存

在

し

た

こ

と

が

分

か

る
。

即

ち

後

代

の

黄

土

領

の

こ

と

を

い

う

ら

し

い

。

こ

ゝ

こ

う

ど

れ

い
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は

現

在

廃

県

。

（

注

―

中

国

歴

史

地

図

集

に

拠

る

と

、

「

故

遼

陽

」

は

後

の

「

黒

溝

台

」

、

現

在

は

廃

県

。
）

さ

て

、

黄

土

領

が

古

の

列

陽

と

称

さ

れ

た

所

と

す

れ

ば

、

そ

の

名

称

の

起

因

も

肯

け

て

く

る

。

即

ち

戦せ

ん

国

策

鮑

彪

が

新

注

本

の

補

に

「

山

南

水

北

を

陽

と

い

ご

く

さ

く

ほ

う

び

ょ

う

ほ

さ

ん

な

ん

す

い

ほ

く

よ

う

う

」

と

の

故

事

か

ら

す

れ

ば

、

黄

土

領

は

正

し

く

列

水

の

北

岸

に

存

在

し

た

こ

と

に

な

り

、

故

に

「

列

陽
」

と

な

る

。

こ

の

『

山

海

経

』

の

記

述

に

鑑

み

て

も

、

古

朝

鮮

か

ん

が

が

何

処

に

存

在

し

た

か

判

明

す

る

で

あ

ろ

う

。

つ

ま

り

、

列

陽

・

故

遼

県

・

黄

土

領

の

東

側

で

、

又

、

「

海

北

山

南

」

と

い

う

こ

と

に

な

れ

ば

黄

海

の

北

、

こ

う

か

い

蓋

馬

大

山

即

ち

今

の

摩

天

嶺

の

南

と

な

る

。

こ

の

こ

げ

ま

た

い

ざ

ん

ま

て

ん

れ

い

と

は

、

既

述

し

た

如

く

、

遼

寧

省

東

部

方

面

で

あ

っ

た

こ

と

が

裏

付

け

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

以

上

、

幾

種

類

か

の

文

献

記

述

か

ら

、

古

朝

鮮

の
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所

在

地

に

つ

い

て

考

察

し

て

き

た

が

、

そ

れ

ら

の

記

述

中

、

旧

来

の

定

説

即

ち

古

朝

鮮

＝

現

北

鮮

説

を

是ぜ

と

す

べ

き

は

認

め

ら

れ

な

か

っ

た

様

で

あ

る

。

定

説

の

妄

誕

た

る

こ

と

、

又

、

多

言

を

弄

す

ま

で

も

あ

る

ま

い

。

な

お

、

古

朝

鮮

に

関

し

て

、

や

や

突

っ

込

み

が

足

り

な

い

感

は

す

る

が

、

先

ず

は

卓

見

の

部

類

に

属

す

と

思

わ

れ

る

二

人

の

学

者

の

説

の

概

要

を

左

に

付

し

て

み

る

。

も

と

文

理

大

学

教

授

故

中

山

久

四

郎

氏

は
、

そ

の

著

『

東

洋

史

と

時

代

の

人

々

』

の

中

で

次

の

如

く

述

べ

て

い

る

。

「

殷

の

末

、

紂

王

の

暴

状

を

諫

め

、

用

い

ら

れ

い

ん

ち

ゅ

う

お

う

い

さ

も

ち

ず

捕

囚

の

身

と

な

っ

た

箕

子

は

、

周

の

武

王

発

ほ

し

ゅ

う

き

し

し

ゅ

う

は

つ

が

殷

を

亡

ぼ

す

に

及

び

、

解

放

は

さ

れ

た

が

、

周

の

粟

を

喰

う

を

恥

、

殷

の

民

五

千

人

を

従

え

ぞ

く

く

ら

は

じ

遼

東

に

到

り

、

や

が

て

朝

鮮

国

を

建

て

た

。

思

う

に

、

箕

子

が

都

し

た

と

い

わ

れ

る

地

は

、

錦き

ん

州

か

ら

遼

陽

ま

で

の

遼

河

流

域

に

在

っ

て

、

箕

し

ゅ

う
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子

が

鴨

緑

江

を

渡

っ

て

現

在

の

朝

鮮

の

地

に

入

っ

た

と

は

考

え

ら

れ

な

い

。
」

次

は

、

戦

前

に

あ

っ

て

は

、

異

色

の

史

家

と

い

わ

れ

た

白

柳

秀

湖

氏

の

説

く

所

を

付

し

て

み

よ

う

。

「

朝

鮮

開

国

の

伝

統

と

し

て

は

、

多

分

、

創

作

と

思

わ

れ

る

が

、

檀

君

の

降

臨

に

始

ま

る

ら

し

だ

ん

く

ん

こ

う

り

ん

い

。

ま

た

、

殷

末

の

賢

哲

箕

子

が

、

紂

王

の

滅

亡

後

、

周

の

粟

を

喰

う

を

潔

し

と

せ

ず

、

殷

の

民

五

千

人

を

率

い

て

遼

東

の

地

に

遁

れ

、

つ

い

の

が

で

、

朝

鮮

国

を

建

て

た

と

い

う

話

が

古

く

か

ら

一

般

に

知

ら

れ

て

い

る

。

而

し

て

、

こ

の

頃

に

し

か

朝

鮮

と

呼

ば

れ

た

の

は

、

今

の

朝

鮮

で

は

な

く
、

南

満

洲

の

奉

天

・

撫

順

辺

り

を

引

き

く

る

め

て

ほ

う

て

ん

ぶ

じ

ゅ

ん

あ

た

い

っ

た

も

の

で

あ

る

。
」

こ

れ

ら

の

説

は

、

共

に

、

古

朝

鮮

と

は

南

満

洲

に

存

在

し

た

こ

と

を

指

摘

す

る

も

の

で

あ

り

、

本

論

で

の

考

察

結

果

と

同

断

と

い

え

る

。

な

お

、

中

山

氏

は
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次

の

如

く

に

も

語

っ

て

い

る

。

「

今

、

平

壌

に

箕

子

の

墓

と

い

わ

れ

る

も

の

が

存

在

し

て

お

り

、

箕

子

の

冠

と

剣

が

埋

め

ら

れ

か

ん

む

り

て

い

る

と

伝

え

ら

れ

る

が

、

こ

れ

の

発

見

さ

れ

た

の

は

、

箕

子

よ

り

二

千

年

後

の

高

麗

時

代

と

い

わ

れ

、

甚

だ

覚

束

な

い

話

で

あ

り

、

そ

の

確

は

な

は

お

ぼ

つ

か

証

の

程

も

定

か

で

は

な

い

。
」

高

句

麗

抬

頭

の

地

と

こ

ろ

で

、

後

世

、

こ

の

朝

鮮

の

一

角

た

る

白

山

は

く

さ

ん

区

の

塩

難

水

（

現

在

の

渾

江

）

流

域

を

基

盤

と

し

、

く

え

な

す

い

旧

朝

鮮

の

属

邦

が

俄

に

抬

頭

し

て

く

る

。

即

ち

い

う

に

わ

か

と

こ

ろ

の

高

句

麗

で

あ

る

。

高

句

麗

は

第

十

六

代

故

国

原

王

（

西

暦

３

３

１

～

こ

こ

く

げ

ん

お

う
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３

７

１

年

）

の

時

、

百

済

十

三

代

近

肖

古

王

（

西

暦

き

ん

し

ょ

う

こ

お

う

３

４

６

～

３

７

５

年

）

の

攻

略

に

あ

い

、

一

旦

、

白

山

区

に

逼

塞

し

て

い

た

が

、

南

宋

の

三

代

文

帝

義

隆

ひ

っ

そ

く

ぶ

ん

て

い

ぎ

り

ゅ

う

の

即

位

三

年

（

西

暦

４

２

７

年

）

、

第

二

十

代

長

寿

ち

ょ

う

じ

ゅ

王

璉

の

代

に

至

り

強

勢

と

な

り

、

尉

那

巖

城

即

ち

丸

ｵ
ｳ

れ

ん

い

な

げ

ん

じ

ょ

う

が

ん

都

山

城

よ

り

南

下

し

、

旧

朝

鮮

国

都

王

倹

を

恢

復

す

と

さ

ん

じ

ょ

う

お

う

け

ん

る

。

更

に

、

こ

の

旧

国

都

を

「

長

安

城

ま

た

は

平

壌

城

」

と

称

し

、

吉

林

・

遼

寧

一

帯

に

勢

力

を

扶

植

、

や

が

て

一

大

軍

事

国

家

と

し

て

発

展

し

、

累

代

中

国

古

王

朝

を

震

撼

せ

し

む

存

在

へ

と

な

っ

て

ゆ

く

。

こ

の

高

句

麗

抬

頭

か

ら

滅

亡

に

至

る

ま

で

の

割

拠

か

っ

き

ょ

情

勢

は

、

時

代

の

推

移

に

よ

り

一

進

一

退

し

、

若

干

の

変

遷

は

見

ら

れ

た

が

、

し

か

し

、

そ

れ

も

全

て

吉

林

・

遼

寧

東

部

一

帯

が

主

要

舞

台

で

あ

り

、

今

の

北

鮮

方

面

で

は

な

い

。

戦

前

、

遼

寧

最

西

部

に

「

高

麗

城

子

・

高

麗

河

」

等

の

名

称

存

す

る

こ

と

が

一

つ

の

じ

ょ

う

し

証

左

で

あ

る

。

こ

の

名

称

は

現

在

廃

さ

れ

て

い

る

。

過

去

よ

り

現

在

に

至

る

ま

で

、

高

句

麗

時

代

の

遺



- 64 -

品

遺

構

と

し

て

多

く

の

物

が

平

安

道

辺

よ

り

出

土

し

た

と

い

わ

れ

る

が

、

果

た

し

て

即

高

句

麗

の

文

化

遺

産

と

看

る

こ

と

は

妥

当

で

あ

ろ

う

か

、

そ

の

影

響

は

受

け

て

い

る

で

あ

ろ

う

が

、

疑

問

と

す

る

所

も

大

で

あ

る

。

東

北

大

学

教

授

井

上

秀

雄

氏

と

寺

田

隆

信

氏

共

編

に

よ

る

『

好

太

王

碑

探

訪

記

』

と

い

う

著

書

中

に

、

対

談

形

式

の

記

述

が

あ

り

、

そ

の

中

で

同

大

学

の

文

学

部

教

授

中

村

完

氏

が

次

の

如

く

語

っ

て

い

る

。

た

も

つ

「

同

じ

高

句

麗

文

化

で

も

、

風

土

的

に

変

わ

っ

て

い

く

の

で

、

簡

単

に

高

句

麗

と

一

括

し

て

し

ま

う

の

は

ど

う

か

と

い

う

反

省

を

さ

せ

ら

れ

ま

し

た

。
」

一

言

を

除

け

ば

、

ま

さ

に

穿

ち

得

た

疑

問

提

起

と

う

が

い

え

よ

う

。

な

お

、

い

う

と

こ

ろ

の

高

句

麗

が

、

現

在

の

北

鮮

平

城

方

面

に

存

在

し

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

に

つ

い

て

は

、

後

節

、

丸

都

城

及

び

平

壌

城

の

所
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在

推

測

と

共

に

述

べ

よ

う

。

さ

て

、

曲

折

を

経

な

が

ら

も

、

古

代

朝

鮮

と

は

何

処

に

存

在

し

た

国

家

で

あ

っ

た

か

に

つ

い

て

述

べ

て

き

た

わ

け

で

あ

る

が

、

こ

の

所

在

地

が

何

処

で

あ

っ

た

か

を

弁

え

る

こ

と

は

、

東

部

ア

ジ

ア

史

を

語

る

上

わ

き

ま

で

疎

か

に

で

き

な

い

重

要

事

で

あ

る

。

ひ

と

た

び

、

お

ろ

そ

そ

の

所

在

を

誤

り

捉

え

て

し

ま

う

と

、

史

実

全

体

に

と

ら

大

き

な

歪

み

を

き

た

し

、

か

つ

、

い

う

所

の

倭

国

の

ゆ

が

所

在

そ

の

も

の

も

曖

昧

と

な

り

、

倭

人

伝

が

語

る

内

容

全

体

が

古

代

日

本

史

の

或

時

期

の

エ

ピ

ソ

ー

ド

で

あ

っ

た

か

の

如

く

錯

覚

し

、

謬

見

や

推

理

小

説

な

み

び

ゅ

う

け

ん

の

輩

出

で

終

始

し

、

結

局

は

何

の

こ

と

か

分

か

ら

な

く

な

り

、

研

究

に

年

月

を

費

や

す

割

に

は

納

得

の

ゆ

く

説

の

出

ぬ

所

以

と

な

っ

て

い

る

。

で

、

あ

る

が

故

に

、

倭

人

伝

は

勿

論

の

こ

と

、

東

部

ア

ジ

ア

史

を

語

る

た

め

に

は

、

先

ず

、

最

初

に

留

意

せ

ね

ば

な

ら

な

い

の

が

、

か

つ

て

「

朝

鮮

」

と

い

わ

れ

た

古

代

国

家

が

何

処

に

存

在

し

た

の

か

を

再

確



- 66 -

認

す

る

こ

と

か

ら

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

と

し

た

所

以

で

あ

る

。な

お

、

若

干

、

余

事

で

は

あ

る

が

、

「

朝

鮮

」

と

い

う

国

家

が

三

度

変

遷

し

て

い

る

こ

と

を

付

け

加

え

て

お

こ

う

。

先

に

ふ

れ

た

こ

と

で

も

あ

る

が

、

殷

周

政

権

交

代

の

動

乱

期

、

殷

帝

国

に

従

属

し

て

い

た

姜

き

ょ

う

族

が

内

応

し

た

こ

と

に

よ

っ

て

、

殷

は

滅

亡

し

漢

族

ぞ

く
の

周

に

代

わ

ら

れ

る

わ

け

で

あ

る

が

、

殷

の

王

族

子こ

胥

余

な

る

人

物

が

牧

野

（

河

南

省

安

陽

市

の

南

東

八

し

ょ

よ

ぼ

く

や

十

粁

・

河

南

省

汲

県

）

で

勇

戦

し

た

淮

伯

族

（

穢

貊

き

ゅ

う

け

ん

わ

い

は

く

ぞ

く

族

と

思

惟

す

る

）

を

率

い

、

同

族

で

あ

っ

た

故

孤

竹

こ

こ

ち

く

国

（

河

北

省

盧

竜

県

）

の

東

方

碣

石

山

の

麓

の

昌

黎

こ

く

る

ー

ろ

ん

け

ん

け

つ

せ

き

ざ

ん

ふ

も

と

し

ょ

う

れ

い

県

の

地

に

国

を

興

す

。

こ

れ

を

吾

人

は

「

前

期

箕

子

け

ん
朝

鮮

」

と

み

る

。

（

注

―

漢

族

は

夏

の

分

支

、

殷

代

に

は

奴

隷

、

こ

れ

が

周

と

な

っ

て

抬

頭

す

る

。
）

（

注

―

中

国

古

王

朝

に

拮

抗

し

得

る

国

家

的

規

模

を

備

え

た

勢

力

が

山

海

関

以

北

に

存

在

、

個

々

の

蛮

族

の

侵

攻

に

非

ず

。
）
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西

暦

前

７

７

０

年

に

至

り

、

箕

子

朝

鮮

は

強

盛

期

に

入

り

、

捲

土

重

来

を

期

し

河

北

・

山

西

・

陝

西

及

け

ん

ど

ち

ょ

う

ら

い

か

ほ

く

さ

ん

せ

い

せ

ん

せ

い

び

山

東

四

省

を

掌

握

す

る

。

こ

の

為

、

西

周

は

東

遷

さ

ん

と

う

し

ょ

う

あ

く

を

余

儀

な

く

さ

れ

る

わ

け

で

あ

る

が

、

こ

の

事

実

を

正

史

で

は

隠

蔽

し

、

東

胡

・

山

戎

・

北

狄

の

侵

攻

と

と

う

こ

さ

ん

じ

ゅ

う

ほ

く

て

き

し

て

片

付

け

て

い

る

が

、

こ

れ

は

大

き

な

間

違

い

で

あ

る

。

そ

し

て

後

、

前

四

百

年

に

至

る

と

燕

・

韓

が

抬

頭

し

、

こ

ゝ

に

領

土

問

題

が

発

生

し

、

都

を

医

無

閭

山

み

や

こ

い

む

ろ

ざ

ん

（

現

在

の

遼

寧

省

医

巫

閭

山

）

へ

移

し

、

山

海

関

以

い

ふ

ろ

ざ

ん

さ

ん

か

い

か

ん

北

の

大

凌

河

流

域

一

帯

を

限

り

と

な

す

。

こ

の

時

期

だ

い

り

ょ

う

が

の

朝

鮮

を

「

中

期

箕

子

朝

鮮

」

と

す

る

。

次

い

で

前

３

０

０

年

早

々

、

燕

の

昭

王

の

代

に

至

り

、

再

び

侵

し

ょ

う

お

う

攻

を

受

け

、

こ

こ

で

愈

遼

東

入

り

を

す

る

こ

と

に

な

い

よ

い

よ

る

。

そ

し

て

、

摩

天

嶺

を

固

め

鴨

緑

大

水

を

城

と

し

ま

て

ん

れ

い

お

う

り

ょ

く

だ

い

す

い

西

暦

前

１

９

５

年

ま

で

命

脈

を

保

つ

。

こ

れ

を

「

後

め

い

み

ゃ

く

期

箕

子

朝

鮮

」

と

呼

称

し

て

お

く

。
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箕

子

朝

鮮

滅

亡

後

、

漢

民

族

に

と

っ

て

の

東

方

の

脅

威

は

、

か

つ

て

朝

鮮

を

構

成

し

た

属

邦

真

番

国

が

し

ん

ば

ん

こ

く

抬

頭

し

、

歴

代

中

国

王

朝

を

苦

し

め

ぬ

い

た

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

が

い

う

所

の

「

高

句

麗

」

で

あ

る

が

、

漢

民

族

に

と

っ

て

の

脅

威

（

東

漢

代

よ

り

唐

帝

国

に

至

る

６

６

８

年

の

間

）

は

高

句

麗

の

み

な

ら

ず

、

北

方

に

「

大

扶

余

」

有

り

「

匈

奴

・

鮮

卑

」

等

の

諸

民

種

が

控

え

て

い

た

。

こ

れ

ら

の

諸

族

の

歴

史

を

具

に

つ

ぶ

さ

検

討

し

て

み

る

と

、

そ

も

そ

も

が

「

華

北

の

地

」

は

彼

等

が

旧

郷

で

あ

っ

た

。

高

句

麗

を

始

め

と

す

る

鮮

卑

・

匈

奴

な

ど

の

執

拗

な

ま

で

の

華

北

侵

攻

は

、

い

わ

ば

「

祖

地

奪

回

の

義

戦

」

で

あ

っ

た

わ

け

で

あ

る

が

、

中

国

側

の

歴

史

で

は

、

こ

れ

等

を

全

て

塞

外

蛮

さ

い

が

い

ば

ん

族

の

侵

略

扱

い

で

記

録

し

て

い

る

が

、

こ

れ

こ

そ

ぞ

く
「

華

夏

思

想

」

以

外

の

何

も

の

で

も

な

い

と

い

え

よ

か

か

し

そ

う

う

。さ

て

、

少

し

く

逸

れ

た

が

、

次

に

こ

れ

ま

で

に

検

そ

討

し

て

き

た

結

果

を

総

合

し

て

、

「

古

朝

鮮

」

の

地

と

し

て

捉

え

て

き

た

範

囲

を

図

示

し

よ

う

。

な

お

、
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図

は

Ⅰ

と

Ⅱ

を

掲

げ

る

が

、

Ⅰ

は

文

献

記

述

の

再

検

あ

討

か

ら

判

断

し

て

示

し

た

も

の

、

Ⅱ

は

旧

来

の

定

説

に

基

づ

い

て

示

し

た

も

の

で

、

こ

れ

は

完

全

な

誤

図

と

断

定

す

る

。

そ

の

誤

図

を

基

に

東

部

ア

ジ

ア

史

を

語

っ

た

為

、

大

き

な

摩

れ

が

生

じ

、

「

倭

」

そ

の

も

ず

の

も

所

を

見

失

っ

た

所

以

と

い

え

よ

う

。

Ⅰ

正

図

＝

古

朝

鮮

所

在

方

面

略

図

01
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Ⅱ

誤

図

＝

古

朝

鮮

所

在

方

面

略

図

02
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四

、

漢

の

植

民

市

楽

浪

郡

倭

を

考

察

し

て

ゆ

く

為

の

第

二

の

重

要

事

項

、

即

ち

西

漢

の

武

帝

が

衛

氏

朝

鮮

を

滅

ぼ

し

、

そ

の

地

に

設

置

し

た

と

伝

え

ら

れ

る

四

郡

中

、

い

わ

ゆ

る

楽

浪

と

称

さ

れ

る

郡

に

つ

い

て

検

討

し

て

ゆ

く

こ

と

に

な

る

が

、

こ

と

、

こ

の

楽

浪

郡

に

関

し

て

は

、

中

国

史

書

中

の

記

述

も

か

な

り

断

片

的

な

の

で

、

考

察

に

や

や

曲

折

を

経

る

が

予

め

了

解

し

て

貰

い

た

い

。

あ

ら

か

じ

西

漢

の

第

六

代

武

帝

の

元

封

三

年

す

な

わ

ち

西

暦

前

１

０

８

年

、

漢

は

衛

氏

朝

鮮

を

滅

ぼ

し

郡

県

を

設

置

、

そ

の

領

域

を

行

政

直

轄

地

と

す

る

こ

と

に

な

る
。

そ

の

郡

と

は

、

周

知

の

如

く

、

い

わ

ゆ

る

楽

浪

・

臨

ら

く

ろ

う

り

ん

屯

・

真

番

・

玄

菟

等

の

四

郡

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

と

ん

し

ん

ば

ん

げ

ん

と

れ

等

四

郡

の

中

、

本

論

で

最

も

重

視

せ

ね

ば

な

ら

な
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い

の

が

楽

浪

郡

で

あ

る

。

（

注

―

臨

屯

・

真

番

・

玄

菟

、

も

と

朝

鮮

の

属

邦

。
）

な

お

、

臨

屯

・

玄

菟

・

真

番

等

の

郡

の

所

在

に

つ

い

て

は

、

中

国

側

の

文

献

記

述

等

か

ら

具

体

的

に

判

明

し

て

い

る

。

即

ち

臨

屯

郡

に

つ

い

て

は

、

武

帝

の

陵

墓

よ

り

発

見

さ

れ

た

「

茂

陵

書

」

と

い

わ

れ

る

文

も

り

ょ

う

し

ょ

献

に

、

「

臨

屯

郡

」

は

「

東

県

」

に

郡

治

が

置

か

と

う

い

け

ん

れ

た

旨

の

記

載

が

あ

る

。

そ

こ

で

、

次

に

『

中

国

歴

史

地

名

大

辞

典

』

中

を

披

見

す

る

と

、

漢

の

「

東

県

」

と

は

今

の

吉

林

省

通

化

市

の

古

名

で

あ

っ

た

こ

つ

う

か

し

と

が

記

さ

れ

て

い

る

。

こ

れ

等

二

書

の

記

録

か

ら

判

断

し

て

、

い

わ

ゆ

る

「

臨

屯

郡

」

と

称

さ

れ

た

所

は
、

吉

林

省

通

化

市

を

郡

治

と

す

る

渾

江

上

源

地

区

だ

っ

た

こ

と

に

な

る

。

（

注

―

「

臨

屯

郡

治

東

県

。

十

五

県

…

」

云

々

と

あ

り

。
）

又

、

「

玄

菟

郡

」

に

つ

い

て

は

、

南

開

大

学

編

纂
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の

「

中

国

古

代

史

」

中

に

次

の

如

く

記

録

し

て

い

る
。

「

漢

武

帝

時

在

高

句

麗

置

県

、

属

玄

菟

郡

・

在

今

遼

寧

新

濱

西

、

公

元

百

三

十

六

年

・

永

和

元

年

、

夫

余

王

利

用

東

漢

政

府

的

虚

弱

、

到

玄

菟

郡

・

郡

治

在

今

瀋

陽

東

。
」

漢

の

武

帝

時

、

高

句

麗

あ

り

県

を

置

き

、

玄

か

ん

ぶ

て

い

じ

こ

う

く

り

け

ん

お

げ

ん

菟

郡

に

属

す

。

今

の

遼

寧

新

濱

の

西

に

在

り

。

と

ぐ

ん

ぞ

く

い

ま

り

ょ

う

ね

い

し

ん

ぴ

ん

に

し

あ

公

元

百

三

十

六

年

・

永

和

元

年

、

夫

余

王

、

東

こ

う

げ

ん

ね

ん

え

い

わ

が

ん

ね

ん

ふ

よ

お

う

と

う

漢

政

府

の

虚

弱

さ

を

利

用

し

玄

菟

郡

に

至

る

。

か

ん

せ

い

ふ

き

ょ

じ

ゃ

く

り

よ

う

げ

ん

と

ぐ

ん

い

た

郡

治

は

今

の

瀋

陽

市

の

東

に

在

り

。

ぐ

ん

じ

い

ま

し

ん

よ

う

し

ひ

が

し

あ

さ

ら

に

又

、

『

漢

書

地

理

志

第

八

下

』

を

披

見

す

る

と

、

玄

菟

郡

に

つ

い

て

次

の

如

く

記

し

て

い

る

。

「

高

句

麗

、

遼

山

、

遼

水

所

出

、

西

南

至

遼

遂

入

大

遼

水

。

…

」

高

句

麗

、

遼

山

、

遼

水

の

い

づ

る

所

、

西

南

こ

う

く

り

り

ょ

う

ざ

ん

り

ょ

う

す

い

と

こ

ろ

せ

い

な

ん



- 74 -

遂

に

至

り

て

大

遼

水

に

入

る

。

…

つ

い

い

た

だ

い

り

ょ

う

す

い

い

要

約

す

る

と

、

「

玄

菟

郡

高

句

麗

県

」

と

は

「

遼

山

・

遼

水

の

出

づ

る

所

」

に

存

在

し

た

こ

と

が

分

か

る

。

こ

ゝ

に

い

う

「

遼

山

」

と

は

『

清

史

稿

地

理

志

・

中

国

歴

史

地

図

集

』

に

拠

る

と

、

現

在

の

吉

林

省

の

松

花

江

と

鴨

緑

江

の

分

水

嶺

を

な

す

「

吉

林

哈

達

し

ょ

う

か

こ

う

き

つ

り

ん

こ

う

た

つ

嶺

」

を

い

ゝ

、

又

、

「

遼

水

」

と

は

『

明

史

地

理

志
』

れ

い
中

に

拠

る

と

、

吉

林

哈

達

嶺

南

麓

辺

に

源

を

発

す

「

渾

河

」

の

亦

名

だ

っ

た

こ

と

が

分

か

る

。

（

注

―

「

遼

水

」

に

二

つ

あ

り

、

一

つ

は

「

大

遼

水

」

で

こ

れ

は

今

の

遼

河

。

又

そ

の

一

つ

は

「

小

遼

水

」

で

、

こ

れ

は

今

の

渾

河

で

あ

る

。

単

に

「

遼

水

」

と

記

載

さ

れ

て

い

る

場

合

は

、

こ

の

中

の

「

渾

河

」

を

い

う

も

の

ら

し

い

。
）

さ

て

、

こ

れ

等

の

記

述

か

ら

判

断

す

る

と

、

い

わ

ゆ

る

「

玄

菟

郡

」

な

る

も

の

は

、

現

在

の

遼

寧

省

新

濱

県

の

西

に

郡

治

が

置

か

れ

、

そ

の

周

辺

一

帯

が

郡

域

だ

っ

た

こ

と

に

な

る

。

な

お

、

新

濱

県

の

西

側

と
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い

っ

て

い

る

が

、

こ

れ

は

多

分

、

現

在

の

「

老

城

」

ろ

う

じ

ょ

う

で

あ

っ

た

可

能

性

が

あ

る

。

（

注

―

遼

東

郡

と

玄

菟

郡

は

移

動

の

激

し

か

っ

た

郡

で

、

そ

の

郡

治

も

一

定

の

概

念

で

は

捉

え

ら

れ

な

い

と

伝

う

。
）

次

に

「

真

番

郡

」

で

あ

る

が

、

こ

れ

は

古

の

朝

鮮

い

に

し

え

の

属

邦

「

真

番

国

」

で

あ

り

、

高

句

麗

抬

頭

の

地

で

こ

く

も

あ

る

。

白

鳥

庫

吉

氏

は

『

塞

外

民

族

史

研

究

』

中

し

ら

と

り

く

ら

き

ち

に

於

い

て

、

「

蓋

馬

大

山

が

漢

代

の

玄

菟

と

真

番

の

げ

ま

た

い

ざ

ん

分

界

を

な

し

た

」

と

語

っ

て

い

る

が

、

こ

れ

は

疑

問

で

あ

る

。

何

故

な

ら

ば

、

「

臨

屯

郡

」

は

吉

林

省

通つ

う

化

を

中

心

と

す

る

渾

江

上

源

一

帯

で

あ

る

。

高

句

麗

か抬

頭

の

「

真

番

」

と

は

渾

江

下

流

域

一

帯

で

あ

り

、

か

つ

又

、

「

蓋

馬

大

山

」

と

は

現

在

の

「

摩

天

嶺

」

ま

て

ん

れ

い

の

古

名

で

あ

る

。

従

っ

て

、

白

鳥

氏

が

い

う

如

く

、

こ

の

山

が

分

界

を

な

し

た

と

す

る

に

は

余

り

に

も

隔

た

り

が

有

り

過

ぎ

る

こ

と

に

な

ろ

う

。

（

注

―

「

摩

天

嶺

」

、

別

名

を

「

太

高

領

」

・

「

単

々

大

領

」

）
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な

お

、

『

漢

書

地

理

志

』

中

が

記

載

す

る

「

遼

山
」

と

は

遼

東

山

地

の

略

、

又

、

「

遼

水

」

と

は

前

記

し

た

如

く

、

現

在

の

渾

河

上

源

一

帯

に

か

け

て

置

か

れ

た

こ

と

が

分

か

る

。

こ

の

東

側

に

い

わ

ゆ

る

「

臨

屯

郡

」

が

存

在

し

て

い

た

こ

と

も

分

か

る

わ

け

で

あ

る
。

だ

が

、

後

年

、

こ

の

臨

屯

・

真

番

二

郡

は

廃

郡

と

な

り

、

臨

屯

の

一

部

は

楽

浪

郡

に

併

合

さ

れ

る

。

さ

て

、

前

置

き

が

少

し

く

長

く

な

っ

た

が

、

で

は

い

う

所

の

「

楽

浪

」

と

は

、

何

処

に

置

か

れ

た

郡

で

あ

っ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

こ

の

郡

域

を

突

き

と

め

る

こ

と

は

、

次

に

続

く

重

要

事

項

、

即

ち

「

前

三

韓

と

倭

」

の

所

在

を

把

握

す

る

為

の

手

が

が

り

と

な

る

も

の

で

あ

り

。

以

下

、

こ

の

郡

の

所

在

を

考

察

し

て

ゆ

く

わ

け

で

あ

る

が

、

そ

の

前

に

、

漢

が

設

置

す

る

に

至

る

ま

で

の

朝

鮮

と

の

係

わ

り

合

い

を

、

時

代

を

少

し

く

遡

ら

せ

語

っ

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

西

暦

前

２

０

２

年

、

漢

楚

分

争

の

乱

も

垓

下

（

安

か

ん

そ

ぶ

ん

そ

う

が

い

か

あ

ん
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徽

省

霊

霹

県

の

東

南

）

の

一

戦

が

漢

に

幸

い

し

、

漸

き

し

ょ

う

れ

い

へ

き

け

ん

さ

い

わ

よ

う

や

く

兵

燹

の

燻

り

も

絶

え

、

天

下

静

謐

と

な

っ

た

そ

の

へ

い

せ

ん

く

す

ぶ

せ

い

ひ

つ

年

の

十

月

、

沛

公

劉

邦

は

建

元

し

て

帝

位

に

即

き

、

は

い

こ

う

り

ゅ

う

ほ

う

け

ん

げ

ん

つ

世

は

ほ

ぼ

、

漢

の

掌

中

に

帰

す

こ

と

に

な

っ

た

が

、

し

ょ

う

ち

ゅ

う

兵

戟

の

間

に

顕

し

た

将

兵

の

功

を

担

荷

し

、

栄

誉

を

へ

い

げ

き

あ

ら

わ

た

ん

か

擅

に

す

る

は

劉

邦

一

人

の

み

で

あ

り

、

軍

功

を

挙

げ

ほ

し

い

ま

ま

た

将

兵

に

待

ち

受

け

て

い

た

も

の

は

、

呂

公

の

差

し

り

ょ

こ

う

金

で

始

ま

っ

た

功

臣

除

戮

、

即

ち

「

劉

氏

に

非

ず

し

こ

う

し

ん

じ

ょ

り

く

り

ゅ

う

し

て

王

た

る

は

、

天

下

共

に

之

を

撃

た

ん

」

の

粛

清

の

う

し

ゅ

く

せ

い

血

風

だ

っ

た

。

け

っ

ぷ

う
こ

の

様

な

不

穏

な

最

中

に

あ

っ

て

、

当

時

、

燕

王

さ

な

か

に

封

ぜ

ら

れ

て

い

た

呂

綰

な

る

者

、

ど

う

せ

劉

姓

な

ほ

う

ろ

わ

ん

ら

ぬ

身

ゆ

え

、

遅

か

れ

早

か

れ

何

れ

は

刃

に

血

塗

ら

や

い

ば

ち

ぬ

れ

る

の

が

落

ち

と

ば

か

り

、

尻

に

帆

か

け

て

塞

外

匈

お

ち

し

り

ほ

さ

い

が

い

奴

の

地

へ

と

亡

命

し

て

し

ま

う

。

何

ほ

ど

か

の

期

待

を

か

け

、

ま

ご

ま

ご

し

て

い

る

う

ち

に

釣

鐘

堂

内

で

つ

り

が

ね

ど

う

取

っ

捕

ま

り

、

寄

っ

て

た

か

っ

て

打

っ

た

斬

ら

れ

た

と

つ

か

ぶ

韓

信

に

比

べ

、

呂

綰

な

ど

は

賢

明

な

対

処

で

あ

っ

た

か

ん

し

ん

と

い

え

よ

う

。

そ

れ

は

さ

て

置

き

、

呂

綰

の

臣

で

衛え

い
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満

な

る

者

、

主

人

に

逃

げ

ら

れ

身

の

置

き

所

も

な

く

ま

ん
な

り

、

禍

が

身

に

及

ば

ぬ

う

ち

に

と

、

こ

れ

も

期

を

わ

ざ

わ

い

同

じ

く

し

一

族

郎

党

共

々

朝

鮮

へ

亡

命

し

て

し

ま

う
。

時

に

こ

れ

、

西

暦

前

１

９

５

年

と

伝

え

ら

れ

る

。

な

お

、

蛇

足

な

が

ら

、

こ

の

漢

帝

国

抬

頭

初

期

に

於

け

る

功

臣

除

戮

の

紛

争

は

、

そ

の

状

、

恰

も

毛

沢

さ

ま

東

政

権

下

に

み

ら

れ

た

文

革

の

類

た

る

も

の

と

い

え

よ

う

。

差

し

詰

め

、

江

青

女

史

な

ど

は

呂

后

の

再

来

こ

う

せ

い

と

い

え

よ

う

か

。

た

だ

、

裁

き

の

場

へ

引

き

出

さ

れ

た

だ

け

、

江

青

女

史

の

方

が

妹

分

で

あ

り

、

か

つ

、

し

お

ら

し

か

っ

た

と

も

い

え

る

。

と

に

も

か

く

に

も

、

中

国

三

千

年

の

歴

史

は

、

実

に

こ

の

文

革

の

連

続

で

あ

り

、

何

と

春

秋

戦

国

期

に

あ

っ

て

は

、

東

西

史

上

類

例

を

み

な

い

五

百

数

十

年

間

に

も

及

ぶ

戦

乱

と

文

革

の

連

続

で

あ

っ

た

。

民

族

性

の

相

違

と

は

い

ゝ

な

が

ら

も

、

よ

く

厭

き

も

せ

ず

あ

に

こ

の

長

い

年

月

、

殺

戮

と

略

奪

に

明

け

暮

れ

て

い

た

も

の

で

あ

る

。
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余

談

は

さ

て

お

き

、

燕

人

衛

満

の

朝

鮮

亡

命

が

、

漢

帝

国

と

朝

鮮

と

の

係

わ

り

合

い

の

始

ま

り

で

あ

り
、

ま

た

、

朝

鮮

に

と

っ

て

は

終

局

を

告

げ

る

危

険

な

人

物

と

な

っ

て

し

ま

う

。

果

た

せ

る

哉

、

満

の

亡

命

よ

か

な

り

一

年

後

の

西

暦

前

１

９

４

年

、

衛

満

は

時

の

朝

鮮

王

箕

準

の

信

任

厚

き

を

裏

切

り

、

頻

り

に

亡

徒

の

類

き

じ

ゅ

ん

し

き

ぼ

う

と

を

集

め

、

そ

の

社

稷

を

簒

奪

し

、

こ

こ

に

漢

族

亡

命

し

ゃ

し

ょ

く

さ

ん

だ

つ

者

の

類

を

根

幹

と

す

る

新

た

な

国

、

即

ち

衛

満

朝

鮮

を

興

す

こ

と

に

な

る

。

だ

が

、

こ

の

簒

奪

王

国

衛

氏

朝

鮮

も

二

代

の

間

は

恙

な

き

を

得

た

が

、

満

の

孫

三

代

衛

右

渠

の

時

に

至

つ

つ

が

え

い

ゆ

う

き

ょ

っ

て

早

く

も

滅

亡

の

兆

し

が

顕

れ

た

の

で

あ

る

。

か

あ

ら

わ

つ

て

、

衛

満

が

箕

子

朝

鮮

を

簒

奪

し

た

背

後

に

は

、

同

じ

漢

族

と

し

て

の

連

繋

・

新

興

勢

力

で

あ

る

漢

帝

れ

ん

け

い

国

が

介

在

し

、

か

つ

何

等

か

の

条

件

が

付

さ

れ

て

い

た

で

あ

ろ

う

こ

と

は

疑

う

べ

く

も

な

い

。

『

漢

書

』

は

そ

の

辺

の

経

緯

を

次

の

如

く

記

し

て

い

る

。

い

き

さ

つ
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「

會

孝

恵

・

高

后

天

下

初

定

。

遼

東

太

守

即

約

満

為

外

臣

、

保

塞

外

蛮

夷

、

勿

使

盗

辺

、
」

孝

恵

・

高

后

に

会

し

天

下

初

め

て

定

ま

る

。

こ

う

け

い

こ

う

り

ょ

か

い

て

ん

か

は

じ

さ

だ

遼

東

の

太

守

即

ち

満

と

約

し

て

外

臣

と

な

し

、

り

ょ

う

と

う

た

い

し

ゅ

す

な

わ

ま

ん

や

く

が

い

し

ん

塞

外

の

蛮

夷

を

保

ち

、

使

し

て

盗

辺

な

か

ら

し

さ

い

が

い

ば

ん

い

た

も

し

と

う

へ

ん

む

。

西

漢

の

第

二

代

恵

帝

、

及

び

高

祖

劉

邦

の

后

で

あ

け

い

て

い

こ

う

そ

り

ゅ

う

ほ

う

き

さ

き

っ

た

呂

后

の

時

代

に

至

っ

て

、

天

下

国

家

も

漸

く

安

り

ょ

こ

う

よ

う

や

定

し

、

又

、

対

外

的

に

は

塞

外

に

亡

命

し

朝

鮮

王

に

さ

い

が

い

お

さ

ま

っ

て

い

た

満

と

も

約

し

、

北

辺

の

防

備

に

任

ず

と

い

う

紐

付

き

の

王

で

あ

っ

た

背

景

が

分

か

る

。

王

と

は

い

う

も

の

の

、

漢

帝

国

の

外

臣

待

遇

に

過

ぎ

な

か

っ

た

が

、

そ

れ

で

も

二

代

の

間

は

甘

ん

じ

て

い

た

様

で

あ

る

。

だ

が

満

の

孫

・

三

代

衛

右

渠

の

時

え

い

ゆ

う

き

ょ

に

至

っ

て

、

祖

父

以

来

の

漢

室

と

の

協

定

を

快

し

と

こ

こ

ろ

よ

せ

ず

、

頻

り

に

漢

の

政

敵

や

亡

命

者

の

類

を

誘

い

、

し

き

い

ざ

な

事

あ

る

毎

に

漢

に

反

抗

す

る

姿

勢

を

誇

示

し

た

。

こ

じ
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時

に

漢

の

第

六

代

武

帝

は

使

臣

を

遣

わ

し

、

朝

鮮

つ

か

王

右

渠

の

懐

柔

策

を

試

み

た

が

、

そ

れ

に

応

じ

る

気

ゆ

う

き

ょ

か

い

じ

ゅ

う

さ

く

け

色

を

見

せ

る

ど

こ

ろ

か

、

逆

に

東

北

諸

民

種

の

漢

に

し

き
通

じ

る

道

を

塞

ぐ

挙

に

出

て

、

剰

え

遼

東

東

部

都

尉

ふ

さ

あ

ま

つ

さ

と

い

官

を

殺

害

す

る

と

い

う

事

件

を

惹

起

し

て

し

ま

う

。

か

ん

じ

ゃ

っ

き

こ

の

事

件

を

切

っ

掛

け

と

し

、

漢

の

朝

鮮

征

伐

の

名

目

は

出

来

上

が

り

、

遂

に

元

封

二

年

即

ち

西

暦

前

１

０

９

年

に

至

り

、

武

帝

は

海

陸

両

路

よ

り

兵

を

発

し
、

本

格

的

な

朝

鮮

征

伐

に

乗

り

出

し

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

事

変

も

、

翌

元

封

三

年

即

ち

西

暦

前

１

０

８

年

に

入

り

、

朝

鮮

国

要

人

の

内

応

に

よ

っ

な

い

お

う

て

、

朝

鮮

王

右

渠

の

首

は

刎

ね

ら

れ

、

幾

許

も

な

く

は

い

く

ば

く

し

て

終

局

を

告

げ

る

こ

と

に

な

る

。

殷

末

の

賢

人

子し

胥

余

に

始

ま

る

箕

子

朝

鮮

が

、

大

凡

九

百

年

の

命

脈

し

ょ

よ

お

お

よ

そ

め

い

み

ゃ

く

を

保

っ

た

の

に

比

べ

、

簒

奪

王

国

衛

氏

朝

鮮

は

右

渠

に

至

る

三

代

八

十

六

年

に

し

て

潰

え

去

っ

た

の

で

あ

つ

い

る

。

そ

し

て

、

前

述

し

た

如

く

、

四

郡

の

進

出

と

な

る

わ

け

で

あ

る

。
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以

上

の

様

な

経

緯

を

経

て

、

漢

族

は

周

の

武

王

以

来

の

宿

願

で

あ

っ

た

朝

鮮

計

略

を

実

現

し

た

の

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

朝

鮮

と

称

す

国

家

が

何

処

の

存

在

し

た

の

か

は

前

述

し

た

通

り

で

あ

る

。

即

ち

現

在

の

中

国

遼

寧

省

東

部

方

面

か

ら

吉

林

省

の

一

部

に

か

け

て

で

あ

り

、

現

在

の

朝

鮮

半

島

方

面

で

は

な

い

。

従

っ

て

、

漢

が

設

置

し

た

と

い

う

郡

県

も

、

全

て

こ

れ

遼

寧

東

部

方

面

及

び

吉

林

省

方

面

に

か

け

て

置

か

れ

た

も

の

で

、

旧

来

、

い

わ

れ

る

如

く

、

今

の

朝

鮮

半

島

全

域

に

置

か

れ

た

と

す

る

如

き

は

、

如

何

に

誤

断

で

あ

り

謬

説

で

あ

る

か

肯

か

れ

る

筈

で

あ

る

。

ご

だ

ん

び

ゅ

う

せ

つ

う

な

ず

こ

ゝ

に

於

い

て

、

最

初

に

い

い

置

い

た

如

く

、

古

の

い

に

し

え

朝

鮮

の

地

を

間

違

っ

て

捉

え

て

し

ま

う

と

、

以

後

に

続

く

東

部

ア

ジ

ア

史

の

或

部

分

を

歪

め

、

「

倭

」

と

は

何

処

を

指

称

し

た

の

か

が

曖

昧

と

な

っ

て

し

ま

う
。

で

は

、

定

説

を

間

違

い

と

す

る

な

ら

ば

、

武

帝

時

に

置

か

れ

た

楽

浪

郡

と

は

、

「

朝

鮮

＝

遼

寧

東

部

」



- 83 -

の

ど

の

辺

に

か

け

て

設

け

ら

れ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

次

の

項

で

、

こ

の

郡

の

所

在

方

面

の

検

討

に

入

る

わ

け

で

あ

る

が

、

前

言

し

て

お

い

た

如

く

、

こ

の

楽

浪

郡

に

関

す

る

文

献

記

述

は

断

片

的

に

す

ぎ

、

そ

の

正

確

さ

は

期

し

難

い

き

ら

い

が

あ

る

。

し

か

し

、

そ

れ

ら

の

記

述

を

総

合

し

て

み

れ

ば

、

凡

そ

の

所

、

ど

の

お

よ

辺

に

か

け

て

置

か

れ

て

い

た

の

か

推

測

は

出

来

そ

う

で

あ

る

。

先

ず

、

そ

の

推

測

の

方

法

で

あ

る

が

、

中

国

史

書

中

の

地

理

志

を

主

と

し

、

断

片

的

に

記

載

さ

れ

て

い

る

郡

轄

下

の

諸

県

の

所

在

、

乃

至

は

そ

の

方

面

を

考

な

い

し

察

し

て

ゆ

き

、

そ

れ

ら

を

総

合

勘

案

し

郡

域

と

看

做

か

ん

あ

ん

せ

る

範

囲

を

把

握

す

る

こ

と

に

な

る

。

そ

し

て

、

そ

の

範

囲

が

凡

そ

な

り

と

も

推

測

さ

れ

て

く

れ

ば

、

楽

浪

郡

所

在

に

関

す

る

旧

来

の

定

説

が

、

如

何

に

当

て

ず

っ

ぽ

う

で

あ

り

誕

謾

的

で

あ

る

か

が

判

然

と

す

る

筈

で

あ

る

。
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五

、

楽

浪

郡

統

轄

諸

県

の

所

在

推

測

『

漢

書

地

理

志

第

八

下

』

の

記

載

に

拠

る

と

、

楽

浪

郡

の

統

轄

下

に

は

二

十

五

の

県

が

存

在

し

て

い

る
。

ち

な

み

に

、

そ

の

県

名

を

列

記

し

て

み

る

と

左

の

如

く

で

あ

る

。

「

楽

浪

郡

、

武

帝

元

封

三

年

開

。

戸

六

萬

二

千

ら

く

ろ

う

ぐ

ん

ぶ

て

い

の

げ

ん

ぽ

う

ね

ん

ひ

ら

く

こ

八

百

十

二

、

口

四

十

萬

六

千

七

百

四

十

八

。

県

こ

う

け

ん

二

十

五

、

朝

鮮

・

邯

・

水

・

含

資

・

黏

蟬

ち

ょ

う

せ

ん

な

ん

か

ん

は

い

す

い

が

ん

し

ね

ん

て

い

・

遂

成

・

増

地

・

帯

方

・

駟

望

・

海

冥

・

列

口

す

い

じ

ょ

う

ぞ

う

ち

た

い

ほ

う

し

ぼ

う

か

い

め

い

れ

つ

こ

う

・

長

岑

・

屯

有

・

昭

明

・

鏤

方

・

堤

奚

・

渾

彌

ち

ょ

う

し

ん

と

ん

ゆ

う

し

ょ

う

め

い

ろ

う

ほ

う

て

い

け

い

こ

ん

み

・

呑

列

・

東

・

不

而

・

蠶

台

・

華

麗

・

邪

頭

ど

ん

れ

つ

と

う

い

ふ

じ

さ

ん

た

い

か

れ

い

や

と

昧

・

前

莫

・

夫

租

。
」

ま

い

ぜ

ん

ば

く

ふ

そ

以

上

が

、

設

置

時

に

於

け

る

楽

浪

二

十

五

県

の

名
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称

で

あ

る

。

こ

れ

が

３

世

紀

東

漢

代

に

入

る

と

、

十

八

県

に

減

少

し

、

又

、

４

世

紀

の

晋

代

に

至

っ

て

は

六

県

に

減

少

し

て

し

ま

う

。

従

っ

て

、

そ

の

郡

域

は

か

な

り

縮

小

さ

れ

た

こ

と

に

な

る

。

こ

の

背

景

に

は
、

高

句

麗

や

百

済

・

新

羅

の

抬

頭

が

あ

っ

た

こ

と

は

否い

な

め

な

い

。

だ

が

、

か

く

減

少

し

た

と

は

い

え

、

こ

れ

ら

の

諸

県

を

統

轄

し

た

楽

浪

郡

が

、

当

初

か

ら

遼

寧

東

部

及

び

吉

林

省

の

一

部

に

か

け

て

存

在

し

た

こ

と

は

否

定

は

で

き

な

い

。

そ

の

所

以

は

項

が

進

む

に

つ

れ

肯

か

ゆ

え

ん

れ

て

く

る

筈

で

あ

る

。

な

お

、

右

の

県

名

中

「

不

而

」

ふ

じ

は

「

不

耐

」

の

誤

写

、

又

、

「

夫

租

」

は

「

沃

沮

」

ふ

た

い

ふ

そ

よ

そ

の

誤

写

と

い

う

。

『

三

国

志

東

夷

伝

』

に

拠

っ

て

訂

正

し

て

お

く

。

水

県
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ま

ず

最

初

は

水

県

か

ら

考

察

し

て

ゆ

く

が

、

そ

の

前

に

こ

の

「

」

の

文

字

の

音

に

つ

い

て

、

一

部

に

「

バ

イ

」

と

読

む

向

も

い

る

が

、

史

記

索

引

及

び

康

煕

字

典

已

集

上

水

部

七

画

に

拠

っ

て

調

べ

る

と

、

こ

う

き

じ

て

ん

い

し

ゅ

う

じ

ょ

う

す

い

ぶ

な

な

か

く

「

＝

沛

」

で

、

音

は

「

ハ

イ

」

で

あ

る

。

従

っ

て
、

こ

の

県

名

の

読

み

方

は

「

ハ

イ

ス

イ

」

が

正

し

い

。

さ

て

、

そ

れ

で

は

、

こ

の

「

水

＝

沛

水

」

と

は
、

何

処

に

存

在

し

、

現

在

の

ど

の

河

川

に

推

定

し

得

る

で

あ

ろ

う

か

。

『

漢

書

地

理

志

』

・

『

史

記

正

義

』

及

び

『

説

文

解

字

』

等

の

記

す

所

で

は

、

こ

の

河

川

は

「

遼

東

の

塞

」

と

い

わ

れ

る

も

の

の

外

に

出

て

お

さ

い

り

、

し

か

も

、

西

南

に

河

口

を

持

っ

て

い

た

こ

と

が

分

か

る

。

こ

こ

に

い

う

「

遼

東

の

塞

」

と

は

、

多

分

、

秦

代

の

長

柵

址

の

北

方

を

包

括

し

、

ほ

ゞ

遼

寧

東

部

一

帯

ち

ょ

う

さ

く

し

を

囲

む

形

で

巡

ら

さ

れ

た

土

塁

で

、

明

代

に

修

復

さ

ど

る

い

れ

、

「

遼

東

辺

檣

」

と

い

わ

れ

た

も

の

で

は

な

か

っ

り

ょ

う

と

う

へ

ん

し

ょ

う
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た

か

と

思

惟

す

る

。

も

し

然

り

と

す

る

な

ら

ば

、

そ

の

遺

構

は

「

長

柵

址

」

と

し

て

確

認

さ

れ

て

い

る

。

（

注

―

「

遼

東

辺

檣

」

は

西

漢

代

に

修

復

さ

れ

て

い

る

の

で

、

そ

の

構

築

時

代

は

更

に

古

く

遡

る

様

で

あ

る

。

い

わ

ゆ

る

「

柵

城

の

地

」

で

あ

る

。
）

こ

の

「

長

柵

址

」

は

、

遼

寧

省

の

陽

河

中

游

左

じ

ょ

う

よ

う

が

わ

ち

ゅ

う

ゆ

う

さ

岸

に

発

し

、

法

庫

を

通

り

遼

河

上

源

地

帯

を

踰

え

、

が

ん

ほ

う

こ

こ

老

城

（

旧

開

原

）

の

北

郊

を

通

り

、

清

河

北

岸

に

沿

ろ

う

じ

ょ

う

ほ

っ

こ

う

せ

い

が

っ

て

東

に

向

か

い

、

清

河

上

源

か

ら

一

気

に

南

下

、

清

原

・

新

濱

を

包

む

様

に

し

て

西

に

方

向

を

変

え

、

せ

い

げ

ん

し

ん

ぴ

ん

賽

馬

の

東

郊

で

再

び

南

下

し

て

大

東

溝

の

西

に

到

達

さ

い

ま

だ

い

と

う

こ

う

し

て

い

る

。

次

い

で

、

も

う

一

つ

の

「

長

柵

址

」

が

確

認

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

遺

址

は

老

城

の

北

郊

に

存

在

す

る

下げ

二

台

か

ら

北

上

し

、

四

平

・

公

主

領

（

現

在

懐

徳

と

に

だ

い

す

う

ぴ

ん

こ

う

し

ゅ

れ

い

か

い

と

く

改

名

）

及

び

長

春

の

東

側

を

抜

け

、

第

二

松

花

江

中

ち

ょ

う

し

ゅ

ん

だ

い

に

し

ょ

う

か

こ

う

游

左

岸

近

く

に

到

達

し

て

い

る

が

、

こ

の

長

柵

址

は
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年

代

的

に

は

不

明

で

あ

り

、

か

な

り

古

い

も

の

と

い

わ

れ

る

。

（

注

―

年

代

不

明

の

長

柵

址

に

つ

い

て

。

こ

れ

は

、

『

舊

唐

書

巻

百

九

十

九

上

』

に

記

載

さ

れ

て

い

る

〝

建

武

其

国

を

伐

た

る

を

懼

れ

、

乃

ち

長

城

を

築

く

、

東

北

扶

余

城

よ

り

西

南

、

海

に

至

る

こ

と

千

余

里

な

り

〟

と

あ

り

、

そ

の

年

代

は

唐

の

貞

観

五

年

、

即

ち

西

暦

６

１

８

年

か

ら

６

４

２

年

頃

に

か

け

て

で

あ

る

。

従

っ

て

こ

れ

が

い

わ

ゆ

る

年

代

不

明

の

長

柵

址

で

は

な

い

か

と

思

惟

す

る

。

建

武

は

高

句

麗

第

二

十

七

代

栄

留

王

。
）

更

に

、

も

う

一

つ

の

「

長

柵

址

」

が

あ

る

。

い

わ

ゆ

る

「

秦

の

長

城

」

と

称

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

。

こ

し

ん

ち

ょ

う

じ

ょ

う

れ

に

つ

い

て

、

南

開

大

学

編

纂

の

『

中

国

古

代

史

』

中

を

披

見

す

る

と

、

甘

粛

省

臨

洮

か

ら

内

蒙

包

頭

市

り

ん

と

う

な

い

も

う

ぱ

お

と

う

し

の

孟

家

湾

を

通

り

、

更

に

河

北

省

囲

場

県

か

ら

遼

寧

も

う

か

わ

ん

い

じ

ょ

う

け

ん

赤

峰

・

阜

新

を

経

て

、

遼

寧

東

部

方

面

へ

一

直

線

に

せ

き

ほ

う

ふ

う

し

ん

達

し

て

い

た

と

い

う

。

以

上

を

略

示

し

て

み

る

と

左
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の

如

く

に

な

る

。

な

お

、

破

線

で

図

示

し

た

も

の

は

「

秦

の

長

城

址

」

、

又

、

実

線

で

示

し

た

の

は

「

遼

東

辺

檣

」

で

あ

り

、

点

線

は

年

代

不

明

の

「

長

柵

址
」

で

あ

る

。

さ

て

、

こ

れ

ら

三

通

り

の

「

長

柵

址

」

か

ら

『

漢

書

』

・

『

史

記

正

義

』

及

び

『

説

文

解

字

』

等

が

記

録

し

て

い

る

「

遼

東

の

塞

」

を

勘

案

し

て

み

る

と

、

こ

れ

は

明

代

に

「

遼

東

辺

檣

」

と

い

わ

れ

た

も

の

と

へ

ん

し

ょ

う

同

一

だ

っ

た

可

能

性

が

あ

る

。

こ

の

塞

は

後

年

、

清

代

に

入

っ

て

補

強

修

復

さ

れ

「

柳

條

辺

檣

」

と

呼

ば

り

ゅ

う

じ

ょ

う

へ

ん

し

ょ

う

れ

る

様

に

な

る

。

こ

の

「

遼

東

辺

檣

」

が

「

遼

東

の

塞

」

と

同

一

で

あ

っ

た

と

す

れ

ば

、

塞

の

外

に

存

在

し

、

西

南

に

河

口

を

持

つ

河

川

は

一

つ

み

ら

れ

る

。

即

ち

中

国

と

北

鮮

の

国

境

を

為

し

て

い

る

鴨

緑

江

で

あ

る

。

こ

の

鴨

緑

江

の

古

時

の

或

時

期

に

於

け

る

名

称

が

「

水

＝

沛

水

」

で

あ

っ

た

と

判

断

で

き

る

様

で

あ

る

。

（

注

―

鴨

緑

江

の

亦

名

の

一

つ

に

「

馬

訾

水

」
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が

あ

る

。
）

図

＝

秦

の

長

柵

址

と

遼

東

辺

檣

略

示

図

03
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さ

て

、

水

の

所

在

が

分

か

っ

た

と

こ

ろ

で

、

次

は

、

こ

の

河

川

に

因

ん

だ

水

県

の

所

在

に

つ

い

て

で

あ

る

が

、

こ

の

県

に

つ

い

て

み

ら

れ

る

記

述

は

、

『

康

煕

字

典

』

中

に

於

い

て

注

釈

に

用

い

ら

れ

て

い

る

十

三

州

志

の

短

い

次

の

一

文

で

あ

る

。

じ

ゅ

う

さ

ん

し

ゅ

う

し

「

水

懸

在

楽

浪

東

北

。
」

水

県

は

、

楽

浪

の

東

北

に

存

在

す

る

と

い

う

。

極

め

て

漠

然

と

し

た

記

述

で

あ

る

が

、

こ

の

記

述

か

ら

窺

え

る

こ

と

は

、

前

項

で

朝

鮮

の

地

と

推

定

し

た

範

囲

中

の

東

北

方

面

、

即

ち

現

在

の

吉

林

省

方

面

で
、

し

か

も

、

水

と

い

う

河

川

名

に

因

ん

で

い

る

所

か

ら

判

断

し

て

、

「

水

＝

鴨

緑

江

」

流

域

に

臨

ん

だ

場

所

に

存

在

し

た

古

県

と

推

測

で

き

は

し

な

い

か

。

も

し

、

こ

の

様

に

推

測

し

う

る

な

ら

ば

、

い

わ

ゆ

る

水

県

と

は

現

在

の

吉

林

省

臨

江

市

と

看

做

せ

る

。

（

注

―

水

県

＝

臨

県

＝

臨

江

県

）
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さ

て

、

十

三

州

史

中

の

記

す

楽

浪

の

東

北

と

い

う

所

か

ら

か

く

推

定

し

た

わ

け

で

あ

る

が

、

こ

の

こ

と

は

逐

次

、

楽

浪

と

は

ど

の

方

面

を

指

称

し

た

も

の

で

ち

く

じ

あ

る

か

が

判

明

し

て

く

れ

ば

、

或

い

は

そ

の

妥

当

性

が

肯

け

て

く

る

も

の

と

思

う

。

列

口

県

次

は

列

口

県

に

つ

い

て

で

あ

る

が

、

こ

の

県

名

も

ま

た

先

の

水

県

と

同

様

、

一

つ

の

河

川

に

因

ん

だ

県

で

あ

る

。

こ

の

所

か

ら

判

断

し

て

、

同

じ

く

列

水

と

い

う

河

川

流

域

で

、

し

か

も

、

そ

の

河

川

の

河

口

に

存

在

し

た

古

県

で

あ

る

こ

と

、

又

、

多

く

を

語

る

必

要

は

あ

る

ま

い

。

い

わ

ゆ

る

列

水

と

は

、

前

記

し

た

如

く

、

現

在

の

遼

寧

東

部

を

流

れ

て

い

る

太

子

河

の

古

名

で

あ

る

。
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従

っ

て

、

そ

の

河

口

と

い

え

ば

、

お

の

ず

と

太

子

河

の

河

口

を

指

す

こ

と

に

な

る

。

そ

の

時

、

こ

の

県

は

現

在

の

遼

寧

省

営

口

市

の

古

名

で

あ

っ

た

と

推

定

で

き

よ

う

。

営

口

と

列

口

と

一

字

の

違

い

で

あ

る

。

東

県

と

不

耐

県

さ

て

、

次

は

こ

の

二

県

で

あ

る

が

、

こ

の

県

に

つ

い

て

『

遼

史

地

理

志

』

中

の

東

京

道

の

項

を

み

る

と
、

と

ん

き

ん

ど

う

遼

の

東

京

遼

陽

府

統

轄

下

に

淥

州

鴨

緑

軍

な

る

も

の

ろ

く

し

ゅ

う

が

置

か

れ

て

お

り

、

そ

の

淥

州

の

下

に

正

州

と

称

す

せ

い

し

ゅ

う

も

の

が

あ

り

、

こ

れ

に

つ

い

て

遼

史

は

次

の

如

く

記

し

て

い

る

。

「

本

沸

流

王

故

地

。

国

為

公

孫

康

所

併

。

渤

海

置

沸

流

郡

。

有

沸

流

水

。

戸

五

百

。

隷

淥

州

。

在

西

北

三

百

八

十

里

。

統

県

一

、

東

那

県

。

本
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漢

東

耐

県

地

。

在

州

七

十

里

。
」

（

注

―

沸

流

王

。

高

句

麗

の

始

祖

朱

蒙

の

兄

。
）

（

注

―

音

は

フ

ツ

リ

ュ

ウ

、

或

い

は

フ

ル

。
）

も

と

沸

流

王

の

故

地

、

国

は

公

孫

康

の

併

わ

ふ

つ

り

ゅ

う

お

う

こ

ち

く

に

こ

う

そ

ん

こ

う

あ

す

所

と

な

る

。

渤

海

は

沸

流

郡

を

置

く

。

沸

流

と

こ

ろ

ぼ

っ

か

い

ふ

つ

り

ゅ

う

ぐ

ん

お

ふ

つ

り

ゅ

う

水

有

り

。

戸

五

百

。

淥

州

に

隷

す

。

西

北

三

百

す

い

あ

ろ

く

し

ゅ

う

れ

い

せ

い

ほ

く

八

十

里

に

在

り

。

県

一

を

統

る

。

東

那

県

。

も

り

あ

け

ん

い

ち

す

ぶ

と

う

な

け

ん

と

漢

の

東

耐

県

の

地

な

り

。

州

の

西

、

七

十

里

か

ん

と

う

た

い

け

ん

ち

し

ゅ

う

に

し

り

に

在

り

。

あ

要

約

す

る

と

、

遼

代

に

至

っ

て

鴨

緑

軍

節

度

使

の

せ

つ

ど

し

統

轄

下

に

正

州

と

称

す

も

の

を

置

き

、

そ

の

下

に

東

せ

い

し

ゅ

う

と

う

那

と

い

う

県

を

一

つ

設

け

た

が

、

そ

こ

は

か

つ

て

漢

な代

に

東

耐

県

が

置

か

れ

た

地

で

も

あ

っ

た

と

い

う

。

と

う

た

い

け

ん

こ

こ

で

、

余

り

聞

き

な

れ

な

い

「

東

耐

」

な

る

名

称

が

で

た

の

で

、

『

遼

史

校

勘

記

』

も

調

べ

て

み

る

と

、

次

の

如

き

一

文

が

載

っ

て

い

る

。
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「

漢

無

東

耐

県

、

或

是

後

漢

書

郡

国

志

東

・

不

耐

之

脱

誤

。
」

漢

に

東

耐

県

な

し

。

或

い

は

是

れ

後

漢

書

郡

か

ん

と

う

た

い

け

ん

あ

る

こ

ご

か

ん

じ

ょ

ぐ

ん

国

志

の

東

・

不

耐

の

脱

誤

な

ら

ん

。

こ

く

し

と

う

い

ふ

た

い

だ

つ

ご

漢

代

の

県

で

東

耐

と

称

す

県

は

存

在

し

な

い

故

、

或

い

は

東

県

と

不

耐

県

の

中

、

東

の

「

」

と

不

耐

の

「

不

」

の

文

字

が

脱

落

し

て

「

東

耐

」

と

記

載

さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う

と

い

う

。

確

か

に

『

漢

書

地

理

志

』

中

を

披

見

す

る

限

り

、

東

耐

と

称

す

県

は

存

在

し

な

い

。

だ

が

、

こ

れ

は

校

勘

記

に

い

う

脱

誤

で

は

な

く

、

『

三

国

志

魏

書

東

夷

伝

』

中

に

顕

れ

る

「

東

・

不

耐

」

二

県

の

地

名

の

要

約

で

在

り

、

従

っ

て

、

「

東

耐

」

と

は

、

東

・

不

耐

二

県

が

存

在

し

た

地

と

判

断

す

る

こ

と

が

妥

当

か

と

思

惟

す

る

。

こ

の

二

県

の

中

、

東

県

に

つ

い

て

は

前

記

し

た
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如

く

、

こ

れ

は

吉

林

省

通

化

市

の

古

名

で

あ

り

、

遼

史

に

「

沸

流

水

あ

り

」

と

記

載

さ

れ

て

い

る

ふ

つ

り

ゅ

う

す

い

・

ふ

る

す

い

こ

と

か

ら

も

「

沸

流

水

」

な

る

河

川

は

、

現

在

の

渾

江

の

持

つ

複

数

名

の

一

つ

で

あ

る

。

渾

江

に

は

他

に

「

塩

難

水

」

と

い

う

呼

称

が

あ

り

、

別

に

「

猪

灘

水

い

な

す

い

・

宛

難

水

・

掩

水

」

等

と

表

記

さ

れ

て

い

る

。

現

え

な

す

い

え

し

す

い

在

、

沸

流

水

の

「

沸

流

」

が

渾

江

の

支

流

に

「

冨

爾

ふ

る

河

」

と

改

称

さ

れ

残

存

し

て

い

る

。

か

わ

さ

て

、

東

耐

県

の

中

の

東

県

が

、

現

在

の

吉

林

省

通

化

市

の

古

名

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

は

、

沸

流

水

＝

塩

難

水

が

渾

江

の

古

時

の

亦

名

で

あ

っ

た

と

判

明

す

れ

ば

肯

け

る

で

あ

ろ

う

。

即

ち

渾

江

は

白

山

区

龍

崗

嶺

に

源

を

発

し

、

通

化

市

の

南

を

経

て

複

雑

か

り

ゅ

う

こ

う

れ

い

み

な

も

と

つ

長

大

な

流

れ

を

見

せ

て

鴨

緑

江

に

流

合

し

て

い

る
。

（

注

―

『

東

国

輿

地

勝

覧

』

に

よ

る

と

、

猪

灘

水

の

複

数

名

の

一

つ

に

水

と

い

う

名

称

が

存

在

し

た

と

い

う

。

又

、

『

魏

略

朝

鮮

伝

』

に

よ

っ

て

も

、

塩

難

水

に

別

名

と

し

て

水

と

い

う

名

称

が

存

在

し
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た

こ

と

が

判

明

す

る

。

さ

ら

に

又

、

『

遼

史

地

理

志

』

中

で

は

今

の

太

子

河

流

域

の

遼

陽

は

古

の

漢

の

水

県

で

あ

る

と

の

記

載

が

あ

る

の

で

、

太

子

河

の

後

数

名

の

一

つ

と

し

て

水

と

い

う

名

称

が

存

在

し

た

こ

と

が

分

か

る

。

以

上

の

観

点

か

ら

す

る

と

水

と

称

さ

れ

る

河

川

は

三

つ

存

在

し

た

様

で

あ

る

。
）

次

は

、

東

耐

の

中

の

不

耐

県

に

つ

い

て

で

あ

る

が
、

こ

れ

は

古

の

不

耐

穢

城

で

あ

り

、

高

句

麗

の

尉

那

巖

ふ

た

い

わ

い

じ

ょ

う

い

な

げ

ん

城

即

ち

丸

都

山

城

と

同

一

で

あ

る

。

こ

ゝ

は

遼

代

に

じ

ょ

う

が

ん

と

さ

ん

じ

ょ

う

入

っ

て

桓

州

桓

都

県

と

さ

れ

た

所

で

あ

り

、

遼

史

で

か

ん

し

ゅ

う

か

ん

と

け

ん

は

こ

ゝ

を

高

句

麗

の

中

都

城

と

称

し

て

い

る

。

多

分

ち

ゅ

う

と

じ

ょ

う

に

高

句

麗

中

期

の

国

都

で

あ

っ

た

こ

と

か

ら

か

く

称

し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

。

又

、

桓

都

と

丸

都

は

類

似

か

ん

と

が

ん

と

音

の

様

で

も

あ

る

。

（

注

―

尉

那

巖

城

の

猪

那

は

、

多

分

に

渾

江

の

古

名

・

猪

灘

水

或

い

は

塩

難

水

の

「

エ

ナ

」

に

因

ん

だ

も

の

と

思

わ

れ

る

。
）
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で

は

、

こ

の

桓

都

県

・

中

都

城

と

は

何

処

で

あ

っ

た

の

か

と

い

う

と

、

こ

れ

は

現

在

の

遼

寧

省

桓

仁

県

か

ん

じ

ん

け

ん

桓

仁

鎮

址

の

謂

で

あ

る

。

か

つ

て

或

時

期

、

懐

仁

県

か

ん

じ

ん

ち

ん

し

い

い

か

い

じ

ん

け

ん

懐

仁

鎮

と

も

称

さ

れ

た

こ

と

が

あ

る

。

そ

の

所

は

先

か

い

じ

ん

ち

ん

の

東

県

即

ち

通

化

市

の

南

西

で

、

渾

江

流

域

の

比

較

的

下

游

の

左

岸

に

存

在

す

る

。

こ

ゝ

が

即

ち

丸

都

城

で

あ

り

不

耐

穢

城

で

も

あ

り

、

か

つ

漢

代

の

楽

浪

郡

不

耐

県

と

称

さ

れ

た

所

で

あ

る

。

こ

れ

で

遼

史

中

が

「

東

耐

県

の

地

な

り

」

と

表

記

し

た

所

以

も

肯

け

る

わ

け

で

あ

る

。

（

注

―

「

丸

都

山

」

と

は

、

老

嶺

崗

の

北

方

で

鴨

緑

江

と

松

花

江

の

分

水

嶺

を

な

す

永

陵

幹

脈

を

い

う

。

即

ち

「

龍

崗

嶺

」

で

あ

る

。

土

着

名

は

「

納

魯

窩

集

」

と

い

う

。

「

龍

崗

嶺

」

は

西

な

ろ

か

じ

ゅ

に

「

摩

天

嶺

」

と

連

な

り

、

更

に

「

千

山

」

に

連

な

っ

て

遼

東

半

島

の

脊

梁

と

な

っ

て

い

る

。
）

な

お

、

蛇

足

な

が

ら

、

東

・

不

耐

等

の

県

が

楽

浪

郡

轄

と

な

る

の

は

、

西

漢

の

昭

帝

の

始

元

五

年

即

し

げ

ん



- 99 -

ち

西

暦

前

８

３

年

６

月

以

後

の

こ

と

で

、

そ

れ

以

前

は

臨

屯

郡

轄

で

あ

る

。

さ

て

、

東

耐

二

県

の

所

在

に

つ

い

て

考

察

し

て

き

た

次

第

で

あ

る

が

、

こ

の

二

県

の

中

、

東

県

に

つ

い

て

、

旧

来

、

こ

れ

を

現

北

鮮

江

原

道

北

部

の

永

興

こ

う

げ

ん

ど

う

え

い

こ

う

湾

を

臨

む

元

山

に

当

て

て

語

っ

て

い

る

。

何

に

依

拠

わ

ん

げ

ん

ざ

ん

し

て

東

県

を

元

山

に

位

置

づ

け

た

の

か

、

東

県

と

不

耐

県

に

存

在

す

る

と

い

う

沸

流

水

は

吉

林

省

方

ふ

る

す

い

面

で

、

北

鮮

に

は

存

在

し

な

い

の

で

あ

る

。

昭

和

６

０

年

７

月

１

６

日

の

読

売

新

聞

に

〝

丸

都

山

城

の

遺

址

発

見

〟

と

い

う

見

出

し

で

、

若

干

の

記

事

と

写

真

及

び

そ

の

略

図

が

掲

載

さ

れ

た

。

こ

れ

で

判

断

す

る

限

り

丸

都

山

城

は

渾

江

流

域

で

あ

る

。

こ

の

丸

都

城

に

関

し

て

は

、

遼

史

を

は

じ

め

二

～

三

の

中

国

史

書

中

の

記

述

を

検

討

す

れ

ば

、

そ

の

所

在

の

何

処

な

る

か

は

容

易

く

推

定

で

き

る

筈

な

の

だ

が

、

旧

来

、

ど

う

い

う

わ

け

か

、

こ

の

丸

都

山

城

は
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図

＝

読

売

新

聞

記

事

コ

ピ

ー

04吉

林

省

集

安

県

に

位

置

づ

け

て

語

ら

れ

て

き

た

。

何

に

拠

っ

て

か

く

位

置

づ

け

た

の

か

定

か

で

は

な

い

が
、

今

回

の

発

見

と

初

公

開

の

前

に

は

、

丸

都

城

＝

集

安

県

説

も

又

、

妄

誕

の

一

つ

と

な

っ

た

様

で

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

前

項

に

於

い

て

、

高

句

麗

の

平

壌

城

と

は

何

処

に

存

在

し

た

の

か

と

い

う

問

題

を

提

起

し
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て

お

い

た

が

、

丸

都

山

城

祉

が

判

明

し

た

つ

い

で

に
、

こ

こ

で

、

平

壌

城

の

所

在

に

つ

い

て

些

か

述

べ

て

お

く

。

高

句

麗

の

平

壌

城

旧

来

、

古

朝

鮮

の

都

王

倹

城

即

ち

高

句

麗

時

代

の

お

う

け

ん

じ

ょ

う

平

壌

城

を

、

現

在

の

北

鮮

の

首

府

平

壌

に

置

い

て

語

っ

て

い

る

わ

け

で

あ

る

が

、

こ

れ

は

全

く

の

見

当

違

い

で

あ

り

、

妄

誕

の

尤

な

る

も

の

の

一

つ

と

い

っ

て

も

う

た

ん

ゆ

う

も

過

言

で

は

あ

る

ま

い

。

か

く

い

う

こ

と

は

、

多

言

を

弄

す

ま

で

も

な

く

、

高

句

麗

伝

を

一

読

す

れ

ば

自

ず

と

分

か

る

筈

で

あ

る

が

、

現

在

に

至

っ

て

も

依

然

と

し

て

混

同

視

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

、

史

家

に

対

す

る

一

つ

の

疑

問

と

し

か

い

い

よ

う

が

な

い

。

で

は

、

高

句

麗

時

代

の

平

壌

城

は

何

処

に

存

在

し
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た

の

か

、

以

下

、

二

―

三

の

文

献

記

述

中

か

ら

そ

の

所

在

を

明

ら

か

に

し

、

か

つ

定

説

の

妄

誕

な

る

こ

と

を

も

指

摘

し

よ

う

。

最

初

に

、

現

北

鮮

の

首

府

平

壌

と

高

句

麗

時

代

の

平

壌

城

と

の

違

い

に

つ

い

て

記

録

し

て

い

る

文

献

記

述

か

ら

掲

げ

よ

う

。

『

元

史

巻

五

十

九

志

第

十

一

地

理

二

』

の

遼

陽

等

處

行

中

書

省

を

み

る

と

、

こ

の

省

し

ょ

ぎ

ょ

う

ち

ゅ

う

し

ょ

し

ょ

う

の

統

轄

す

る

七

路

中

に

「

東

寧

路

」

な

る

も

の

が

あ

し

ち

ろ

と

う

ね

い

ろ

り

、

こ

れ

に

つ

い

て

左

の

如

き

記

載

が

あ

る

。

「

東

寧

路

、

本

高

句

麗

平

壌

城

、

亦

曰

長

安

城
。

漢

滅

朝

鮮

、

置

楽

浪

・

玄

菟

郡

、

此

楽

浪

地

也
。

晋

義

熙

後

、

其

王

高

璉

始

居

平

壌

城

。

唐

征

高

麗

、

抜

平

壌

、

其

国

東

徙

。

在

鴨

緑

水

之

東

南

千

餘

里

、

非

平

壌

之

舊

。
」

東

寧

路

、

も

と

高

句

麗

の

平

壌

城

、

ま

た

、

と

う

ね

い

ろ

こ

う

く

り

へ

い

じ

ょ

う

じ

ょ

う

長

安

城

と

曰

う

。

漢

は

朝

鮮

を

滅

ぼ

し

楽

浪

・

ち

ょ

う

あ

ん

じ

ょ

う

い

か

ん

ち

ょ

う

せ

ん

ほ

ろ

ぼ

ら

く

ろ

う

玄

菟

郡

を

置

く

、

こ

れ

楽

浪

の

地

な

り

。

晋

の

げ

ん

と

ぐ

ん

お

ら

く

ろ

う

ち

し

ん
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義

熙

後

、

そ

の

王

、

高

璉

は

じ

め

て

平

壌

城

に

ぎ

き

ご

お

う

こ

う

れ

ん

へ

い

じ

ょ

う

じ

ょ

う

居

す

。

唐

は

高

麗

を

征

し

平

壌

城

を

抜

き

、

そ

き

ょ

と

う

こ

う

ら

い

せ

い

へ

い

じ

ょ

う

じ

ょ

う

ぬ

の

国

を

東

に

徙

す

。

鴨

緑

水

の

東

南

千

余

里

に

く

に

ひ

が

し

う

つ

お

う

り

ょ

く

す

い

と

う

な

ん

せ

ん

よ

り

在

る

は

、

平

壌

の

旧

に

非

ざ

る

な

り

。

あ

へ

い

じ

ょ

う

き

ゅ

う

あ

ら

（

注

―

高

句

麗

は

西

暦

４

２

７

年

、

都

を

平

壌

に

定

め

る

。
）

こ

の

一

文

の

末

尾

「

鴨

緑

水

の

東

南

千

余

里

に

在

る

は

、

平

壌

の

旧

に

非

ざ

る

な

り

」

は

極

め

て

重

要

な

個

所

と

い

え

よ

う

。

こ

の

記

述

に

拠

っ

て

、

高

句

麗

時

代

の

平

壌

城

と

は

、

元

帝

時

代

の

東

寧

路

で

あ

っ

た

こ

と

が

分

か

る

。

（

注

―

東

寧

路

の

ち

に

東

寧

府

）

で

は

、

か

く

い

う

「

東

寧

路

＝

平

壌

城

」

と

は

何

処

に

存

在

し

た

の

で

あ

ろ

う

か

、

よ

り

具

体

的

に

調

べ

て

み

よ

う

。

『

周

書

巻

四

十

九

列

伝

第

四

十

一

異

域

上

』

に

次

の

如

き

記

載

が

あ

る

。

「

其

地

、

東

至

新

羅

、

西

渡

遼

水

二

千

里

、

南
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接

百

済

、

北

隣

靺

鞨

千

余

里

。

治

平

壌

城

。

其

城

、

東

西

六

里

、

南

臨

水

。

…

」

其

地

、

東

は

新

羅

に

至

り

、

西

、

遼

水

を

渡

そ

の

ち

ひ

が

し

し

ら

ぎ

い

た

に

し

り

ょ

う

す

い

わ

た

る

こ

と

二

千

里

、

南

は

百

済

に

接

し

、

北

は

靺

に

せ

ん

り

み

な

み

く

だ

ら

せ

っ

き

た

ま

っ

鞨

に

隣

す

る

こ

と

千

余

里

。

平

壌

城

に

治

す

。

か

つ

に

と

な

り

せ

ん

よ

り

へ

い

じ

ょ

う

じ

ょ

う

じ

其

城

は

東

西

六

里

、

南

は

水

に

臨

む

。

そ

の

し

ろ

と

う

ざ

い

ろ

く

り

み

な

み

は

い

す

い

の

ぞ

次

に

、

『

隋

書

巻

八

十

一

高

句

麗

伝

』

を

み

る

と

左

の

如

き

記

載

が

あ

る

。

「

其

国

東

西

二

千

里

、

南

北

千

里

、

都

於

平

壌

城

、

亦

曰

長

安

城

、

東

西

六

里

、

随

山

屈

曲

、

南

臨

水

。
」

其

国

、

東

西

二

千

里

、

南

北

千

里

、

平

壌

城

そ

の

く

に

と

う

ざ

い

に

せ

ん

り

な

ん

ぼ

く

せ

ん

り

へ

い

じ

ょ

う

じ

ょ

う

に

治

す

。

亦

、

長

安

城

と

曰

う

。

東

西

六

里

、

じ

ま

た

ち

ょ

う

あ

ん

じ

ょ

う

い

と

う

ざ

い

ろ

く

り

山

に

随

っ

て

屈

曲

し

、

南

は

水

に

臨

む

。

や

ま

し

た

が

く

っ

き

ょ

く

み

な

み

は

い

す

い

の

ぞ

ま

た

、

『

資

治

通

鑑

巻

百

八

十

一

隋

紀

』

中

も

次
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の

如

く

記

録

し

て

い

る

。

「

平

壌

城

、

高

麗

國

都

也

。

亦

曰

長

安

城

、

東

西

六

里

、

随

山

屈

曲

、

南

臨

水

、

杜

佑

曰

、

高

麗

王

自

東

晋

以

後

、

居

平

壌

城

、

即

漢

楽

浪

郡

王

倹

城

。
」

平

壌

城

は

高

麗

の

国

都

、

ま

た

、

長

安

城

と

へ

い

じ

ょ

う

じ

ょ

う

こ

う

ら

い

こ

く

と

ち

ょ

う

あ

ん

じ

ょ

う

曰

う

。

東

西

六

里

、

山

に

随

っ

て

屈

曲

し

、

南

い

と

う

ざ

い

ろ

く

り

や

ま

し

た

が

く

っ

き

ょ

く

み

な

み

は

水

に

臨

む

。

杜

佑

曰

く

、

「

高

麗

王

は

東

は

い

す

い

の

ぞ

と

ゆ

う

い

わ

こ

う

ら

い

お

う

と

う

晋

よ

り

以

後

、

平

壌

城

に

居

す

。

即

ち

漢

の

楽

し

ん

い

ご

へ

い

じ

ょ

う

じ

ょ

う

き

ょ

す

な

わ

か

ん

ら

く

浪

郡

な

り

。
」

ろ

う

ぐ

ん

以

上

、

二

―

三

の

文

献

記

述

の

共

通

点

を

掻

い

摘

か

つ

ま

む

と

、

高

句

麗

時

代

の

国

都

平

壌

城

と

は

、

そ

の

南

側

に

水

と

い

う

河

川

を

控

え

、

か

つ

山

岳

の

険

に

拠

っ

て

築

城

さ

れ

て

い

た

様

で

あ

り

、

ま

た

、

平

壌

城

に

は

長

安

城

と

い

う

別

名

が

存

在

し

た

こ

と

が

分

か

る

。
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そ

し

て

又

、

で

あ

る

。

『

周

書

高

麗

伝

』

に

於

い

て

は

次

の

如

く

も

記

載

し

て

い

る

。

「

王

則

別

為

宅

於

其

側

、

不

常

居

之

。

其

外

有

国

内

城

及

漢

城

、

亦

別

都

也

、

復

有

遼

東

・

玄

菟

等

数

十

城

、

…

」

王

は

即

ち

別

に

宅

を

其

側

に

為

し

、

常

に

は

お

う

す

な

わ

べ

つ

す

ま

い

そ

の

か

た

わ

ら

な

つ

ね

こ

れ

に

居

ら

ず

。

そ

の

外

に

国

内

城

お

よ

び

漢

お

ほ

か

こ

く

な

い

じ

ょ

う

か

ん

城

あ

り

、

ま

た

別

都

な

り

。

ま

た

遼

東

・

玄

菟

じ

ょ

う

べ

つ

と

り

ょ

う

と

う

げ

ん

と

等

数

十

城

あ

り

、

…

。

と

う

す

う

じ

ゅ

う

じ

ょ

う

高

句

麗

王

は

平

壌

城

に

は

常

居

せ

ず

、

そ

の

側

に

別

宅

を

造

り

、

そ

こ

に

住

ん

で

い

た

と

い

う

。

そ

し

て

又

、

平

壌

城

の

ほ

か

に

国

内

城

と

漢

城

を

設

け

、

こ

れ

ら

を

別

都

と

し

て

い

た

と

い

う

。

さ

て

、

以

上

の

点

か

ら

勘

案

す

る

と

、

い

わ

ゆ

る

高

句

麗

時

代

の

平

壌

城

と

は

、

今

の

北

鮮

の

平

壌

で

は

な

く

、

水

即

ち

今

の

鴨

緑

江

を

南

に

控

え

た

吉
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林

省

集

安

鎮

に

推

定

さ

れ

て

く

る

。

旧

来

、

こ

の

集

安

地

区

は

国

内

城

址

と

だ

け

み

ら

れ

て

き

た

が

、

中

国

側

の

文

献

記

述

か

ら

す

る

と

、

ど

う

や

ら

、

最

も

大

き

な

存

在

を

見

落

と

し

て

い

た

感

が

す

る

。

勿

論

、

国

内

城

も

含

め

て

集

安

に

存

在

し

て

い

た

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

平

壌

城

の

別

名

で

あ

る

長

安

城

の

「

長

安

」

と

「

集

安

」

、

妙

に

気

に

か

か

る

処

で

も

あ

る

。

（

注

―

「

遼

史

地

理

志

東

京

道

」

の

項

に

拠

る

と

、

遼

の

東

京

遼

陽

府

が

古

の

高

句

麗

の

平

壌

城

で

あ

っ

た

旨

の

記

載

あ

り

。
）

（

注

―

平

壌

城

は

西

に

猪

難

水

、

南

に

水

の

水

険

を

控

え

て

い

る

。
）

高

句

麗

の

平

壌

城

を

か

く

推

定

す

れ

ば

、

『

舊

唐

書

巻

六

十

七

列

伝

第

十

七

李

勣

伝

』

中

の

次

の

記

述

り

せ

き

で

ん

が

肯

け

て

く

る

。

「

總

章

元

年

、

命

勣

為

遼

東

道

行

軍

總

管

、

率
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兵

二

萬

略

地

至

鴨

緑

水

。

賊

遣

其

弟

来

拒

戦

、

勣

縦

兵

撃

敗

之

、

追

奔

二

百

里

、

至

於

平

壌

城
。

…

」總

章

元

年

、

勣

に

命

じ

遼

東

道

行

軍

總

管

と

そ

う

し

ょ

う

が

ん

ね

ん

せ

き

め

い

り

ょ

う

と

う

ど

う

こ

う

ぐ

ん

そ

う

か

ん

な

す

。

兵

二

萬

を

率

い

、

地

を

略

し

て

鴨

緑

水

へ

い

に

ま

ん

ひ

き

ち

り

ゃ

く

お

う

り

ょ

く

す

い

に

至

る

。

賊

、

そ

の

弟

を

遣

わ

し

、

来

た

り

て

い

た

ぞ

く

て

い

つ

か

き

拒

戦

す

。

勣

は

兵

を

縦

に

し

撃

っ

て

之

を

敗

り
、

き

ょ

せ

ん

せ

き

へ

い

た

て

う

こ

れ

や

ぶ

追

っ

て

二

百

里

を

奔

り

平

壌

城

に

至

る

。

お

り

は

し

へ

い

じ

ょ

う

じ

ょ

う

い

た

唐

の

總

章

元

年

即

ち

西

暦

６

６

８

年

、

高

句

麗

滅

亡

の

年

の

征

討

の

一

部

を

伝

え

た

も

の

で

あ

る

が

、

肝

要

な

所

は

、

唐

軍

と

高

句

麗

軍

は

鴨

緑

水

で

戦

い
、

敗

走

す

る

高

句

麗

を

追

っ

て

二

百

里

、

即

ち

現

在

の

約

８

０

粁

地

点

で

平

壌

城

に

攻

め

こ

ん

で

い

る

。

仮

に

で

あ

る

。

唐

軍

と

高

句

麗

軍

が

鴨

緑

水

の

比

較

的

中

下

游

の

大

荒

溝

、

北

鮮

側

と

す

れ

ば

平

安

北

た

い

こ

う

こ

う

道

の

碧

潼

周

辺

で

戦

闘

状

態

に

入

り

、

敗

走

す

る

高

へ

き

ど

う

句

麗

軍

を

追

っ

て

８

０

粁

で

到

達

し

得

る

地

帯

と

い
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え

ば

、

吉

林

省

側

で

あ

れ

ば

集

安

・

桓

仁

地

区

範

囲

か

ん

じ

ん

で

あ

り

、

又

、

北

鮮

側

と

す

れ

ば

清

川

江

上

源

地

帯

せ

い

せ

ん

こ

う

で

し

か

な

い

。

平

安

南

道

の

平

壌

に

は

届

か

な

い

距

離

数

で

あ

る

。

又

、

同

じ

く

『

隋

書

列

伝

第

二

十

九

』

の

記

載

に

拠

る

と

、

次

の

如

く

記

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

の

記

載

か

ら

判

断

し

て

も

、

平

壌

城

は

鴨

緑

水

流

域

に

存

在

し

た

こ

と

が

分

か

る

筈

で

あ

る

。

「

護

兒

率

樓

船

、

指

滄

海

、

入

自

水

、

去

平

壌

六

十

里

、

與

高

麗

遭

遇

。
」

護

兒

、

樓

船

を

率

い

滄

海

を

指

し

、

水

よ

ご

る

ろ

う

せ

ん

ひ

き

そ

う

か

い

さ

は

い

す

い

り

入

る

。

平

壌

城

を

去

る

こ

と

六

十

里

、

高

麗

は

い

へ

い

じ

ょ

う

じ

ょ

う

さ

り

こ

う

ら

い

と

相

い

遇

う

。

あ

あ

こ

の

記

述

も

又

、

高

句

麗

の

平

壌

城

攻

略

の

為

、

水

即

ち

鴨

緑

江

よ

り

入

っ

て

い

る

。

し

か

も

、

滄

海

を

指

し

て

と

い

う

に

於

い

て

は

決

定

的

で

あ

る

。
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こ

の

滄

海

と

は

古

の

滄

海

郡

の

地

で

、

こ

れ

は

西

漢

代

に

塞

外

の

鴨

緑

水

下

游

に

置

か

れ

た

郡

で

あ

る

。

（

注

―

西

漢

の

武

帝

の

元

朔

元

年

、

即

ち

西

暦

前

１

２

８

年

、

穢

君

南

閭

等

、

漢

に

投

降

し

滄

わ

い

く

ん

な

ん

り

ょ

海

郡

を

置

く

が

、

元

朔

三

年

西

暦

前

１

２

５

年

廃

郡

。

唐

代

に

こ

の

郡

は

存

在

し

な

い

の

で

、

こ

れ

は

か

つ

て

滄

海

郡

で

あ

っ

た

と

い

う

意

味

で

あ

る

。
）

そ

し

て

又

、

鴨

緑

水

に

入

り

平

壌

城

に

迫

る

こ

と

六

十

里

手

前

、

現

在

の

２

４

粁

地

点

で

高

句

麗

軍

と

遭

遇

し

て

い

る

。

平

壌

城

が

鴨

緑

江

流

域

に

存

在

し

た

こ

と

の

明

証

で

あ

る

。

又

、

『

後

漢

書

東

沃

沮

伝

』

の

注

釈

に

拠

る

と

、

よ

そ

平

壌

城

の

西

方

に

蓋

馬

山

、

即

ち

高

句

麗

の

蓋

馬

大

山

が

在

る

と

い

う

。

集

安

地

区

に

平

壌

城

が

存

在

し

た

と

す

れ

ば

、

正

し

く

、

こ

の

山

は

そ

の

西

方

に

存

ま

さ

在

し

て

い

る

。

即

ち

太

子

河

以

南

か

ら

西

南

方

向

に
、

海

抜

９

６

９

ｍ

の

摩

天

嶺

山

が

聳

え

て

い

る

。

こ

の

そ

び
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山

は

北

鮮

の

西

側

に

は

存

在

せ

ず

、

あ

る

の

は

黄

海

の

波

の

み

で

あ

る

。

さ

て

、

以

上

の

観

点

か

ら

判

断

し

て

、

古

の

王

倹

城

即

ち

高

句

麗

の

平

壌

城

は

、

現

在

の

吉

林

省

集

安

県

集

安

鎮

に

存

在

し

た

と

推

定

す

る

こ

と

は

、

ほ

ぼ
、

間

違

い

な

い

様

で

あ

る

。

し

か

り

、

と

す

れ

ば

、

唐

の

總

章

元

年

に

置

か

れ

た

安

東

都

護

府

も

こ

こ

で

あ

あ

ん

と

ん

と

ご

ふ

り

、

遼

代

の

鴨

緑

軍

・

後

の

高

麗

の

西

京

府

・

元

の

さ

い

き

ょ

う

ふ

東

寧

路

も

明

の

東

寧

衛

も

全

て

同

じ

所

に

在

っ

た

こ

と

う

ね

い

え

い

と

に

な

ろ

う

。

旧

来

の

定

説

、

妄

誕

と

す

る

所

以

で

あ

る

。（

注

―

箕

子

朝

鮮

の

王

倹

城

は

、

衛

氏

朝

鮮

の

王

倹

城

と

は

異

な

る

。

衛

氏

の

王

倹

城

は

二

つ

の

候

補

地

あ

り

。

そ

の

一

つ

は

漢

の

險

瀆

県

即

ち

今

の

双

台

子

河

の

盤

山

県

、

又

、

も

う

一

つ

は

太

子

河

が

遼

河

に

流

合

す

る

手

前

、

太

子

河

下

游

の

故

遼

陽

県

即

ち

後

の

黄

土

嶺

の

地

で

あ

る

。
）
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呑

列

県

再

び

楽

浪

県

に

つ

い

て

話

を

戻

す

こ

と

に

す

る

。

こ

の

県

に

つ

い

て

、

『

漢

書

地

理

志

』

は

次

の

如

く

記

録

し

て

い

る

。

「

呑

列

、

分

黎

山

、

列

水

所

出

、

西

至

黏

蟬

入

海

、

行

八

百

二

十

里

。
」

呑

列

・

分

黎

山

は

列

水

の

出

づ

る

所

、

西

、

ど

ん

れ

つ

ぶ

ん

り

ざ

ん

れ

っ

す

い

い

と

こ

ろ

に

し

黏

蟬

に

至

り

て

海

に

入

る

。

ゆ

く

に

八

百

二

十

ね

ん

て

い

い

た

う

み

い

里

な

り

。

り

こ

の

部

分

は

、

先

に

列

水

推

定

の

折

に

引

用

し

た

所

で

あ

る

が

、

こ

の

記

述

に

拠

る

と

、

呑

列

県

も

分

黎

山

と

称

さ

れ

る

山

も

、

共

に

列

水

の

上

源

地

帯

に

存

在

し

た

こ

と

が

判

明

す

る

。

い

う

と

こ

ろ

の

列

水
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と

は

、

現

在

の

太

子

河

の

亦

名

だ

つ

た

わ

け

で

あ

る

か

ら

、

列

水

の

出

づ

る

所

と

い

う

の

は

、

又

、

太

子

河

の

出

づ

る

所

に

同

断

と

な

る

。

そ

の

時

、

呑

列

県

と

は

、

太

子

河

上

源

の

老

禿

頂

子

山

周

辺

に

存

在

し

ろ

う

と

く

ち

ょ

う

し

ざ

ん

た

古

県

で

、

又

、

分

黎

山

と

は

、

こ

の

老

禿

頂

子

山

そ

の

も

の

の

古

名

で

は

な

か

っ

た

か

と

推

測

で

き

よ

う

。

具

体

的

に

指

摘

で

き

か

ね

る

が

、

太

子

河

上

源

方

面

に

存

在

し

た

こ

と

は

間

違

い

な

い

で

あ

ろ

う

。

（

注

―

清

史

稿

に

拠

る

と

、

列

水

即

ち

太

子

河

北

源

は

平

頂

山

と

あ

る

。

し

か

る

時

、

平

頂

山

が

「

分

黎

山

」

と

な

る

。
）

長

岑

県

次

は

長

岑

県

で

あ

る

が

、

こ

の

県

に

つ

い

て

、

『

後

漢

書

巻

五

十

二

崔

駰

伝

』

中

に

次

の

様

な

注

釈

が

載

っ

て

い

る

。
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「

長

岑

、

県

、

属

楽

浪

郡

、

其

地

在

遼

東

。
」

長

岑

は

県

、

楽

浪

郡

に

属

す

。

そ

の

地

は

、

ち

ょ

う

し

ん

け

ん

ら

く

ろ

う

ぐ

ん

ぞ

く

ち

遼

東

に

あ

り

。

り

ょ

う

と

う

又

、

遼

史

地

理

志

は

次

の

如

く

に

記

録

し

て

い

る
。

「

崇

州

隆

安

軍

、

刺

史

。

本

漢

長

岑

県

地

。

在

京

東

北

北

百

五

十

里

。
」

崇

州

隆

安

軍

は

刺

史

。

も

と

漢

の

長

岑

県

の

す

う

し

ゅ

う

り

ゅ

う

あ

ん

ぐ

ん

し

し

か

ん

ち

ょ

う

し

ん

け

ん

地

な

り

。

京

の

東

北

百

五

十

里

に

あ

り

。

ち

き

ょ

う

と

う

ほ

く

り

以

上

の

記

述

に

拠

る

と

、

漢

の

楽

浪

郡

長

岑

県

と

は

、

遼

東

方

面

に

存

在

し

、

し

か

も

、

そ

の

方

角

は

遼

代

の

東

京

遼

陽

府

の

東

北

百

五

十

里

、

こ

の

範

囲

中

に

長

岑

県

は

存

在

し

て

い

た

こ

と

が

分

か

る

。

遼

代

の

東

京

遼

陽

府

と

は

、

現

在

の

遼

寧

省

遼

陽
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市

に

置

か

れ

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、

京

の

東

北

百

五

十

里

と

い

う

こ

と

は

、

遼

陽

市

の

東

北

百

五

十

里

に

同

じ

と

な

る

。

そ

し

て

、

こ

の

頃

の

一

支

里

は

、

我

が

国

の

十

分

の

一

、

即

ち

０

・

４

粁

が

一

里

で

あ

る
。

故

に

、

遼

陽

市

の

東

北

六

十

粁

地

帯

に

長

岑

県

は

存

在

し

、

こ

の

粁

数

の

範

囲

中

の

地

と

称

し

た

も

の

で

あ

ろ

う

。

か

つ

て

、

隋

の

大

業

年

中

の

高

句

麗

征

伐

の

折

、

だ

い

ぎ

ょ

う

ね

ん

左

軍

と

し

て

長

岑

道

行

軍

を

設

け

て

い

る

が

、

こ

の

長

岑

道

と

は

、

現

在

の

瀋

陽

市

か

ら

東

南

方

向

の

本ほ

ん

溪

市

に

向

か

う

古

道

が

あ

る

が

、

多

分

、

こ

れ

を

い

け

い

し

っ

て

い

る

も

の

と

推

測

す

る

。

そ

の

道

路

が

長

岑

道

と

称

さ

れ

た

と

す

れ

ば

、

正

し

く

、

遼

陽

の

東

北

百

五

十

里

即

ち

６

０

粁

圏

内

に

入

っ

て

く

る

。

現

地

名

と

の

推

定

は

困

難

で

あ

る

が

、

こ

の

道

路

沿

い

に

存

在

し

た

で

あ

ろ

う

こ

と

は

間

違

い

な

い

様

で

あ

る

。
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海

冥

県

こ

の

海

冥

県

に

つ

い

て

も

、

『

遼

史

地

理

志

』

中

に

拠

っ

て

、

県

所

在

の

方

向

の

大

凡

の

見

当

は

つ

く

様

で

あ

る

。

即

ち

遼

史

は

次

の

如

く

記

載

し

て

い

る
。

「

興

州

中

興

軍

、

節

度

。

本

漢

海

冥

県

地

、

渤

海

置

州

、

故

県

三

、

盛

吉

・

蒜

山

・

鉄

山

、

皆

廃

。

戸

二

百

。

在

京

西

南

三

百

里

。
」

興

州

中

興

軍

は

節

度

。

も

と

漢

の

海

冥

県

の

こ

う

し

ゅ

う

ち

ゅ

う

こ

う

ぐ

ん

せ

つ

と

か

ん

か

い

め

い

け

ん

地

な

り

。

渤

海

は

州

を

置

く

。

故

県

三

・

盛

吉

ち

ぼ

っ

か

い

し

ゅ

う

お

こ

け

ん

さ

ん

せ

い

き

つ

・

蒜

山

・

鉄

山

、

み

な

廃

る

。

戸

二

百

。

京

の

さ

ん

ざ

ん

て

つ

ざ

ん

す

た

こ

き

ょ

う

西

南

三

百

里

に

在

り

。

せ

い

な

ん

り

あ

遼

の

東

京

遼

陽

府

統

轄

下

の

興

州

中

興

軍

は

、

も

と

ん

き

ん

と

漢

の

海

冥

県

の

地

で

あ

り

、

か

つ

て

、

渤

海

時

代

に

州

が

置

か

れ

古

い

県

が

三

つ

存

在

し

た

が

、

今

は

廃

れ

て

し

ま

っ

た

。

こ

の

海

冥

県

の

地

と

は

、

東

京
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遼

陽

府

の

西

南

三

百

里

で

あ

る

と

い

う

。

県

そ

の

も

の

ゝ

推

測

に

は

い

た

ら

な

い

が

、

所

在

方

面

を

弁

え

わ

き

ま

る

一

応

の

目

安

と

は

な

ろ

う

。

さ

て

、

現

在

の

遼

陽

市

の

西

南

三

百

里

と

い

う

こ

と

は

、

換

算

し

て

１

２

０

粁

程

で

あ

る

。

こ

の

里

数

を

以

て

遼

陽

の

西

南

方

向

を

辿

っ

て

み

る

と

、

大

凡

の

所

、

双

台

子

河

と

遼

河

下

流

と

の

中

間

地

帯

に

当

そ

う

た

い

し

が

わ

て

嵌

ま

る

。

こ

の

範

囲

中

の

遼

東

湾

に

面

し

た

所

に
、

い

わ

ゆ

る

海

冥

県

が

存

在

し

た

と

判

断

し

て

差

し

支

え

あ

る

ま

い

。

黏

蟬

県

（

注

―

黏

は

粘

の

古

字

）

次

は

黏

蟬

県

で

あ

る

が

、

こ

の

県

の

所

在

方

面

も

先

の

呑

列

県

に

同

じ

『

漢

書

』

中

の

一

節

で

説

明

で

き

る

様

で

あ

る

。
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「

呑

列

、

分

黎

山

、

列

水

所

出

、

西

経

黏

蟬

入

海

、

…

」

呑

列

、

分

黎

山

は

列

水

の

出

づ

る

所

、

西

、

ど

ん

れ

つ

ぶ

ん

り

ざ

ん

れ

っ

す

い

い

と

こ

ろ

に

し

黏

蟬

に

至

り

て

海

に

入

る

。

ね

ん

て

い

い

た

う

み

こ

の

一

節

、

諄

々

と

解

釈

す

る

必

要

は

な

い

。

即

く

ど

く

ど

ち

列

水

＝

太

子

河

が

西

に

流

れ

、

や

が

て

い

う

所

の

黏

蟬

県

を

経

て

海

に

注

ぐ

と

い

う

の

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

県

は

太

子

河

西

辺

の

一

隅

、

或

い

は

河

口

近

く

に

存

在

し

た

と

推

測

で

き

る

。

黏

蟬

県

に

つ

い

て

の

定

説

と

こ

ろ

で

、

こ

の

県

に

関

し

て

、

旧

来

の

定

説

で

は

ど

う

な

っ

て

い

る

か

、

平

凡

社

刊

の

『

大

百

科

事
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典

』

（

〝

ネ

音

の

黏

蟬

県

〟

の

項

参

照

）

中

よ

り

、

そ

の

一

部

を

左

に

付

し

て

み

よ

う

。

「

そ

の

郡

治

は

、

現

北

鮮

平

安

南

道

龍

崗

郡

海

り

ゅ

う

こ

う

ぐ

ん

か

い

雲

面

城

峴

里

の

龍

崗

於

乙

洞

土

城

で

あ

り

、

そ

う

ん

め

ん

じ

ょ

う

け

ん

り

お

お

つ

ど

う

ど

の

所

か

ら

は

、

建

築

遺

構

、

敷

石

道

路

、

石

積

し

き

せ

き

せ

き

せ

き

排

水

溝

、

塼

積

井

戸

な

ど

の

一

部

が

明

ら

か

に

せ

ん

せ

き

さ

れ

、

又

、

楽

浪

礼

官

、

楽

浪

冨

貴

、

大

晋

元

れ

い

か

ん

ふ

う

き

だ

い

し

ん

げ

ん

康

銘

の

瓦

当

、

及

び

楽

浪

二

十

五

県

中

二

十

三

こ

う

め

い

が

と

う

県

の

名

が

記

さ

れ

た

封

泥

等

が

発

見

さ

れ

、

そ

ふ

う

で

い

の

郡

治

な

る

こ

と

が

裏

付

け

ら

れ

る

。

だ

が

、

そ

の

全

域

に

亘

る

状

態

は

確

か

め

ら

れ

て

い

な

い

。
」

（

注

―

発

見

さ

れ

た

「

封

泥

」

は

開

か

れ

て

な

か

っ

た

と

い

う

、

楽

浪

所

在

に

関

す

る

疑

問

の

一

つ

で

あ

る

。
）

黏

蟬

県

に

つ

い

て

か

く

の

如

く

語

っ

て

い

る

。

記

述

し

た

こ

と

で

あ

る

が

、

黏

蟬

県

は

列

水

流

域

の

西

辺

、

即

ち

現

在

の

太

子

河

流

域

下

游

地

帯

、

も

し

く



- 120 -

は

そ

の

河

口

（

現

遼

河

の

河

口

で

も

あ

る

）

周

辺

に

存

在

し

た

県

で

あ

る

。

そ

し

て

又

、

い

う

所

の

列

水

＝

太

子

河

と

は

、

遼

東

を

流

れ

て

い

る

河

川

で

あ

り
、

現

北

鮮

方

面

に

は

存

在

し

な

い

の

で

あ

る

。

さ

ら

に

又

、

定

説

で

は

楽

浪

の

治

所

を

黏

蟬

県

と

し

て

い

る

が

、

こ

れ

も

少

々

訝

し

い

話

で

あ

る

。

そ

い

ぶ

か

も

そ

も

楽

浪

郡

は

漢

帝

国

百

三

郡

国

中

、

四

十

九

番

目

に

大

き

い

郡

で

あ

り

、

そ

の

為

、

郡

域

を

東

部

と

南

部

に

分

治

し

、

東

部

は

不

耐

県

に

南

部

は

昭

明

県

に

治

所

が

置

か

れ

て

い

る

。

昭

明

県

の

所

在

は

不

明
。

（

注

―

不

耐

県

即

ち

不

耐

穢

城

。

後

の

丸

都

山

わ

い

じ

ょ

う

城

。

こ

れ

が

東

部

都

尉

治

。
）

（

注

―

『

三

国

志

東

沃

沮

伝

』

に

「

漢

は

土

地

の

広

遠

な

る

を

以

て

、

単

々

大

領

の

東

に

在

る

を

分

か

ち

て

東

部

都

尉

を

置

く

、

不

耐

城

に

治

す

」

と

あ

り

。
）

だ

が

、

東

漢

の

光

武

帝

の

建

武

六

年

即

ち

西

暦

３

け

ん

ぶ

０

年

以

後

、

こ

れ

ら

の

治

所

は

、

中

央

政

庁

の

手

か
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ら

離

れ

、

現

地

の

自

治

に

委

ね

ら

れ

て

い

る

。

さ

ら

に

、

西

晋

代

に

は

七

県

に

減

少

し

、

治

所

は

朝

鮮

県

の

み

と

な

る

。

朝

鮮

県

の

所

在

も

判

明

せ

ず

。

し

か

し

、

３

世

紀

も

末

年

頃

か

ら

４

世

紀

に

か

け

て

、

高

句

麗

の

南

下

西

進

に

よ

り

楽

浪

地

方

は

統

合

さ

れ

て

消

滅

す

る

。

な

お

、

５

世

紀

代

に

入

り

、

北

魏

第

三

代

太

武

帝

の

延

和

元

年

、

即

ち

西

暦

４

４

４

た

い

ぶ

て

い

え

ん

わ

年

頃

に

至

り

、

も

と

の

楽

浪

郡

朝

鮮

県

の

遺

民

は

肥

い

み

ん

ひ

如

城

・

現

在

の

河

北

省

に

盧

竜

に

移

さ

れ

、

北

平

郡

じ

ょ

じ

ょ

う

る

ー

ろ

ん

ほ

く

へ

い

ぐ

ん

朝

鮮

県

と

し

て

名

を

留

む

。

と

ど

高

句

麗

の

統

合

す

る

所

と

な

っ

て

消

滅

し

た

楽

浪

郡

で

は

あ

る

が

、

北

魏

第

八

代

孝

明

帝

の

正

光

年

中

こ

う

め

い

て

い

せ

い

こ

う

即

ち

西

暦

５

２

０

年

末

に

、

永

洛

・

帯

方

二

県

を

置

え

い

ら

く

い

て

楽

浪

郡

と

し

て

復

郡

し

て

い

る

が

、

そ

の

郡

域

と

す

る

所

は

全

く

異

な

り

、

遼

河

下

游

以

西

の

地

、

即

ち

現

在

の

遼

寧

省

直

轄

地

あ

た

り

に

移

さ

れ

て

い

た

様

で

あ

る

。

そ

し

て

、

治

所

は

連

城

と

い

わ

れ

る

れ

ん

じ

ょ

う

が

、

そ

の

所

在

は

判

然

と

し

な

い

。
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さ

て

、

以

上

、

大

雑

把

に

楽

浪

の

治

所

の

変

遷

を

お

お

ざ

っ

ぱ

述

べ

て

き

た

が

、

中

国

『

十

八

史

地

理

志

』

中

を

披

見

す

る

限

り

、

黏

蟬

に

治

所

が

置

か

れ

た

と

す

る

記

述

は

見

当

た

ら

な

い

の

で

あ

る

。

ま

し

て

や

、

黏

蟬

を

現

在

の

北

鮮

に

推

定

す

べ

き

記

述

は

記

述

は

絶

無

で

あ

る

。

こ

の

黏

蟬

に

限

ら

ず

、

楽

浪

郡

の

存

在

そ

の

も

の

ゝ

所

在

地

を

誤

認

し

て

い

る

為

、

発

掘

発

見

さ

れ

た

遺

品

遺

構

に

つ

い

て

も

、

ど

こ

か

食

い

違

っ

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

。

朝

鮮

大

学

歴

史

学

研

究

室

編

纂

に

よ

る

史

料

『

朝

鮮

史

』

中

に

於

い

て

、

こ

の

楽

浪

郡

に

つ

い

て

何

と

い

っ

て

い

る

か

、

因

み

に

左

に

附

し

て

お

こ

う

。

以

下

、

楽

浪

郡

に

関

す

る

北

鮮

側

の

見

解

。

「

楽

浪

郡

に

関

す

る

文

献

資

料

は

、

非

常

に

断

片

的

で

混

乱

し

た

も

の

し

か

残

さ

れ

て

い

な

い

為

、

６

世

紀

頃

か

ら

、

中

国

の

大

国

主

義

的

な
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一

部

の

歴

史

家

の

間

で

、

漢

の

楽

浪

郡

が

ピ

ョ

ン

ヤ

ン

に

在

っ

た

と

い

う

主

張

が

出

さ

れ

、

こ

の

〝

ピ

ョ

ン

ヤ

ン

＝

楽

浪

郡

説

〟

は

、

日

本

の

御

用

学

者

達

に

よ

っ

て

最

終

的

に

補

強

さ

れ

、

今

日

に

至

っ

て

い

る

。

日

本

帝

国

主

義

者

は

楽

浪

遺

跡

を

破

壊

略

奪

し

た

ば

か

り

で

な

く

、

史

料

の

偽

造

と

歪

曲

に

よ

っ

て

、

ピ

ョ

ン

ヤ

ン

＝

楽

浪

郡

説

を

定

説

と

化

し

た

の

で

あ

る

。

…

」

衛

氏

朝

鮮

が

現

在

の

北

鮮

平

安

道

方

面

で

は

な

か

っ

た

以

上

、

漢

の

植

民

地

で

あ

る

楽

浪

郡

も

置

か

れ

て

な

か

っ

た

の

で

あ

る

か

ら

、

『

朝

鮮

史

』

中

の

語

る

所

は

真

実

と

な

ろ

う

。

次

に

、

全

浩

天

氏

の

『

古

代

史

に

み

る

朝

鮮

観

』

チ

ョ

ン

ホ

チ

ョ

ン

と

い

う

著

書

が

あ

り

、

無

断

で

あ

る

が

そ

の

中

の

一

節

を

引

用

さ

せ

て

戴

く

。

な

お

、

こ

の

書

は

市

販

品

で

は

な

く

、

友

人

に

労

を

煩

わ

せ

「

朝

鮮

総

連

」

に

わ

ず

ら

赴

き

購

い

貰

い

し

も

の

で

あ

る

。

お

も

む

あ

が

な

も

ら
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さ

て

、

こ

の

著

書

中

に

於

い

て

、

「

漢

の

楽

浪

郡
」

に

つ

い

て

次

の

如

く

言

及

さ

れ

て

い

る

。

「

楽

浪

郡

滅

亡

の

最

後

の

時

期

の

位

置

が

、

遼

東

地

域

で

あ

る

こ

と

を

考

慮

に

入

れ

る

な

ら

ば
、

古

朝

鮮

末

期

の

領

域

の

中

心

に

楽

浪

郡

が

置

か

れ

た

こ

と

は

論

を

ま

た

な

い

。

即

ち

、

こ

ん

に

ち

の

中

国

の

大

凌

河

よ

り

東

の

遼

河

下

流

地

域

だ

い

り

ょ

う

が

に

漢

の

楽

浪

郡

が

設

置

さ

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

ん

に

ち

の

平

壌

地

方

に

漢

の

楽

浪

郡

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

従

っ

て

、

平

壌

地

方

か

ら

出

土

し

た

文

化

財

は

、

漢

の

『

楽

浪

文

化

』

で

は

な

い

。

従

っ

て

、

大

同

江

流

域

の

平

壌

地

方

の

民

だ

い

ど

う

こ

う

族

的

性

格

と

、

そ

の

特

質

に

対

す

る

日

本

の

伝

統

的

な

解

釈

は

、

根

底

か

ら

、

検

討

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る

。
」

又

、

次

の

如

く

も

い

う

。

「

楽

浪

文

化

に

対

す

る

歪

曲

は

、

１

９

１

６

年

朝

鮮

總

督

府

古

跡

調

査

団

が

、

平

城

附

近

の

木も

っ

槨

古

墳

と

塼

槨

古

墳

を

発

掘

調

査

し

た

こ

と

に

か

く

せ

ん

か

く
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よ

っ

て

始

ま

っ

た

。

こ

の

平

城

附

近

の

文

化

は

『

漢

代

文

物

の

心

髄

』

と

し

て

歪

め

ら

れ

、

よ

し

ん

ず

い

り

広

汎

な

歪

曲

を

も

た

ら

し

た

の

は

１

９

２

４

年

の

『

楽

浪

古

墳

』

に

つ

い

て

の

第

二

回

学

術

調

査

と

、

１

９

２

５

年

の

旧

東

京

帝

国

大

学

の

木

槨

古

墳

に

対

す

る

調

査

で

あ

っ

た

。

こ

の

時

期

の

調

査

の

過

程

で

、

平

城

附

近

の

日

本

人

無ぶ

頼

漢

に

よ

る

恐

る

べ

き

盗

掘

と

破

壊

が

世

上

の

ら

い

か

ん

注

意

を

ひ

い

た

。

こ

の

こ

と

は

楽

浪

文

化

の

権

威

者

に

よ

っ

て

も

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

大

正

十

二

―

三

年

に

亘

っ

て

行

わ

れ

た

楽

浪

遺

跡

地

帯

の

盗

掘

は

、

夥

し

い

出

土

品

に

よ

っ

て

世

の

注

お

び

た

だ

意

を

高

め

る

機

縁

を

な

し

、

そ

の

前

後

に

於

け

る

南

朝

鮮

の

慶

州

に

於

け

る

豊

富

な

黄

金

造

り

の

遺

品

の

出

現

と

相

俟

っ

て

、

半

島

へ

の

関

心

あ

い

ま

を

高

め

る

に

至

っ

た

。
」

さ

ら

に

全

氏

は

言

を

つ

い

で

左

の

如

く

述

べ

て

お

チ

ョ

ン

ら

れ

る

。

「

漢

に

よ

っ

て

遼

河

流

域

に

設

置

さ

れ

た

楽

浪
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郡

で

は

な

く

、

朝

鮮

の

大

同

江

流

域

の

朝

鮮

文

化

を

『

漢

の

楽

浪

郡

と

其

文

化

』

と

し

た

の

は

そ

の

誰

か

、

そ

れ

は

朝

鮮

研

究

を

独

占

し

た

か

つ

て

の

日

本

帝

国

主

義

と

、

そ

の

権

力

に

庇

護

さ

れ

ひ

ご

た

日

本

の

学

者

で

あ

り

、

朝

鮮

人

で

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。
」

か

つ

て

、

如

何

に

日

本

の

権

威

と

称

さ

れ

る

学

者

達

が

、

朝

鮮

の

実

学

者

達

の

見

解

を

無

視

罵

倒

し

た

か

に

つ

い

て

触

れ

て

お

ら

れ

る

が

、

全

く

慙

愧

に

堪

ざ

ん

き

え

な

い

次

第

で

あ

る

。

日

本

の

学

者

達

に

よ

っ

て

無

視

さ

れ

た

一

つ

の

例

と

し

て

、

李

朝

下

に

於

け

る

碩

学

・

星

湖

李

瀷

師

の

せ

き

が

く

せ

い

こ

り

よ

く

し

所

論

が

あ

る

と

い

う

。

師

は

当

時

、

内

外

の

封

建

史

ほ

う

け

ん

家

達

が

、

事

大

主

義

的

観

点

や

大

国

主

義

・

中

華

中

じ

だ

い

し

ゅ

ぎ

心

主

義

的

史

観

に

よ

っ

て

、

歴

史

的

事

実

を

歪

曲

し

曲

解

附

会

を

為

し

て

い

る

事

実

を

明

証

し

、

か

つ

ふ

か

い

「

漢

の

真

番

郡

が

鴨

緑

江

北

中

国

領

域

内

に

存

在

し

た

」

こ

と

を

指

摘

、

又

、

「

遼

河

以

東

は

我

が

旧

域
」
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説

を

提

唱

し

た

が

、

今

西

龍

・

津

田

左

右

吉

・

鳥

居

い

ま

に

し

り

ゅ

う

つ

だ

そ

う

き

ち

と

り

い

龍

蔵

・

関

野

貞

也

・

白

鳥

庫

吉

氏

な

ど

の

学

者

達

に

り

ゅ

う

ぞ

う

せ

き

の

さ

だ

や

し

ら

と

り

く

ら

き

ち

よ

っ

て

徹

底

否

定

さ

れ

た

ら

し

い

。

そ

し

て

、

今

日

我

々

が

一

般

的

史

観

と

さ

れ

て

教

育

さ

れ

た

如

く

、

朝

鮮

半

島

は

漢

文

化

の

延

長

上

に

於

い

て

定

着

さ

れ

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る

。

（

注

―

過

去

、

旧

帝

大

系

列

の

学

者

達

に

よ

っ

て

な

さ

れ

た

朝

鮮

史

研

究

は

、

正

に

狂

気

的

犯

罪

行

為

と

い

え

よ

う

。

し

か

も

、

こ

れ

ら

の

行

為

は

誰

か

ら

も

指

摘

さ

れ

る

こ

と

な

く

、

誰

か

ら

も

裁

か

れ

ず

今

日

に

至

っ

て

い

る

の

で

あ

る

。
）

さ

て

、

こ

れ

ら

の

観

点

か

ら

勘

案

し

て

み

る

と

、

た

だ

単

に

、

漢

の

郡

県

の

み

で

は

な

さ

そ

う

で

あ

る
。

か

つ

て

聞

き

及

ん

だ

こ

と

で

あ

る

が

、

朝

鮮

總

督

府

そ

う

と

く

ふ

時

代

に

我

が

国

に

於

け

る

地

理

学

の

権

威

小

藤

文

次

こ

と

う

ぶ

ん

じ

郎

氏

な

る

人

物

が

、

学

者

達

と

半

島

内

を

踏

査

し

、

ろ

う
当

時

、

無

名

な

い

し

は

不

明

で

あ

っ

た

山

岳

・

河

川

・

地

名

な

ど

を

南

満

洲

方

面

に

存

在

し

た

名

称

を

移
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動

さ

せ

て

附

名

し

た

と

い

う

。

吾

人

は

こ

の

話

を

、

昔

、

小

藤

氏

と

同

郷

で

ご

く

親

し

か

っ

た

方

の

ご

子

息

よ

り

聞

か

さ

れ

、

否

定

の

で

き

な

い

事

実

で

あ

っ

た

由

、

愕

然

と

し

た

経

験

が

よ

し

が

く

ぜ

ん

あ

る

。

ち

な

み

に

、

平

凡

社

刊

『

大

百

科

事

典

』

中

で

調

べ

て

み

る

と

、

そ

の

一

例

が

記

載

さ

れ

て

い

た
。

（

注

―

満

洲

方

面

の

古

名

称

な

ど

も

い

じ

ら

れ

た

可

能

性

も

あ

ろ

う

か

…

。
）

即

ち

、

現

在

の

北

朝

鮮

の

慈

江

道

・

両

江

道

に

横

じ

こ

う

ど

う

り

ょ

う

こ

う

ど

う

た

わ

る

「

蓋

馬

高

原

」

で

あ

る

が

、

当

時

、

そ

の

周

げ

ま

こ

う

げ

ん

辺

の

古

老

に

聞

き

糾

し

た

と

こ

ろ

、

名

称

が

な

か

っ

た

だ

た

の

で

鴨

緑

江

北

吉

林

省

方

面

に

「

蓋

馬

」

な

る

名

称

が

存

在

し

た

の

で

、

そ

の

名

称

を

附

し

て

「

蓋

馬

げ

ま

高

台

」

と

し

た

と

い

う

。

こ

う

だ

い
こ

の

「

蓋

馬

」

な

る

名

称

あ

る

故

を

以

て

、

旧

来

一

般

に

、

高

句

麗

の

「

蓋

馬

大

山

」

と

は

、

こ

の

山

系

に

存

在

せ

る

も

の

と

し

て

文

献

記

述

と

の

対

比

照
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合

を

行

っ

て

い

る

が

、

こ

の

名

称

こ

そ

、

小

藤

氏

が

附

名

し

た

代

表

的

な

も

の

で

あ

る

。

従

っ

て

、

高

句

麗

の

蓋

馬

大

山

と

の

対

比

自

体

無

意

味

と

な

る

。

又

、

白

鳥

庫

吉

氏

は

そ

の

著

『

塞

外

民

族

史

研

究
』

の

中

で

、

高

句

麗

の

蓋

馬

大

山

を

平

安

道

と

咸

鏡

道

を

分

か

つ

脊

梁

山

脈

に

比

定

し

て

い

る

が

、

こ

れ

も

せ

き

り

ょ

う

さ

ん

み

ゃ

く

大

き

な

間

違

い

と

言

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

何

故

な

ら
、

中

国

史

書

中

を

検

討

す

れ

ば

分

か

る

こ

と

で

あ

る

が
、

い

わ

ゆ

る

高

句

麗

の

「

蓋

馬

大

山

」

は

国

内

城

・

平

壌

城

の

西

側

に

存

在

す

る

山

脈

な

の

で

あ

る

。

先

に

「

朝

鮮

史

」

や

全

浩

天

氏

の

著

書

中

で

、

か

チ

ョ

ン

ホ

チ

ョ

ン

つ

て

の

日

本

の

御

用

学

者

達

の

半

島

内

に

於

け

る

遺

跡

や

遺

品

の

略

奪

破

壊

と

、

文

献

資

料

の

偽

造

歪

曲

が

行

わ

れ

た

事

実

の

指

摘

が

あ

っ

た

が

、

こ

の

こ

と

は

韓

史

全

体

を

破

壊

し

た

こ

と

と

も

繋

が

る

で

あ

ろ

つ

な

う

。

即

ち

『

三

国

史

記

・

三

国

遺

事

』

な

ど

が

語

る

内

容

す

ら

、

今

の

半

島

内

に

限

っ

て

で

は

、

解

釈

で

き

な

い

と

い

う

弊

害

が

生

じ

て

く

る

筈

で

あ

る

。
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現

在

の

朝

鮮

半

島

内

に

限

定

し

て

対

比

で

き

な

い

史

実

を

、

無

理

な

附

会

曲

解

を

こ

と

と

し

た

為

、

古

ふ

か

い

き

ょ

っ

か

い

朝

鮮

の

所

在

地

を

は

じ

め

、

三

国

の

本

来

あ

る

べ

き

所

を

見

誤

り

、

存

在

も

し

な

か

っ

た

所

に

ま

で

摩

り

ず

下

げ

て

伝

え

て

い

た

こ

と

に

な

る

。

こ

の

歪

み

が

尾

を

引

い

て

い

わ

ゆ

る

「

倭

人

伝

」

な

る

も

の

も

理

解

不

能

な

ら

し

め

て

し

ま

っ

た

こ

と

に

な

る

。

韓

史

の

歪

み

の

一

つ

、

高

句

麗

抬

頭

の

地

と

平

壌

城

の

所

在

に

つ

い

て

少

し

く

触

れ

た

の

で

、

も

う

一

つ

の

歪

み

と

も

い

う

べ

き

新

羅

抬

頭

の

地

に

関

し

て

些

か

述

べ

て

お

き

た

い

。

い

さ

さ

新

羅

抬

頭

の

地

弁

辰

（

弁

韓

）

の

一

属

邦

で

「

斯

廬

・

斯

羅

」

な

し

ろ

し

ら
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ど

の

全

身

名

を

持

つ

新

羅

の

国

の

台

頭

の

地

に

つ

い

て

、

旧

来

、

こ

の

国

は

現

韓

国

慶

尚

道

慶

州

の

地

に

興

り

、

北

の

高

句

麗

と

西

の

百

済

と

共

に

現

半

島

を

三

分

し

て

鼎

立

し

、

後

年

、

高

句

麗

・

百

済

の

滅

亡

を

機

に

半

島

を

統

一

と

て

い

っ

た

と

語

ら

れ

て

い

る
。

（

注

―

新

羅

の

読

み

方

に

つ

い

て

「

し

ら

ぎ

」

で

は

な

く

「

し

ん

ら

」

が

正

し

い

と

す

る

向

も

あ

る

。
）

た

し

か

に

新

羅

の

国

は

現

韓

半

島

の

統

一

を

成

し

遂

げ

て

は

い

る

。

し

か

し

、

そ

れ

は

遙

か

後

世

の

話

で

あ

り

、

か

つ

抬

頭

の

地

は

現

韓

国

慶

尚

道

方

面

で

は

な

い

。

い

う

所

の

「

慶

州

」

と

は

「

漢

の

楽

浪

外が

い

徼

の

地

・

高

句

麗

の

慶

州

・

遼

代

の

開

遠

県

」

の

地

き

ょ

う

か

い

え

ん

け

ん

で

あ

り

、

そ

こ

は

現

中

国

遼

寧

省

丹

東

市

寛

甸

県

で

た

ん

と

ん

し

か

ん

で

ん

け

ん

あ

る

。

こ

の

寛

甸

県

周

辺

一

帯

は

、

か

つ

て

「

柵

城

の

地
」

さ

く

じ

ょ

う

と

も

称

さ

れ

た

所

で

、

蒲

石

河

・

南

古

河

上

源

地

帯

ほ

せ

き

が

わ

な

ん

こ

が

わ

で

、

西

に

遼

東

辺

檣

を

東

に

鴨

緑

江

を

控

え

た

狭

隘

へ

ん

し

ょ

う

き

ょ

う

あ

い
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な

所

で

あ

り

、

こ

の

狭

隘

な

地

域

で

新

羅

は

勃

興

し

ぼ

っ

こ

う

て

き

た

が

、

高

句

麗

・

百

済

の

発

展

に

阻

ま

れ

、

鴨

は

ば

緑

江

以

東

地

区

へ

と

後

退

を

余

儀

な

く

さ

れ

る

。

し

か

し

、

こ

れ

ら

二

国

が

７

世

紀

後

半

に

至

っ

て

滅

亡

し

た

の

を

機

に

、

遼

寧

・

吉

林

方

面

へ

の

転

出

を

計

る

の

で

あ

る

が

、

高

句

麗

に

代

わ

る

新

興

勢

力

唐

帝

国

の

東

北

進

出

に

阻

止

さ

れ

、

鴨

緑

江

以

南

へ

と

南

下

し

て

ゆ

く

の

で

あ

る

。

そ

し

て

い

わ

れ

る

如

く

、

現

韓

国

慶

尚

道

慶

州

方

け

い

し

ゅ

う

面

へ

の

進

出

は

、

新

羅

二

十

三

代

法

興

王

の

十

九

年

ほ

う

こ

う

お

う

即

ち

西

暦

５

５

８

年

、

或

い

は

５

３

２

年

と

も

い

わ

れ

る

。

こ

の

年

中

、

金

官

伽

耶

併

合

を

以

て

最

初

の

き

ん

か

ん

か

や

進

出

で

あ

り

、

次

い

で

、

二

十

四

代

真

興

王

の

二

十

し

ん

こ

う

お

う

三

年

、

西

暦

５

６

２

年

に

大

加

羅

国

併

合

を

達

成

し
、

お

お

か

ら

こ

く

ほ

ぼ

、

慶

尚

道

全

域

を

統

合

し

、

次

い

で

忠

清

北

道

一

帯

か

ら

京

畿

道

の

漢

江

流

域

を

経

略

し

、

北

は

江

け

い

き

ど

う

か

ん

こ

う

原

道

北

部

の

永

興

湾

を

臨

む

元

山

ま

で

掌

握

す

る

。

え

い

こ

う

わ

ん

げ

ん

ざ

ん

し

ょ

う

あ

く

し

か

し

、

こ

れ

は

旧

来

の

説

に

従

っ

て

の

話

で

、
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別

に

『

三

国

史

記

・

高

麗

史

』

な

ど

の

記

述

に

拠

っ

て

新

羅

の

領

域

を

勘

案

す

る

と

、

さ

ら

に

北

方

へ

と

摩

り

上

げ

て

説

か

ね

ば

な

ら

な

く

な

る

。

領

域

問

題

ずは

後

述

す

る

と

し

て

、

先

ず

、

抬

頭

の

地

を

遼

寧

寛

甸

県

と

す

る

所

以

に

つ

い

て

述

べ

よ

う

。

『

隋

書

巻

八

十

一

新

羅

伝

』

及

び

『

梁

書

巻

五

十

四

新

羅

伝

』

に

拠

る

と

、

「

新

羅

の

国

と

は

、

漢

の

楽

浪

郡

の

地

に

存

在

し

た

」

と

い

ゝ

、

又

、

『

舊

唐

書

巻

百

九

十

九

高

麗

伝

』

及

び

『

周

書

巻

四

十

八

高

麗

伝

』

に

拠

る

と

、

「

高

句

麗

の

東

側

に

新

羅

の

国

が

存

在

し

た

」

と

記

録

し

て

い

る

。

こ

れ

ら

の

記

述

を

以

て

、

旧

来

一

般

に

語

ら

れ

て

い

る

如

く

、

新

羅

が

現

韓

国

慶

尚

道

慶

州

の

地

に

抬

頭

し

た

と

す

る

説

に

臨

む

と

、

実

に

奇

妙

な

こ

と

に

な

る

筈

で

あ

る

。

何

故

な

ら

ば

、

漢

の

楽

浪

郡

は

現

在

の

韓

国

方

面

に

は

置

か

れ

て

い

な

い

故

に

で

あ

る
。

又

、

楽

浪

郡

に

関

す

る

旧

来

の

説

を

是

と

し

て

臨
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め

ば

、

新

羅

は

北

鮮

の

大

同

江

流

域

周

辺

に

抬

頭

し

た

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

、

こ

れ

も

少

々

怪

し

げ

な

あ

や

話

に

な

っ

て

し

ま

う

。

記

述

し

た

如

く

、

古

朝

鮮

は

満

洲

方

面

で

あ

り

、

そ

の

満

洲

を

経

略

し

て

漢

は

楽

浪

を

始

め

と

す

る

郡

を

進

出

さ

せ

た

の

で

、

北

鮮

の

大

同

江

流

域

に

漢

の

楽

浪

郡

は

存

在

し

な

か

っ

た

故

に

で

あ

る

。

さ

て

、

次

は

高

句

麗

に

関

す

る

旧

来

の

割

拠

情

勢

を

是

と

し

て

、

中

国

史

書

中

の

記

述

と

照

合

し

て

み

ぜ

よ

う

。

４

世

紀

頃

か

ら

５

世

紀

後

半

に

於

け

る

高

句

麗

の

領

域

は

現

在

の

三

十

八

度

線

位

の

位

置

に

配

さ

ぐ

ら

い

れ

て

い

る

。

こ

の

位

置

づ

け

が

正

し

い

と

す

る

な

ら
、

高

句

麗

の

東

側

に

存

在

す

べ

き

空

地

は

な

く

、

あ

る

の

は

波

荒

き

日

本

海

の

み

で

あ

る

。

そ

の

日

本

海

の

な

み

あ

ら

何

処

に

新

羅

を

位

置

づ

け

て

語

れ

る

で

あ

ろ

う

か

、

こ

れ

を

疑

問

と

せ

ず

、

何

を

疑

問

と

す

る

か

、

で

あ

る

。高

句

麗

と

称

す

古

代

軍

事

国

家

は

、

そ

の

世

紀

に
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も

よ

る

が

、

最

盛

期

に

於

け

る

領

域

と

雖

も

鴨

緑

江

い

え

ど

以

北

で

あ

る

。

慈

江

道

・

平

安

道

方

面

へ

の

進

出

は

計

っ

た

が

、

最

終

的

に

は

「

好

太

王

碑

」

の

存

在

す

は

か

こ

う

た

い

お

う

ひ

る

吉

林

省

及

び

遼

寧

省

東

部

方

面

一

帯

で

あ

る

。

新

羅

建

国

が

何

時

の

こ

と

か

定

か

で

は

な

い

が

、

い

つ

新

羅

王

統

譜

に

拠

れ

ば

、

そ

れ

は

西

暦

前

５

７

年

頃

お

う

と

う

ふ

と

な

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

こ

れ

を

明

証

し

得

る

文

献

記

述

を

知

ら

な

い

の

で

、

そ

の

ま

ま

鵜

呑

み

に

は

う

の

で

き

か

ね

る

が

、

少

な

く

と

も

対

比

し

得

る

文

献

記

述

上

認

め

ら

れ

る

事

実

は

、

西

暦

４

世

紀

初

頭

に

弁べ

ん

辰

斯

廬

国

が

属

邦

二

十

四

国

を

統

合

し

抬

頭

し

て

く

し

ん

し

ろ

こ

く

る

。

こ

れ

が

後

の

新

羅

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

時

分

の

王

姓

は

「

募

氏

」

と

な

っ

て

い

る

が

、

い

つ

頃

ぼ

し

か

ら

新

羅

三

姓

が

「

金

・

朴

・

昔

」

と

な

っ

た

の

で

さ

ん

せ

い

き

ん

ぼ

く

せ

き

あ

ろ

う

、

或

い

は

中

途

で

の

王

位

簒

奪

の

可

能

性

も

さ

ん

だ

つ

考

慮

し

得

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

（

注

―

新

羅

王

統

譜

に

拠

る

と

、

西

暦

前

に

は

既

に

朴

・

金

・

昔

三

姓

が

出

揃

っ

て

い

る

が

、

梁

の

武

帝

の

普

通

二

年

即

ち

西

暦

５

２

１

年

１
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１

月

の

朝

貢

時

の

王

姓

は

募

で

名

は

秦

と

記

載

さ

れ

て

い

る

。
）

そ

れ

は

さ

て

お

き

、

こ

の

時

分

、

即

ち

４

世

紀

の

１

３

―

１

４

年

頃

に

高

句

麗

は

既

に

楽

浪

地

方

の

統

合

を

な

し

得

、

渾

江

流

域

一

帯

か

ら

渾

河

、

遼

河

流

域

ま

で

勢

力

を

扶

植

し

て

い

る

。

従

っ

て

、

高

句

麗

の

東

側

に

存

在

し

た

と

い

う

新

羅

を

何

処

に

位

置

づ

け

得

る

か

と

い

う

と

、

吉

林

省

の

渾

江

以

東

地

区

か
、

或

い

は

鴨

緑

江

以

南

の

慈

江

道

北

部

周

辺

と

も

み

ら

れ

る

が

、

こ

れ

も

少

々

怪

し

げ

な

話

に

な

っ

て

し

ま

う

。何

故

な

ら

ば

、

文

献

記

載

に

あ

る

如

く

「

漢

の

楽

浪

の

故

地

・

高

句

麗

の

慶

州

の

地

・

柵

城

の

地

・

遼

代

の

開

遠

県

」

と

い

う

こ

と

に

な

れ

ば

、

所

は

自

ず

お

の

と

限

定

さ

れ

て

く

る

筈

で

あ

る

。

即

ち

、

先

に

推

定

し

た

遼

寧

省

寛

甸

県

以

南

千

山

々

脈

以

東

で

、

鴨

緑

江

下

流

域

に

臨

ん

だ

狭

隘

な

地

区

、

や

ゝ

拡

大

し

て

判

断

し

て

も

、

現

北

鮮

平

安

北

道

の

最

北

部

周

辺

ぐ
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ら

い

ま

で

で

あ

ろ

う

。

か

つ

て

白

鳥

庫

吉

氏

は

そ

の

著

『

塞

外

民

族

史

研

究

』

中

に

於

い

て

、

「

柵

城

の

地

と

は

、

吉

林

省

の

渾

春

河

と

図

満

江

が

合

流

す

る

地

点

」

と

し

て

い

る

こ

ん

し

ゅ

ん

が

わ

ず

ま

ん

こ

う

が

、

然

り

、

と

す

る

な

ら

ば

、

新

羅

の

国

と

は

現

北

鮮

最

北

東

僻

遠

の

地

と

も

い

う

べ

き

咸

鏡

北

道

に

抬

へ

き

え

ん

頭

し

た

こ

と

に

な

ろ

う

。

又

、

中

国

側

の

文

献

記

載

と

も

隔

絶

の

感

な

き

に

し

も

非

ず

、

で

あ

る

。

３

世

紀

末

か

ら

４

世

紀

の

１

３

―

１

４

年

頃

に

か

け

て

、

楽

浪

地

区

を

統

合

し

た

高

句

麗

は

、

渾

江

流

域

か

ら

摩

天

嶺

・

千

山

を

踰

え

て

遼

西

方

面

を

睥

睨

り

ょ

う

さ

い

へ

い

げ

い

し

て

い

た

。

そ

の

東

側

の

空

地

間

隙

と

い

え

ば

鴨

緑

く

う

ち

か

ん

げ

き

江

下

流

地

帯

で

し

か

な

い

筈

で

あ

る

。

『

魏

書

高

句

麗

伝

』

に

「

遼

の

東

南

一

千

余

里

、

東

、

柵

城

に

至

る

…

」

と

あ

り

、

こ

こ

に

い

う

「

遼
」

と

は

「

遼

海

」

の

謂

で

、

こ

の

「

遼

海

」

と

は

『

明

い

い

史

巻

四

十

一

地

理

志

』

開

元

路

の

項

に

拠

る

と

、

東

か

い

げ

ん

ろ
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遼

河

と

西

遼

河

が

合

流

す

る

遼

河

上

源

地

帯

を

指

称

し

た

と

い

う

。

又

、

単

に

「

遼

」

或

い

は

「

遼

を

度わ

た

る

」

と

も

記

さ

れ

て

い

る

が

全

て

こ

の

謂

で

あ

る

。

さ

て

、

こ

の

遼

河

上

源

地

帯

か

ら

東

南

に

一

千

支

里

ほ

ど

隔

て

た

東

は

柵

城

の

地

で

あ

る

と

い

う

。

こ

の

頃

の

支

那

里

は

０

・

３

７

粁

位

と

み

る

と

、

一

千

支

里

は

３

７

０

粁

程

度

に

な

る

。

遼

河

上

源

地

帯

か

ら

こ

の

粁

数

で

東

南

方

向

を

辿

る

と

、

渾

江

下

流

の

た

ど

沙

尖

子

及

び

寛

甸

県

あ

た

り

に

至

る

。

そ

し

て

、

そ

さ

せ

ん

し

の

東

側

と

い

う

と

鴨

緑

江

中

下

游

地

帯

地

区

と

な

っ

て

く

る

。

即

ち

先

に

推

定

し

た

如

く

で

あ

る

。

こ

の

狭

隘

な

地

区

で

新

羅

は

抬

頭

し

、

漸

次

、

半

ぜ

ん

じ

島

方

面

へ

の

南

下

を

余

儀

な

く

さ

れ

る

が

、

そ

の

間

に

半

島

統

合

の

基

盤

を

培

っ

て

い

っ

た

も

の

で

あ

ろ

つ

ち

か

う

。

な

お

、

半

島

統

合

後

の

新

羅

の

領

域

で

あ

る

が
、

既

述

し

た

如

く

、

旧

来

は

元

山

湾

と

大

同

江

周

辺

を

げ

ん

ざ

ん

わ

ん

結

ぶ

ラ

イ

ン

ま

で

と

さ

れ

て

い

る

が

、

『

三

国

史

記

巻

三

十

五

地

理

志

』

及

び

『

高

麗

史

巻

五

十

八

志

第
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十

二

地

理

三

』

の

記

述

を

披

見

す

る

と

、

定

説

と

さ

れ

て

い

る

新

羅

の

領

域

に

疑

問

が

生

じ

る

。

『

三

国

史

記

』

は

新

羅

最

盛

期

に

於

け

る

北

方

の

境

界

に

つ

い

て

次

の

如

く

記

録

し

て

い

る

。

「

賈

耽

古

今

郡

国

志

云

、

今

新

羅

北

界

瞑

州

蓋

穢

之

古

国

。
」

賈

耽

の

古

今

郡

国

志

に

云

く

、

い

ま

、

新

羅

か

た

ん

こ

こ

ん

ぐ

ん

こ

く

し

い

わ

し

ら

ぎ

の

北

界

瞑

州

は

、

蓋

し

穢

の

古

国

な

り

。

ほ

っ

か

い

め

い

し

ゅ

う

け

だ

わ

い

こ

こ

く

新

羅

の

国

の

北

の

境

界

は

瞑

州

と

い

い

、

こ

の

瞑

州

の

地

と

は

、

古

の

穢

国

の

地

で

も

あ

っ

た

と

伝

え

わ

い

こ

く

て

い

る

。

そ

こ

で

、

こ

の

「

瞑

州

」

に

つ

い

て

『

高

麗

史

』

の

地

理

志

中

を

調

べ

て

み

る

と

次

の

如

く

記

さ

れ

て

い

る

。

「

瞑

州

本

穢

國

漢

武

帝

遣

將

討

右

渠

定

四

郡

時

為

臨

屯

高

句

麗

稱

河

西

良

一

云

何

瑟

羅

州

」
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瞑

州

は

、

も

と

穢

の

国

。

漢

の

武

帝

、

将

を

め

い

し

ゅ

う

わ

い

く

に

か

ん

ぶ

て

い

し

ょ

う

遣

わ

し

右

渠

を

討

ち

、

四

郡

を

定

む

と

き

臨

屯

つ

か

ゆ

う

き

ょ

う

よ

ん

ぐ

ん

さ

だ

り

ん

と

ん

と

な

す

。

高

句

麗

は

河

西

良

と

称

し

、

一

に

何

こ

う

く

り

か

さ

ら

し

ょ

う

い

つ

か

瑟

羅

州

と

云

う

。

し

ら

し

ゅ

う

い

こ

の

記

述

に

拠

っ

て

、

新

羅

北

界

の

「

瞑

州

」

と

い

う

所

が

判

明

し

て

く

る

。

即

ち

か

つ

て

臨

屯

郡

が

置

か

れ

た

地

が

そ

れ

で

あ

っ

た

こ

と

に

な

る

。

こ

の

臨

屯

郡

に

つ

い

て

は

記

述

し

た

こ

と

で

あ

る

が

、

「

東

県

」

即

ち

現

在

の

吉

林

省

通

化

市

を

郡

治

と

と

う

い

け

ん

す

る

渾

江

上

源

か

ら

龍

崗

嶺

南

麓

一

帯

周

辺

で

あ

る
。

こ

こ

が

「

瞑

州

」

で

あ

り

、

か

つ

高

句

麗

時

代

に

は

「

河

西

良

・

何

瑟

羅

州

」

と

い

わ

れ

た

所

で

あ

っ

た

わ

け

で

あ

る

。

従

っ

て

、

新

羅

最

盛

期

の

８

世

紀

末

葉

頃

か

ら

９

ま

つ

よ

う

世

紀

初

頭

に

於

け

る

北

方

界

域

は

、

吉

林

省

通

化

を

含

む

渾

江

上

源

一

帯

に

及

ん

で

い

た

こ

と

に

な

る

。

と

こ

ろ

が

、

京

畿

大

学

教

授

金

哲

俊

氏

の

『

韓

国

古

ソ

ウ

ル

キ

ム

チ

ョ

ル

ジ

ュ

ン
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代

国

家

発

達

史

』

中

に

於

い

て

、

こ

の

「

瞑

州

」

を

現

韓

国

慶

尚

北

道

の

青

松

に

位

置

づ

け

て

い

る

。

こ

せ

い

し

ょ

う

の

こ

と

は

、

金

氏

も

又

、

漢

の

臨

屯

郡

が

現

韓

半

島

キ

ム

の

江

原

道

か

ら

慶

尚

北

道

辺

に

置

か

れ

て

い

た

と

の

前

提

で

新

羅

の

歴

史

を

語

っ

て

い

る

こ

と

に

な

る

。

大

い

な

る

錯

覚

と

い

わ

ざ

る

を

得

な

い

。

さ

て

、

少

し

く

余

事

に

走

り

す

ぎ

た

が

、

い

わ

ゆ

る

漢

の

四

郡

中

の

楽

浪

郡

と

称

さ

れ

る

も

の

が

、

概

お

お

む

ね

の

所

ど

の

辺

に

か

け

て

置

か

れ

て

い

た

か

の

推

測

は

つ

い

て

き

た

と

思

う

。

そ

こ

で

、

次

に

話

を

再

び

戻

し

、

楽

浪

郡

轄

県

の

所

在

方

面

に

つ

い

て

検

討

す

る

。

遂

城

県

こ

の

県

に

関

し

て

『

晋

書

地

理

志

』

中

を

披

見

し
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て

み

る

と

、

左

の

如

き

記

述

が

載

っ

て

い

る

。

「

遂

城

、

秦

築

長

城

之

所

起

。
」

遂

城

、

秦

が

長

城

の

起

る

所

を

築

く

な

り

。

す

い

じ

ょ

う

し

ん

ち

ょ

う

じ

ょ

う

お

こ

と

こ

ろ

き

ず

次

に

、

『

資

治

通

鑑

巻

百

八

十

一

隋

紀

』

の

記

載

を

披

見

す

る

と

次

の

様

に

記

さ

れ

て

い

る

。

「

碣

石

在

高

麗

中

、

佑

曰

碣

石

山

在

楽

浪

郡

遂

城

県

、

秦

長

城

起

此

山

、

今

驗

長

城

東

截

遼

水

而

入

高

麗

、

遺

址

猶

存

。
」

碣

石

は

高

麗

の

中

に

在

り

。

佑

曰

く

「

碣

石

け

つ

せ

き

こ

う

ら

い

う

ち

あ

ゆ

う

い

わ

け

つ

せ

き

山

は

楽

浪

郡

遂

城

県

に

在

り

。

秦

は

長

城

を

此

ざ

ん

あ

し

ん

ち

ょ

う

じ

ょ

う

こ

の

山

に

起

す

。

い

ま

、

長

城

を

験

ぶ

に

、

東

は

や

ま

お

こ

ち

ょ

う

じ

ょ

う

し

ら

ひ

が

し

遼

水

を

截

ち

て

高

麗

に

入

る

。

遺

址

、

な

お

存

り

ょ

う

す

い

た

こ

う

ら

い

は

い

い

し

そ

ん

す

。
」

以

上

の

記

述

だ

け

で

具

体

的

に

現

在

の

ど

の

県

に
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推

定

し

得

る

か

は

困

難

で

あ

る

が

、

前

掲

、

「

秦

の

長

柵

址

と

遼

東

辺

檣

略

示

図

」

を

参

照

さ

れ

た

い

。

図

中

、

破

線

で

示

し

て

あ

る

の

が

「

秦

の

長

柵

」

と

看

做

せ

る

も

の

で

あ

る

が

、

「

起

こ

る

所

を

此

の

山

に

築

く

」

と

い

わ

れ

る

「

起

点

」

が

定

か

で

は

な

い
。

き

て

ん

し

か

し

、

「

遼

東

辺

檣

」

と

合

わ

せ

て

判

断

し

て

み

る

と

、

そ

の

最

東

部

の

遼

寧

新

濱

県

の

東

側

で

交

差

し

ん

ぴ

ん

け

ん

す

る

個

所

が

出

て

く

る

。

こ

の

交

差

地

点

を

「

一

門

嶺

」

と

称

す

が

、

「

遼

い

ち

も

ん

れ

い

東

辺

檣

」

は

こ

ゝ

で

西

に

方

向

を

変

え

、

遼

寧

東

部

を

包

む

様

な

形

で

巡

ら

さ

れ

て

い

る

。

そ

こ

で

、

め

ぐ

『

晋

書

巻

百

載

記

第

一

』

の

記

述

を

み

る

と

「

秦

は

臨

洮

の

険

を

塹

り

、

天

山

に

登

り

地

脈

を

絶

ち

、

玄

り

ん

と

う

け

ん

ほ

て

ん

ざ

ん

ち

み

ゃ

く

菟

を

包

む

な

り

…

」

と

あ

る

。

こ

の

記

述

か

ら

勘

案

し

て

み

る

と

、

秦

代

の

長

柵

と

い

わ

れ

る

も

の

は

、

一

直

線

に

伸

び

き

っ

た

も

の

で

は

な

く

、

玄

菟

郡

を

抱

合

す

る

様

な

形

で

構

築

さ

ほ

う

ご

う

れ

て

い

た

様

で

あ

る

。

然

り

、

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は
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「

遼

東

辺

檣

」

と

軌

を

一

に

す

る

も

の

で

あ

っ

た

と

看

做

せ

な

い

だ

ろ

う

か

。

玄

菟

郡

に

つ

い

て

は

前

述

し

た

如

く

、

設

置

時

に

於

け

る

郡

治

は

遼

寧

新

濱

の

西

で

あ

り

、

そ

れ

よ

り

２

世

紀

半

後

の

東

漢

の

永

和

元

年

即

ち

西

暦

１

３

６

え

い

わ

年

に

は

瀋

陽

東

郊

に

移

動

、

従

っ

て

、

玄

菟

郡

と

い

わ

れ

る

範

囲

は

、

渾

河

上

源

一

帯

と

判

断

し

て

差

し

支

え

な

い

わ

け

で

あ

る

。

こ

の

玄

菟

を

包

む

様

に

し

て

構

築

さ

れ

て

い

た

と

い

う

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

れ

は

「

遼

東

辺

檣

」

と

大

体

に

於

い

て

同

じ

と

み

て

間

違

い

は

あ

る

ま

い

。

或

い

は

で

あ

る

。

秦

の

長

柵

址

の

上

に

、

後

世

、

明

が

辺

檣

を

設

け

た

と

の

で

は

な

か

っ

た

か

、

い

ず

れ

に

せ

よ

、

ほ

ゞ

、

同

じ

も

の

で

あ

っ

た

と

判

断

す

れ

ば
、

「

遼

東

辺

檣

」

が

龍

崗

嶺

を

南

北

に

分

断

し

て

い

る

あ

た

り

を

「

碣

石

山

」

と

称

し

、

か

つ

「

遂

城

県

」

け

つ

せ

き

ざ

ん

も

そ

の

辺

に

存

在

し

た

と

推

測

さ

れ

よ

う

。

或

い

は
、

「

一

門

嶺

」

の

古

名

が

「

碣

石

」

だ

っ

た

の

で

は

な
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か

ろ

う

か

。

含

資

県

と

帯

方

県

さ

て

、

次

は

こ

の

二

県

の

地

に

つ

い

て

で

あ

る

が
、

こ

の

県

の

所

在

方

面

も

、

『

漢

書

地

理

志

』

中

の

次

の

一

文

よ

り

推

測

せ

ざ

る

を

得

な

い

。

「

含

資

、

帯

水

西

至

帯

方

入

海

。
」

含

資

、

帯

水

は

西

、

帯

方

に

至

り

て

海

に

入

が

ん

し

た

い

す

い

に

し

た

い

ほ

う

い

た

う

み

は

い

る

。

こ

の

短

い

記

述

か

ら

窺

い

知

れ

る

こ

と

は

、

こ

の

う

か

が

二

県

の

地

に

は

、

「

帯

水

」

と

称

す

河

川

が

存

在

し

て

お

り

、

し

か

も

、

そ

の

河

川

は

「

含

資

県

」

方

面

か

ら

西

に

流

れ

「

帯

方

県

」

を

経

て

海

に

入

っ

て

い
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る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

従

っ

て

、

い

う

所

の

「

帯

水

」

を

推

測

し

て

ゆ

け

ば

、

概

ね

の

所

、

ど

の

辺

に

お

お

む

こ

の

県

が

存

在

し

た

か

の

見

当

は

付

く

筈

で

あ

る

。

前

項

に

於

い

て

、

い

わ

ゆ

る

「

古

朝

鮮

」

と

は

、

遼

河

以

東

鴨

緑

江

以

北

で

吉

林

省

の

龍

崗

嶺

以

南

地

区

と

推

測

し

た

わ

け

で

あ

る

か

ら

、

「

帯

水

」

詮

索

も

こ

の

領

域

内

に

於

い

て

す

る

こ

と

に

な

ろ

う

。

そ

の

時

、

西

に

河

口

を

持

つ

河

川

の

圧

倒

的

多

数

を

占

め

る

地

域

は

遼

河

下

流

以

南

の

遼

東

半

島

の

遼

南

地

り

ょ

う

な

ん

区

、

即

ち

遼

東

湾

を

臨

む

方

面

で

あ

る

。

し

か

し

、

遼

南

地

区

と

推

測

は

し

た

が

、

現

在

の

蓋

県

以

南

の

地

ま

で

下

が

る

と

は

思

え

な

い

。

何

故

な

ら

ば

、

朝

鮮

の

南

に

は

「

韓

」

が

存

在

し

た

か

ら

で

あ

る

。

こ

れ

に

つ

い

て

は

後

述

す

る

。

従

っ

て

、

詮

索

範

囲

も

自

ず

と

限

ら

れ

遼

河

下

流

域

も

し

く

は

河

口

近

辺

、

或

い

は

、

で

あ

る

。

千

山

々

脈

に

水

源

を

持

ち

東

大

河

と

合

流

し

て

蓋

県

の

南

を

経

て

真

西

と

う

た

い

が

わ

に

海

に

入

っ

て

い

る

「

清

河

」

の

可

能

性

も

あ

る

。

せ

い

が
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按

ず

る

に

、

楽

浪

南

部

所

轄

の

「

列

口

県

」

を

始

め

、

「

長

岑

・

黏

蟬

・

海

冥

」

等

の

地

が

、

全

て

太

子

河

中

流

域

以

南

で

遼

河

々

口

周

辺

に

推

定

さ

れ

た

こ

と

か

ら

、

こ

の

「

帯

水

」

を

伴

な

う

「

含

資

・

帯

と

も

方

」

二

県

の

地

も

、

或

い

は

こ

の

方

面

、

即

ち

現

在

の

蓋

県

近

辺

で

は

な

か

ろ

う

か

。

仮

に

、

現

在

の

蓋

県

の

南

を

流

れ

る

「

清

河

」

を

が

い

け

ん

「

帯

水

」

と

看

做

せ

る

な

ら

ば

、

い

わ

ゆ

る

「

帯

方

県

」

と

は

「

蓋

県

」

の

古

名

、

又

、

「

含

資

県

」

と

は

清

河

上

源

の

「

白

洋

溝

」

或

い

は

千

山

々

脈

中

に

は

く

よ

う

こ

う

求

め

ら

れ

る

筈

で

あ

る

。

但

し

、

こ

れ

は

、

あ

く

ま

で

も

推

測

の

域

を

出

る

も

の

で

は

な

い

。

し

か

し

、

い

え

る

こ

と

は

、

前

項

で

述

べ

て

き

た

如

く

、

い

わ

ゆ

る

朝

鮮

と

称

し

た

古

代

国

家

が

遼

寧

東

部

か

ら

吉

林

省

方

面

で

あ

っ

た

こ

と

を

踏

ま

え

て

勘

案

す

れ

ば
、

ふ

そ

の

朝

鮮

を

征

し

て

置

か

れ

た

と

い

う

楽

浪

郡

も

そ

の

方

面

で

あ

り

、

又

、

楽

浪

郡

の

統

轄

し

た

二

十

五

県

も

全

て

遼

寧

か

ら

吉

林

省

渾

江

流

域

辺

に

存

在

し
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た

こ

と

は

否

め

な

い

で

あ

ろ

う

。

華

麗

県

次

は

「

華

麗

県

」

で

あ

る

が

、

こ

の

県

に

関

し

て

も

記

録

す

る

所

ほ

と

ん

ど

無

し

と

い

え

る

。

僅

か

に

わ

ず

『

後

漢

書

巻

八

十

五

』

中

に

左

の

如

く

載

っ

て

い

る

の

み

で

あ

る

。

「

元

初

五

年

、

復

與

穢

貊

寇

玄

菟

、

攻

華

麗

城

。
」

元

初

五

年

、

ま

た

、

穢

貊

と

玄

菟

に

寇

し

、

げ

ん

し

ょ

わ

い

は

く

げ

ん

と

こ

う

華

麗

城

を

攻

む

。

か

れ

い

じ

ょ

う

せ

こ

の

記

述

は

高

句

麗

軍

と

穢

貊

の

軍

勢

が

相

謀

っ

あ

い

は

か

て

、

東

漢

の

安

帝

の

元

初

五

年

即

ち

西

暦

１

１

９

年

あ

ん

て

い
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６

月

に

玄

菟

郡

に

侵

入

し

「

華

麗

城

」

を

攻

め

た

と

伝

え

て

い

る

。

こ

の

短

い

一

文

が

拠

り

所

で

し

か

な

い

。東

漢

の

第

六

代

安

帝

の

元

初

年

中

に

於

け

る

「

玄

菟

郡

」

は

、

遼

寧

省

新

濱

県

の

西

に

郡

治

が

置

か

れ

た

渾

河

上

源

及

び

そ

の

支

流

蘇

子

河

（

古

名

は

南

蘇

水

）

流

域

一

帯

地

区

で

あ

る

。

即

ち

「

遼

東

辺

檣

」

内

で

あ

る

。

こ

の

塞

内

に

高

句

麗

と

穢

貊

の

連

合

軍

が

侵

入

し

華

麗

城

を

攻

略

し

た

と

い

う

以

上

、

玄

菟

郡

の

範

囲

と

看

做

せ

る

外

徼

、

即

ち

現

在

の

撫

順

・

瀋

陽

地

区

内

に

存

在

し

た

も

の

と

推

測

で

き

る

。

増

地

県

こ

の

県

は

、

『

漢

書

地

理

志

』

に

拠

る

と

、

「

水

が

流

れ

の

西

側

に

於

い

て

、

増

地

県

を

経

て

海

に
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入

っ

て

い

る

。
」
と

記

し

て

い

る

と

こ

ろ

か

ら

、

先

に

「

水

」

と

比

定

し

た

現

在

の

「

鴨

緑

江

」

の

下

流

域

方

面

に

存

在

し

た

県

と

も

判

断

で

き

る

が

、

『

遼

史

地

理

志

』

に

拠

る

と

東

京

遼

陽

府

内

に

次

の

三

水

さ

ん

す

い

が

あ

る

と

記

さ

れ

て

い

る

。

「

有

蒲

河

・

清

河

・

水

・

亦

曰

泥

河

、

…

」

蒲

河

・

清

河

・

水

あ

り

、

亦

、

泥

河

と

曰

ほ

が

せ

い

が

は

い

す

い

ま

た

で

い

が

い

う

。

こ

の

三

水

中

の

「

蒲

河

」

と

は

、

遼

河

と

渾

河

の

中

間

、

瀋

陽

市

の

北

郊

を

経

て

渾

河

に

流

合

し

て

い

る

河

川

で

あ

り

、

又

、

「

清

河

」

に

は

二

つ

あ

る

。

そ

の

一

つ

は

開

原

県

の

北

郊

を

流

れ

て

遼

河

に

流

合

か

い

げ

ん

け

ん

し

て

い

る

「

大

清

河

」

、

即

ち

先

に

「

帯

水

」

と

看

だ

い

せ

い

が

做

し

た

河

川

で

あ

る

。

次

は

、

「

水

」

で

あ

る

が
、

『

遼

史

』

で

は

こ

の

河

川

を

「

太

子

河

」

に

比

し

て

い

る

。
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こ

れ

ら

の

こ

と

か

ら

、

勘

案

す

る

と

、

先

に

「

注
」

と

し

て

「

水

」

に

三

つ

あ

る

旨

の

こ

と

を

記

し

た

が

、

更

め

て

い

う

な

ら

ば

、

そ

の

一

は

「

鴨

緑

江

」

あ

ら

た

で

あ

り

、

そ

の

二

は

「

渾

江

」

、

そ

し

て

、

そ

の

三

は

「

太

子

河

」

と

な

る

。

「

渾

江

」

の

場

合

は

流

れ

の

地

理

的

条

件

か

ら

「

増

地

県

」

を

経

て

い

る

「

水

」

に

は

該

当

し

な

い

故

、

こ

れ

は

省

い

て

み

る

と
、

残

る

河

川

は

先

の

「

鴨

緑

江

」

と

「

太

子

河

」

と

な

る

。

（

注

―

渾

江

の

別

名

の

一

つ

に

「

佟

佳

江

」

あ

り

、

又

、

古

く

は

「

薩

水

」

と

も

称

さ

れ

た

。
）

さ

て

、

そ

の

何

れ

か

と

な

る

と

、

こ

れ

又

、

帯

水

い

ず

同

様

に

難

し

い

問

題

と

な

る

。

由

っ

て

、

こ

ゝ

で

は

よ

一

応

、

鴨

緑

江

を

以

て

「

水

」

と

定

め

、

「

増

地
」

と

は

こ

の

河

川

流

域

の

下

流

地

帯

に

存

在

し

た

も

の

し

て

お

こ

う

。
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鏤

方

県

次

は

こ

の

県

で

あ

る

が

、

こ

の

「

鏤

方

県

」

に

関

ろ

う

ほ

う

け

ん

し

て

記

載

し

て

い

る

文

献

が

二

種

あ

り

、

そ

の

記

載

も

そ

れ

ぞ

れ

若

干

の

差

が

あ

り

、

そ

の

判

断

に

迷

い

が

あ

る

。

即

ち

『

説

文

解

字

』

中

の

記

述

に

拠

る

と

せ

つ

も

ん

か

い

じ

左

の

如

き

で

あ

る

。

「

水

、

水

出

楽

浪

鏤

方

東

入

海

。
」

水

、

水

は

楽

浪

鏤

方

に

出

、

東

、

海

に

は

は

い

す

い

み

ず

ら

く

ろ

う

ろ

う

ほ

う

い

で

ひ

が

し

う

み

い

る

。

或

い

は

又

、

次

の

様

に

も

解

釈

で

き

る

。

水

、

水

は

楽

浪

鏤

方

の

東

に

出

、

海

に

入

は

い

す

い

み

ず

ら

く

ろ

う

ろ

う

ほ

う

ひ

が

し

い

で

う

み

は

い

る

。

こ

の

二

通

り

の

解

釈

に

よ

り

、

そ

の

所

が

自

ず

と

お

の
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異

な

っ

て

く

る

。

又

、

『

水

経

』

注

の

記

述

に

は

次

す

い

き

ょ

う

の

如

く

あ

る

。

「

水

出

楽

浪

鏤

方

県

東

南

過

臨

県

東

入

于

海

。
」

水

は

楽

浪

鏤

方

県

の

東

南

に

出

、

臨

県

は

い

す

い

ら

く

ろ

う

ろ

う

ほ

う

け

ん

と

う

な

ん

い

で

り

ん
は

い

け

ん

を

過

ぎ

て

、

東

、

海

に

入

る

。

す

ひ

が

し

う

み

は

い

こ

の

記

述

も

句

読

点

の

付

し

方

に

よ

っ

て

は

二

通

り

の

解

釈

が

出

て

く

る

こ

と

に

な

る

。

結

果

的

に

い

う

所

の

「

鏤

方

県

」

の

所

在

推

測

に

迷

い

が

出

る

所

以

と

な

る

。

し

か

し

、

『

遼

史

地

理

志

』

記

載

に

拠

る

と

、

か

な

り

具

体

的

に

な

っ

て

く

る

。

即

ち

、

東

京

遼

陽

府

が

統

轄

す

る

九

県

中

に

「

紫

蒙

県

」

と

称

す

県

が

存

し

も

う

け

ん

在

し

て

お

り

、

こ

の

「

紫

蒙

県

」

と

は

「

も

と

漢

の

鏤

方

県

の

地

な

り

」

と

記

載

さ

れ

て

い

る

。

そ

し

て
、

そ

の

所

在

に

つ

い

て

調

べ

て

み

る

と

、

「

析

木

県

」

せ

き

ぼ

く

け

ん
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の

近

く

に

存

在

し

て

い

る

。

こ

こ

に

い

う

「

析

木

県

」

と

は

、

千

山

々

系

唐

望

と

う

ぼ

う

山

に

水

源

を

発

す

る

海

城

河

（

旧

名

沙

河

）

の

上

流

ざ

ん

か

い

じ

ょ

う

が

わ

さ

が

南

岸

に

存

在

す

る

「

析

木

城

」

で

あ

る

。

こ

の

析

木

せ

き

ぼ

く

じ

ょ

う

の

北

１

２

粁

の

地

点

に

「

楼

房

」

と

称

す

県

が

存

在

ろ

う

ぼ

う

し

て

い

る

。

「

鏤

方

・

鏤

芳

・

鏤

房

」

と

文

字

は

異

ろ

う

ほ

う

ろ

う

ほ

う

ろ

う

ぼ

う

な

る

が

、

共

に

「

ｆ

ａ

ｎ

ｇ

」

で

「

平

声

」

で

あ

る
。

ひ

ょ

う

し

ょ

う

（

「

楼

房

県

」

に

二

つ

あ

り

、

そ

の

一

は

寛

甸

の

東

南

４

粁

、

又

、

そ

の

一

は

析

木

城

の

１

２

粁

北

方

。
）

遼

代

に

「

紫

蒙

県

」

と

改

称

さ

れ

た

所

が

、

も

と

漢

の

「

鏤

方

県

」

の

地

と

し

て

い

る

が

、

こ

の

名

称

あ

る

以

上

、

一

応

は

こ

ゝ

を

中

心

と

す

る

奈

辺

か

に

な

へ

ん

存

在

し

た

と

判

断

し

て

間

違

い

あ

る

ま

い

と

思

う

。

移

動

さ

れ

た

可

能

性

を

も

考

慮

す

る

故

に

で

あ

る

。

さ

て

、

楽

浪

二

十

五

県

中

、

十

三

県

の

所

在

な

い

し

は

所

在

方

面

を

憶

推

測

し

て

き

た

が

、

全

く

手

懸

お

く

す

い

そ

く
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か

り

の

掴

め

な

い

県

が

十

二

県

残

っ

て

し

ま

っ

た

。

し

か

し

、

そ

れ

ら

不

明

の

諸

県

も

、

全

て

旧

朝

鮮

国

内

に

存

在

し

た

筈

で

あ

る

か

ら

、

現

在

の

遼

寧

東

部

か

ら

吉

林

省

南

部

方

面

に

存

在

し

た

で

あ

ろ

う

こ

と

は

否

め

な

い

事

実

で

あ

る

。

『

後

漢

書

巻

一

光

武

帝

こ

う

ぶ

紀

』

の

次

の

注

釈

を

み

る

と

肯

け

る

の

で

あ

る

。

（

注

―

唐

の

李

賢

の

注

に

云

く

。
）

「

楽

浪

、

郡

、

故

朝

鮮

國

也

、

在

遼

東

。
」

楽

浪

は

郡

、

も

と

の

朝

鮮

国

な

り

。

遼

東

に

ら

く

ろ

う

ぐ

ん

ち

ょ

う

せ

ん

こ

く

り

ょ

う

と

う

あ

り

。

楽

浪

郡

と

は

古

の

朝

鮮

国

で

あ

り

、

そ

の

朝

鮮

と

は

遼

東

方

面

に

存

在

し

た

の

で

あ

る

と

い

う

。

又

、

『

続

漢

書

郡

国

志

四

』

に

於

い

て

も

「

楽

浪

は

幽

州

に

あ

り

」

と

記

さ

れ

、

『

晋

書

地

理

志

』

中

で

も

「

平

州

内

に

設

置

す

る

」

旨

の

記

載

が

あ

り

、

か

つ

又

、

『

魏

書

地

形

志

』

に

も

「

営

州

に

存

在

」

し

た

と

明

記

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。
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い

う

と

こ

ろ

の

「

幽

州

・

平

州

・

営

州

」

等

に

つ

い

て

は

記

述

し

た

こ

と

で

あ

る

が

、

「

幽

州

」

と

は

河

北

々

部

か

ら

遼

寧

一

帯

の

称

で

あ

り

、

「

平

州

」

と

は

幽

州

東

部

即

ち

（

凡

城

、

現

在

の

河

北

平

泉

県

）

ぼ

ん

じ

ょ

う

へ

い

せ

ん

け

ん

以

東

を

割

い

た

も

の

、

又

、

「

営

州

」

と

は

大

凌

河

以

東

地

区

を

割

い

た

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

ら

、

時

代

の

推

移

変

遷

で

州

名

・

州

界

は

異こ

と

に

す

る

が

、

全

て

は

遼

寧

省

方

面

を

指

称

し

た

わ

け

で

あ

り

、

そ

の

界

域

内

に

朝

鮮

は

存

在

し

楽

浪

郡

も

存

在

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

故

に

、

所

在

不

明

の

十

二

県

も

含

め

楽

浪

統

属

二

十

五

県

は

、

全

て

こ

の

遼

と

う

ぞ

く

寧

か

ら

吉

林

の

一

部

に

か

け

て

存

在

し

て

た

こ

と

は

間

違

い

な

い

事

実

と

断

言

で

き

る

。

現

在

の

北

朝

鮮

は

幽

州

で

も

平

州

で

も

な

く

、

又

、

営

州

に

非

ず

、

い

わ

ん

や

遼

東

で

は

な

い

の

で

あ

る

。
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六

、

帯

方

郡

に

つ

い

て

東

漢

末

、

遼

東

の

公

孫

氏

に

よ

っ

て

設

置

さ

れ

た

こ

う

そ

ん

し

と

さ

れ

る

帯

方

郡

に

つ

い

て

少

し

く

言

及

す

る

わ

け

た

い

ほ

う

ぐ

ん

で

あ

る

が

、

こ

と

、

改

め

て

諄

々

と

述

べ

る

必

要

は

く

ど

く

ど

な

い

の

で

簡

潔

に

纏

め

た

い

と

思

う

。

ま

と

先

に

、

か

な

り

大

雑

把

で

は

あ

っ

た

が

、

い

わ

ゆ

お

お

ざ

っ

ぱ

る

楽

浪

郡

帯

方

県

と

は

ど

の

辺

に

あ

っ

た

か

を

推

測

し

て

き

た

。

そ

し

て

、

そ

の

地

は

遼

河

々

口

周

辺

な

い

し

は

遼

東

半

島

の

蓋

県

で

は

な

か

っ

た

か

と

思

惟

が

い

け

ん

し

い

し

た

次

第

で

あ

る

。

そ

も

そ

も

が

、

楽

浪

郡

南

部

都

尉

統

轄

下

の

諸

県

を

分

治

し

た

も

の

で

、

こ

の

南

部

ぶ

ん

じ

統

轄

下

の

数

県

が

大

体

に

於

い

て

遼

河

・

太

子

河

下

流

域

に

推

測

さ

れ

た

こ

と

か

ら

、

か

く

判

断

を

下

し

た

わ

け

で

も

あ

る

。
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な

お

、

こ

の

帯

方

郡

に

つ

い

て

、

『

三

国

志

』

と

『

晋

書

』

で

は

そ

の

設

置

者

が

異

な

る

。

何

れ

を

取

る

か

は

そ

れ

程

問

題

で

は

な

い

が

、

ち

な

み

に

、

そ

の

両

書

の

記

載

を

左

に

附

し

て

み

よ

う

、

先

ず

『

三

国

志

巻

三

十

』

中

の

記

述

を

掲

げ

る

。

前

後

は

省

略

す

る

。「

建

安

中

、

公

孫

康

分

屯

有

県

以

南

地

為

帯

方

郡

。
」

建

安

中

、

公

孫

康

屯

有

県

を

分

ち

、

南

荒

の

け

ん

あ

ん

ち

ゅ

う

こ

う

そ

ん

こ

う

と

ん

ゆ

う

け

ん

わ

か

な

ん

こ

う

地

を

以

て

帯

方

郡

と

な

す

。

ち

も

っ

た

い

ほ

う

ぐ

ん

次

に

『

晋

書

地

理

志

』

中

の

記

述

を

掲

げ

て

み

る
。

「

帯

方

郡

、

公

孫

度

置

。

統

県

七

、

戸

四

千

九

百

。

帯

方

・

列

口

・

南

新

・

長

岑

・

堤

奚

・

含

資

・

海

冥

・

平

州

初

置

…

…

」
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帯

方

郡

、

公

孫

度

が

置

く

。

県

七

を

統

ぶ

、

た

い

ほ

う

ぐ

ん

こ

う

そ

ん

た

く

お

け

ん

な

な

す

戸

四

千

九

百

な

り

。

帯

方

・

列

口

・

南

新

・

長

こ

た

い

ほ

う

れ

っ

こ

う

な

ん

し

ん

ち

ょ

う

岑

・

堤

奚

・

含

資

・

海

冥

・

平

州

に

初

め

て

置

し

ん

て

い

け

い

が

ん

し

か

い

め

い

へ

い

し

ゅ

う

は

じ

お

く

な

り

。

右

、

七

県

に

よ

っ

て

帯

方

郡

は

構

成

さ

れ

て

い

た

こ

と

が

分

か

る

。

こ

の

七

県

中

、

「

南

新

」

は

新

設

さ

れ

た

も

の

ら

し

く

、

そ

の

所

在

は

判

明

し

な

い

が
、

他

の

六

県

は

「

堤

奚

」

一

県

を

除

い

て

、

ほ

ゞ

、

そ

の

所

在

乃

至

は

所

在

方

面

の

推

測

が

つ

い

た

も

の

ば

か

り

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

勘

案

し

て

も

、

い

わ

ゆ

る

「

帯

方

郡

」

と

称

さ

れ

た

も

の

が

、

何

処

に

存

在

し

て

い

た

か

の

推

測

は

出

来

よ

う

。

即

ち

現

在

の

大

遼

河

々

口

だ

い

り

ょ

う

が

周

辺

地

区

に

設

置

さ

れ

て

い

た

と

看

做

せ

る

わ

け

で

あ

る

。

な

お

、

こ

の

郡

の

治

所

に

つ

い

て

で

あ

る

が
、

『

三

国

志

』

中

で

は

「

屯

有

県

を

分

か

つ

」

と

い

っ

て

い

る

と

こ

ろ

か

ら

、

こ

の

「

屯

有

県

」

に

治

所

が

置

か

れ

た

と

推

測

さ

れ

る

が

、

肝

心

な

「

屯

有

県

」
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の

所

在

が

判

明

し

な

い

。

も

っ

と

も

、

元

満

鉄

駅

助

役

を

勤

め

た

故

鈴

木

貞

一

氏

の

説

く

と

こ

ろ

に

拠

る

と

、

氏

が

在

満

中

に

調

べ

た

限

り

で

は

現

在

の

「

海

城

県

」

に

治

所

が

置

か

れ

て

い

た

と

い

う

。

帯

方

構

成

七

県

中

の

五

県

の

所

在

方

面

が

太

子

河

中

下

游

方

面

か

ら

遼

河

々

口

近

辺

に

推

測

さ

れ

た

事

実

か

ら

勘

案

す

る

と

、

鈴

木

氏

の

説

に

理

が

あ

る

と

り

思

わ

れ

る

。

そ

も

そ

も

、

こ

の

「

海

城

県

」

は

古

代

か

ら

政

治

的

・

軍

事

的

に

も

極

め

て

重

要

地

帯

で

あ

っ

た

ら

し

く

、

遼

代

に

「

海

州

臨

冥

県

」

と

し

て

節

か

い

し

ゅ

う

り

ん

め

い

け

ん

せ

つ

度

使

が

置

か

れ

、

又

、

金

代

に

於

い

て

は

「

澄

州

城

」

ど

し

ち

ょ

う

し

ゅ

う

と

改

名

さ

れ

て

南

海

軍

刺

史

が

統

治

し

、

さ

ら

に

又
、

な

ん

か

い

ぐ

ん

し

し

明

代

に

は

「

海

州

衛

」

と

称

さ

れ

山

東

省

遼

東

司

の

か

い

し

ゅ

う

え

い

り

ょ

う

と

う

し

所

属

下

に

入

り

、

清

代

に

入

っ

て

「

海

城

県

」

と

改

称

さ

れ

た

所

で

あ

る

。

な

お

、

余

事

な

が

ら

、

更

に

古

く

は

渤

海

の

「

南な

ん

京

南

海

府

」

は

こ

ゝ

で

あ

る

。

旧

来

、

こ

の

府

を

北

き

ん

な

ん

か

い

ふ

鮮

咸

鏡

南

道

の

咸

興

に

置

い

て

語

っ

て

い

る

が

、

こ

か

ん

こ

う
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れ

も

楽

浪

郡

を

北

鮮

平

安

道

に

置

い

て

語

っ

て

い

る

の

に

同

断

、

大

い

な

る

錯

覚

・

妄

誕

の

類

と

い

え

よ

う

。

（

注

―

渤

海

＝

後

高

句

麗

、

王

姓

が

高

氏

か

ら

大

氏

に

変

わ

っ

た

だ

け

で

あ

る

。
）

さ

て

、

海

城

県

の

重

要

市

街

た

る

こ

と

か

ら

勘

案

し

て

み

る

と

、

前

記

、

鈴

木

氏

説

に

一

層

の

強

み

が

出

て

く

る

こ

と

に

も

な

り

、

或

い

は

、

で

あ

る

。

い

う

と

こ

ろ

の

「

屯

有

県

」

と

は

、

こ

の

海

城

な

い

し

は

そ

の

周

辺

に

存

在

し

た

の

で

は

な

か

っ

た

か

と

思

わ

れ

る

。

本

論

で

は

一

応

、

鈴

木

説

に

拠

っ

て

、

帯

方

郡

の

治

所

は

現

在

の

「

海

城

県

治

」

と

看

做

し

て

じ

お

く

。

と

こ

ろ

で

、

前

記

『

三

国

志

』

中

の

一

文

を

極

め

て

面

白

い

解

釈

を

す

る

向

も

い

る

の

で

、

参

考

ま

で

に

次

に

記

し

て

み

よ

う

。

「

建

安

中

、

公

孫

康

分

屯

有

県

以

南

荒

地

為

帯
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方

郡

…

…

。
」

建

安

中

、

公

孫

康

、

分

屯

し

県

を

有

ち

、

南

け

ん

あ

ん

ち

ゅ

う

こ

う

そ

ん

こ

う

ぶ

ん

と

ん

け

ん

た

も

な

ん

荒

の

地

を

以

て

帯

方

郡

と

な

す

…

…

。

こ

う

ち

も

っ

た

い

ほ

う

ぐ

ん

こ

の

様

に

解

釈

し

て

、

旧

来

、

帯

方

郡

を

語

っ

て

い

る

わ

け

で

あ

る

。

楽

浪

郡

を

分

置

し

た

の

に

は

違

い

な

い

の

で

あ

る

が

、

元

来

が

「

屯

有

県

」

と

い

う

固

有

名

詞

を

「

分

屯

」

と

い

う

動

詞

に

置

き

換

え

る

解

釈

作

業

を

為

し

た

人

々

を

面

白

い

と

し

た

所

以

で

あ

る

。

か

つ

て

、

或

る

書

物

中

に

於

い

て

、

「

日

本

人

の

漢

籍

を

解

釈

す

る

上

に

於

い

て

の

句

読

点

の

付

し

方

は

、

そ

の

九

十

九

パ

ー

セ

ン

ト

が

誤

り

で

あ

る

と

い

っ

て

も

過

言

で

は

な

い

」

と

語

っ

て

い

た

中

国

の

著

名

な

史

学

者

が

い

た

が

、

固

有

名

詞

を

動

詞

に

置

き

換

え

る

業

は

正

に

そ

の

パ

ー

セ

ン

テ

ー

ジ

に

入

る

で

わ

ざ

あ

ろ

う

。
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余

談

は

さ

て

お

き

、

で

は

、

旧

来

、

こ

の

帯

方

郡

に

つ

い

て

何

と

語

ら

れ

て

い

る

で

あ

ろ

う

か

、

定

説

と

す

る

一

端

を

左

に

附

し

て

み

よ

う

。

帯

方

郡

に

つ

い

て

の

定

説

「

西

暦

２

０

７

年

、

魏

よ

り

襄

平

候

に

封

ぜ

ら

じ

ょ

う

へ

い

こ

う

ほ

う

れ

た

公

孫

康

は

遼

東

方

面

に

侵

攻

し

て

や

ま

な

こ

う

そ

ん

こ

う

い

高

句

麗

・

烏

丸

を

征

し

、

さ

ら

に

進

ん

で

北

う

が

ん

鮮

平

安

道

方

面

の

楽

浪

郡

を

も

掌

握

し

た

。

し

か

し

、

こ

の

時

分

、

す

で

に

楽

浪

郡

も

そ

の

南

部

方

面

は

、

韓

族

の

抬

頭

寇

掠

す

る

と

こ

ろ

と

こ

う

り

ゃ

く

な

り

、

郡

の

名

目

を

保

つ

こ

と

が

で

き

な

い

状

態

で

あ

っ

た

。

康

は

そ

こ

を

恢

復

す

る

為

の

兵

を

起

こ

し

、

韓

族

を

征

し

て

楽

浪

郡

帯

方

県

を

中

心

に

、

新

た

に

郡

を

設

け

帯

方

郡

と

な

し

た
。

現

在

の

黄

海

道

南

部

か

ら

、

京

畿

道

北

部

一
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帯

に

か

け

て

置

か

れ

た

と

推

定

さ

れ

、

そ

の

治

所

は

唐

土

城

と

呼

ば

れ

、

黄

海

道

鳳

山

郡

文

井

と

う

ど

じ

ょ

う

ほ

う

ざ

ん

ぶ

ん

せ

い

面

に

あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

土

城

の

内

部

は

発

め

ん
掘

調

査

さ

れ

て

い

な

い

の

で

、

そ

の

全

貌

は

明

ら

か

で

は

な

い

。

帯

方

郡

は

、

そ

の

後

、

西

暦

３

５

０

年

頃

、

百

済

の

抬

頭

に

よ

り

併

合

さ

れ

て

消

え

る

こ

と

に

な

る

。
」

帯

方

郡

に

つ

い

て

語

る

こ

と

か

く

の

如

し

で

あ

る
。

前

述

し

た

如

く

、

こ

の

帯

方

郡

と

は

、

も

と

の

楽

浪

郡

統

轄

下

の

六

県

と

新

設

一

県

、

計

七

県

四

千

九

百

戸

に

よ

っ

て

構

成

さ

れ

、

し

か

も

、

こ

れ

ら

諸

県

の

中

の

四

県

の

所

在

が

、

渤

海

を

臨

む

遼

寧

西

南

部

の

一

隅

に

存

在

し

た

の

で

あ

る

。

近

時

、

聞

き

及

ん

だ

こ

と

だ

が

、

高

麗

大

学

の

史

家

の

中

に

は

、

漢

帝

国

時

代

の

植

民

地

で

あ

っ

た

帯

方

郡

は

、

韓

国

京

畿

道

を

流

れ

る

漢

江

流

域

に

は

存

在

し

な

か

っ

た

と

の

見

解

が

出

て

き

て

い

る

と

い

う
。

正

論

で

あ

る

こ

と

言

を

弄

す

ま

で

も

な

か

ろ

う

。

ろ

う
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そ

も

そ

も

、

漢

帝

の

植

民

市

で

あ

る

楽

浪

郡

が

、

現

在

の

朝

鮮

半

島

北

西

部

方

面

に

存

在

し

な

か

っ

た

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

南

辺

を

分

治

し

た

と

い

わ

れ

る

帯

方

郡

も

韓

国

方

面

に

は

存

在

し

な

か

っ

た

筈

で

あ

る

。

又

、

少

し

く

逸

れ

る

が

、

中

国

王

朝

の

支

配

権

が

そ

現

朝

鮮

半

島

方

面

へ

、

政

治

的

に

も

軍

事

的

に

も

真

の

意

味

で

介

入

し

始

め

た

の

は

１

７

世

紀

以

後

、

い

わ

ゆ

る

満

洲

民

族

の

清

帝

国

以

後

で

あ

り

、

そ

れ

以

前

、

元

や

唐

の

代

に

於

け

る

介

入

は

半

島

辺

境

の

地

に

及

ん

だ

の

み

で

あ

る

。

尤

も

元

帝

の

時

代

に

高

麗

も

っ

と

は

日

本

遠

征

に

使

嗾

さ

れ

は

し

た

が

、

韓

族

悠

久

の

し

そ

う

歴

史

か

ら

す

れ

ば

瞬

の

間

に

過

ぎ

な

い

。

そ

れ

以

前

し

ゅ

ん

ま

に

於

い

て

は

、

少

な

く

と

も

中

国

古

文

書

に

拠

る

限

こ

も

ん

じ

ょ

り

絶

無

で

あ

る

。

況

や

、

漢

が

半

島

全

域

に

植

民

地

い

わ

ん

を

置

い

た

等

は

、

所

詮

、

幻

想

に

過

ぎ

な

い

の

で

あ

る

と

吾

人

は

思

惟

す

る

。

（

注

―

３

世

紀

以

前

の

中

国

人

は

、

或

い

は

現
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在

の

韓

国

方

面

を

知

ら

な

か

っ

た

可

能

性

も

あ

る

。
）

百

済

建

国

の

地

さ

て

、

帯

方

郡

な

る

名

称

が

出

た

と

こ

ろ

で

、

次

に

、

こ

こ

で

述

べ

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

い

こ

と

が

、

い

わ

ゆ

る

「

百

済

」

と

い

う

国

に

つ

い

て

ゞ

あ

る

。

先

の

高

句

麗

・

新

羅

と

並

ん

で

「

後

の

三

韓

、

又

は
、

三

国

時

代

」

と

も

称

さ

れ

る

時

期

を

画

し

た

百

済

の

国

は

、

旧

来

か

な

り

歪

曲

し

て

定

着

さ

れ

て

い

る

。

即

ち

、

一

般

に

次

の

如

く

語

ら

れ

て

い

る

。

「

百

済

の

国

と

は

、

も

と

馬

韓

の

属

邦

の

一

つ

で

、

現

在

の

韓

国

漢

江

流

域

の

帯

方

の

地

に

抬

か

ん

こ

う

頭

し

、

や

が

て

馬

韓

に

代

わ

っ

て

帯

方

郡

一

帯

を

支

配

し

、

高

句

麗

・

新

羅

と

共

に

朝

鮮

半

島
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を

三

分

し

て

鼎

立

し

、

こ

ゝ

に

三

国

時

代

を

む

て

い

り

つ

か

え

る

こ

と

に

な

る

…

…

。
」

こ

こ

に

大

い

な

る

矛

盾

が

存

在

す

る

。

何

故

な

ら

ば

、

漢

帝

の

植

民

市

帯

方

郡

は

、

現

在

の

韓

国

京

畿

道

方

面

に

は

存

在

し

な

か

っ

た

故

に

で

あ

る

。

確

か

に

こ

の

「

百

済

」

と

称

す

古

代

国

家

は

馬

韓

の

一

属

邦

で

あ

り

、

か

つ

、

漢

代

の

帯

方

の

故

地

に

抬

頭

し

た

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

だ

が

、

い

う

と

こ

ろ

の

帯

方

そ

の

も

の

ゝ

所

在

地

が

方

角

違

い

な

の

で

あ

る

。

既

述

し

た

如

く

、

古

朝

鮮

は

満

洲

に

存

在

し

た

古

代

国

家

で

あ

り

、

そ

の

方

面

を

漢

族

は

経

略

し

、

い

わ

ゆ

る

楽

浪

郡

な

る

植

民

市

を

設

け

た

の

で

あ

る

。

だ

が

、

そ

の

広

汎

な

地

域

内

の

行

政

権

は

波

及

し

難が

た

く

、

か

つ

周

辺

諸

民

種

の

抬

頭

蹶

起

と

相

俟

っ

て

、

け

っ

き

あ

い

ま

郡

の

南

部

都

尉

治

方

面

は

放

棄

せ

ざ

る

を

得

な

く

な

る

。だ

が

、

２

世

紀

末

頃

か

ら

３

世

紀

初

頭

に

遼

東

の
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公

孫

氏

の

自

立

抬

頭

に

よ

り

、

楽

浪

南

辺

は

一

応

制

圧

さ

れ

、

そ

の

方

面

は

公

孫

氏

の

管

轄

と

し

て

帯

方

郡

が

設

置

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

、

そ

の

帯

方

郡

の

地

も

韓

の

俄

な

発

展

に

よ

り

、

事

実

上

は

放ほ

う

棄

さ

れ

た

に

等

し

い

存

在

で

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

きし

て

、

そ

の

所

在

は

何

処

か

と

い

え

ば

、

海

城

県

以

南

の

遼

寧

省

西

南

部

地

区

で

あ

る

。

こ

ゝ

を

拠

点

と

し

て

い

わ

ゆ

る

「

百

済

」

の

国

は

、

抬

頭

し

て

く

る

の

で

あ

る

が

、

発

祥

の

地

そ

の

も

の

は

高

句

麗

と

同

じ

く

吉

林

省

白

山

区

で

あ

る

。

は

く

さ

ん

く

（

注

―

百

済

は

白

山

区

に

発

祥

し

一

転

し

て

遼

西

に

入

り

、

又

、

東

遷

し

て

遼

東

に

入

る

。
）

高

句

麗

は

西

暦

３

０

０

年

初

頭

、

既

に

玄

菟

・

楽

浪

方

面

を

掌

握

し

て

ゆ

く

が

、

百

済

は

遼

寧

西

部

に

進

出

し

、

後

年

、

馬

韓

の

一

地

方

を

領

有

し

、

や

が

て

馬

韓

五

十

四

国

を

統

合

し

、

北

は

水

（

こ

の

水

は

太

子

河

）

を

限

り

と

な

し

遼

東

半

島

一

帯

に

勢

力

を

扶

植

、

さ

ら

に

東

の

新

羅

を

圧

迫

し

現

在

の

北

鮮

方

面

へ

も

進

出

を

計

る

の

で

あ

る

。

『

史

記

正

義
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轄

地

志

』

に

次

の

様

な

記

述

が

あ

る

。

「

百

済

国

西

南

渤

海

中

有

大

島

十

五

所

、

皆

邑

落

有

人

居

、

属

百

済

。
」

百

済

の

国

の

西

南

、

渤

海

中

に

大

島

十

五

所

く

だ

ら

く

に

せ

い

な

ん

ぼ

っ

か

い

ち

ゅ

う

だ

い

と

う

し

ょ

あ

り

、

み

な

邑

落

、

人

の

居

す

あ

り

。

百

済

に

ゆ

う

ら

く

ひ

と

き

ょ

く

だ

ら

属

す

。

ぞ

く

百

済

の

西

南

に

は

渤

海

が

あ

る

と

い

う

。

こ

の

渤

海

に

つ

い

て

は

既

述

し

た

如

く

、

山

東

半

島

以

北

で

河

北

々

部

遼

寧

西

部

以

南

の

海

、

即

ち

現

在

の

渤

海

で

あ

る

こ

と

言

を

俟

つ

ま

で

も

な

い

。

こ

の

渤

海

を

ま

西

南

に

控

え

て

「

百

済

」

の

国

は

存

在

し

て

い

た

と

い

う

。

次

に

、

『

資

治

通

鑑

巻

八

十

一

隋

紀

五

』

の

記

述

を

あ

げ

て

み

よ

う

。

「

及

隋

軍

度

遼

、

百

済

亦

巖

兵

境

上

、

聲

言

援

隋

…

。
」
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隋

の

軍

、

遼

を

渡

る

に

及

び

、

百

済

も

亦

、

ず

い

ぐ

ん

り

ょ

う

わ

た

お

よ

く

だ

ら

ま

た

兵

を

境

上

に

厳

に

し

、

声

言

、

隋

を

援

く

。

へ

い

げ

ん

ず

い

た

す

隋

の

煬

帝

の

大

業

七

年

即

ち

西

暦

６

１

１

年

、

隋

よ

う

だ

い

だ

い

ぎ

ょ

う

は

無

慮

二

百

万

と

も

称

さ

れ

る

大

軍

を

動

員

し

、

大

む

り

ょ

々

的

に

高

句

麗

征

伐

に

入

る

わ

け

で

あ

る

が

、

こ

の

秋

、

隋

の

軍

勢

が

「

遼

」

即

ち

遼

河

上

源

地

帯

を

渡

と

き

り

ょ

う

と

河

す

る

に

際

し

、

百

済

も

警

戒

体

制

を

と

り

、

兵

員

がを

動

か

し

境

界

を

固

め

、

そ

し

て

、

隋

軍

に

声

援

を

お

く

っ

た

と

い

う

の

で

あ

る

。

重

要

な

部

分

は

こ

の

所

で

あ

る

。

旧

来

、

定

説

と

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

に

従

っ

て

解

釈

す

れ

ば

、

実

に

奇

妙

な

こ

と

に

な

る

。

何

故

な

ら

ば

、

百

済

は

現

韓

国

方

面

に

限

っ

て

拠

っ

て

い

た

と

さ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、

遼

河

上

源

地

帯

を

渡

河

進

撃

す

る

隋

軍

に

ど

の

様

に

し

て

声

援

を

お

く

り

得

た

か

、

百

済

と

遼

河

上

源

地

帯

ま

で

は

、

大

凡

７

０

０

粁

近

い

距

離

が

あ

る

。

こ

れ

が

奇

妙

な

疑

問

の

一

つ

で

あ

る

。



- 171 -

次

に

同

じ

く

『

資

治

通

鑑

巻

二

百

二

唐

紀

十

八

』

中

を

み

る

と

左

の

如

く

記

さ

れ

て

い

る

。

「

徙

熊

津

都

督

府

建

安

故

城

。
」

熊

津

都

督

府

を

、

建

安

の

故

城

に

徙

す

。

ゆ

う

し

ん

ﾄ

と

く

ふ

け

ん

あ

ん

こ

じ

ょ

う

う

つ

こ

の

記

述

の

意

味

す

る

こ

と

は

、

隋

の

高

句

麗

征

討

よ

り

五

十

二

年

後

、

唐

の

高

宗

の

顕

慶

５

年

８

月
、

即

ち

西

暦

６

６

３

年

に

唐

は

百

済

を

滅

ぼ

し

、

百

済

五

城

の

一

つ

「

熊

津

城

」

内

に

、

占

領

地

監

察

の

為

ゆ

う

し

ん

じ

ょ

う

に

「

熊

津

都

督

府

」

と

称

す

も

の

を

置

い

た

が

、

後

に

こ

の

府

を

「

建

安

故

城

」

に

移

動

さ

せ

た

の

で

あ

る

と

い

う

。

こ

ゝ

に

、

又

、

一

つ

の

疑

問

が

出

て

く

る

。旧

来

、

百

済

の

「

熊

津

城

」

と

は

、

現

韓

国

忠

清

南

道

の

錦

江

南

岸

公

州

に

存

在

し

た

と

語

ら

れ

て

い

こ

う

し

ゅ

う

る

。

し

か

り

、

と

す

る

な

ら

ば

、

「

熊

津

都

督

府

」

も

公

州

に

置

か

れ

て

い

た

こ

と

に

な

る

。

だ

が

、

奇
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妙

で

あ

る

と

い

う

の

は

、

そ

の

府

を

何

故

に

「

建

安

故

城

」

に

移

動

さ

せ

た

の

か

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

い

う

と

こ

ろ

の

「

建

安

故

城

」

と

は

、

古

の

漢

の

「

遼

東

郡

平

郭

県

」

で

あ

り

、

後

年

、

高

句

麗

が

領

へ

い

か

く

け

ん

有

し

て

「

建

安

城

」

と

改

称

し

た

所

で

あ

り

、

さ

ら

に

後

世

に

至

っ

て

遼

・

金

の

世

に

「

咸

平

府

」

と

称

さ

れ

、

か

つ

又

、

明

代

に

今

の

遼

寧

省

鉄

嶺

県

に

併

合

さ

れ

「

鉄

嶺

衛

」

と

呼

ば

れ

た

が

、

併

合

以

前

の

「

古

鉄

嶺

城

」

が

即

ち

「

建

安

故

城

」

で

あ

る

。

そ

の

所

在

は

現

鉄

嶺

県

の

南

を

流

れ

る

汎

河

流

域

に

存

は

ん

が

在

し

た

と

い

う

。

さ

て

、

旧

来

の

説

に

従

っ

て

「

熊

津

都

督

府

」

の

移

動

を

勘

案

す

る

と

、

極

め

て

可

笑

し

い

こ

と

に

な

お

か

り

は

し

な

い

か

。

何

故

に

占

領

し

た

百

済

を

放

棄

し

て

そ

の

都

督

府

を

遼

寧

省

北

部

の

「

古

鉄

嶺

城

」

に

移

動

し

た

の

か

、

ど

の

様

に

解

釈

す

べ

き

か

理

解

に

苦

し

む

次

第

で

あ

る

。
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し

か

し

、

こ

の

疑

問

も

、

旧

来

の

説

を

不

動

の

真

理

と

信

奉

し

て

解

釈

す

る

が

故

に

で

あ

り

、

既

述

し

た

如

く

、

百

済

と

い

う

古

代

国

家

は

現

在

の

韓

国

方

面

で

は

な

く

、

旧

南

部

満

洲

の

地

の

一

角

に

存

在

し

た

の

で

あ

る

と

い

う

前

提

で

臨

む

限

り

、

何

ら

の

可

笑

し

さ

も

疑

問

も

出

な

い

筈

で

あ

る

。

即

ち

、

「

熊

津

城

」

と

称

す

城

塞

は

現

韓

国

公

州

地

方

で

は

な

く

、

今

の

遼

東

半

島

方

面

に

存

在

し

、

そ

の

方

面

へ

唐

は

「

熊

津

都

督

府

」

を

置

い

た

が

、

後

に

そ

の

府

を

北

方

の

「

建

安

城

＝

古

鉄

嶺

城

」

に

移

し

た

こ

と

に

な

り

、

遼

寧

省

南

部

か

ら

遼

寧

省

の

北

部

方

面

へ

移

動

さ

せ

た

に

過

ぎ

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

『

魏

書

巻

百

列

伝

第

八

十

』

に

次

の

様

な

簡

単

な

記

述

が

載

っ

て

い

る

。

こ

の

記

述

に

拠

っ

て

も

、

百

済

＝

韓

国

説

は

些

か

奇

妙

と

な

る

筈

で

あ

る

。

「

去

庚

辰

年

後

、

臣

西

界

小

石

山

…

。
」
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庚

辰

の

年

を

去

る

後

、

臣

が

西

界

は

小

石

山

こ

う

し

ん

と

し

さ

の

ち

し

ん

さ

い

し

ょ

う

せ

き

ざ

ん

な

り

。

こ

れ

は

『

魏

書

百

済

伝

』

中

の

一

節

で

あ

る

が

、

北

魏

第

六

代

高

祖

孝

文

帝

の

延

興

二

年

八

月

、

即

ち

こ

う

ぶ

ん

て

い

え

ん

こ

う

西

暦

４

７

１

年

８

月

に

至

り

、

時

の

百

済

第

二

十

一

代

蓋

鹵

王

扶

余

慶

が

、

北

方

よ

り

す

る

高

句

麗

の

侵

が

い

ろ

お

う

ふ

よ

け

い

攻

に

悩

ま

さ

れ

、

北

魏

に

援

を

請

う

べ

く

奉

っ

た

上

た

て

ま

表

文

中

の

一

句

で

あ

る

。

こ

ゝ

で

留

意

せ

ね

ば

な

ら

な

い

こ

と

は

、

５

世

紀

も

末

年

頃

に

至

っ

て

、

百

済

王

自

ら

「

臣

が

西

界

は

小

石

山

な

り

」

と

言

上

し

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

定

ご

ん

じ

ょ

う

説

に

拠

る

限

り

、

こ

の

言

句

は

理

解

不

可

能

と

な

る
。

何

故

な

ら

ば

、

百

済

は

現

韓

国

西

部

方

面

に

拠

っ

て

い

た

と

さ

れ

る

が

故

に

で

あ

る

。

こ

の

地

理

的

条

件

下

に

置

か

れ

た

百

済

の

西

方

に

は

画

す

べ

き

何

ら

の

か

く

境

界

も

存

在

せ

ず

、

又

、

主

張

す

る

何

ら

の

根

拠

も

な

い

わ

け

で

あ

り

、

存

在

す

る

と

す

れ

ば

、

只

、

黄
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海

の

波

の

み

と

な

る

筈

で

あ

る

。

５

世

紀

の

後

半

、

百

済

王

が

北

魏

の

皇

帝

に

奉

っ

た

上

表

文

中

に

於

い

て

、

か

く

西

方

の

彊

域

を

主

張

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

、

旧

来

の

説

を

見

事

に

裏

切

っ

て

、

百

済

国

の

西

側

に

は

画

さ

ね

ば

な

ら

な

い

領

地

乃

至

は

他

の

国

が

存

在

し

て

い

た

こ

と

に

な

る
。

な

い

し

逆

に

い

う

な

ら

ば

、

主

張

彊

域

の

東

側

に

百

済

は

存

在

し

て

い

た

こ

と

に

な

る

。

な

お

、

百

済

が

主

張

す

る

「

小

石

山

」

と

は

、

現

遼

寧

西

部

を

流

れ

る

大

凌

河

下

流

域

の

「

石

山

」

附

近

の

謂

で

あ

る

。

こ

の

こ

せ

き

ざ

ん

い

い

と

か

ら

も

、

百

済

が

何

処

に

存

在

し

て

い

た

か

分

か

る

筈

で

あ

る

。

さ

て

、

５

世

紀

後

半

に

於

い

て

、

百

済

の

国

が

遼

寧

西

部

の

大

凌

河

以

西

地

区

を

自

ら

の

領

域

で

あ

っ

た

と

主

張

す

る

言

句

に

接

し

、

我

々

は

旧

来

の

歴

史

観

を

是

と

し

て

認

め

る

こ

と

は

出

来

な

く

な

る

。

ま

し

て

や

そ

の

根

拠

地

が

現

韓

国

方

面

で

は

な

く

、

遼

東

方

面

で

あ

っ

た

と

い

う

に

於

て

を

や

、

で

あ

る

。

お

い
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こ

の

事

実

は

、

『

梁

書

巻

五

十

四

百

済

伝

』

に

拠

っ

て

も

証

明

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

「

其

国

本

與

句

麗

在

遼

東

之

東

、

晋

世

句

麗

既

略

有

遼

東

、

百

済

亦

據

有

遼

西

・

晋

平

二

郡

地

矣

、

自

置

百

済

郡

。
」

そ

の

国

、

も

と

句

麗

と

遼

東

の

東

に

在

り

。

く

に

く

り

り

ょ

う

と

う

ひ

が

し

あ

晋

の

世

、

句

麗

既

に

略

し

て

遼

東

を

有

す

。

百

し

ん

よ

く

り

す

で

り

ゃ

く

り

ょ

う

と

う

ゆ

う

く

済

も

亦

、

據

っ

て

遼

西

・

晋

平

二

郡

の

地

を

有

だ

ら

ま

た

よ

し

ん

へ

い

ぐ

ん

ち

ゆ

う

し

、

自

ら

百

済

郡

を

置

く

。

み

ず

か

く

だ

ら

ぐ

ん

お

こ

ゝ

に

い

う

「

晋

の

世

」

と

は

、

３

世

紀

末

か

ら

５

世

紀

初

頭

で

あ

る

。

こ

の

世

紀

は

、

高

句

麗

が

既

に

楽

浪

方

面

を

統

合

し

、

遼

東

郡

一

帯

に

勢

力

を

扶

植

し

て

い

た

時

分

で

あ

る

。

こ

の

高

句

麗

発

展

期

と

同

時

に

、

百

済

も

又

、

遼

西

方

面

と

晋

平

二

郡

の

地

に

勢

力

を

伸

ば

し

て

い

た

こ

と

が

分

か

る

。

こ

こ

で

、

余

り

聞

き

な

れ

な

い

「

晋

平

」

と

い

う
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郡

名

ら

し

き

も

の

が

出

て

き

た

が

、

地

理

志

中

を

探

し

て

も

こ

の

郡

名

は

見

当

た

ら

な

い

。

従

っ

て

、

こ

れ

は

晋

の

「

平

州

」

の

略

称

か

、

と

も

案

ぜ

ら

れ

る

が

、

仮

に

、

そ

う

だ

と

す

れ

ば

、

こ

れ

は

大

変

な

こ

と

に

な

る

。

晋

の

「

平

州

」

と

は

、

現

在

の

河

北

省

盧

竜

に

刺

史

が

置

か

れ

灤

河

下

流

域

以

西

で

大

凌

河

る

ー

ろ

ん

し

し

ら

ん

が

以

南

の

称

で

あ

る

。

『

梁

書

』

が

伝

え

る

如

く

、

晋

代

即

ち

３

世

紀

末

か

ら

４

世

紀

に

か

け

て

、

晋

の

平

州

と

遼

西

方

面

を

掌

握

し

て

い

た

と

す

れ

ば

、

百

済

興

亡

の

舞

台

は

現

韓

国

内

に

逼

塞

し

て

の

話

で

は

な

く

、

そ

れ

は

広

大

ひ

っ

そ

く

な

満

洲

の

天

地

で

あ

っ

た

こ

と

に

な

ろ

う

。

こ

こ

で

、

思

い

当

た

る

こ

と

が

出

て

く

る

。

高

句

麗

に

し

て

も

然

り

、

で

あ

る

が

、

こ

れ

等

の

国

が

滅

亡

に

至

る

直

前

ま

で

、

歴

代

中

国

古

王

朝

が

国

力

を

疲

弊

さ

せ

て

ま

で

も

、

高

句

麗

や

百

済

を

征

伐

し

よ

う

と

し

た

理

由

が

、

で

あ

る

。

こ

の

二

つ

の

古

代

国

家

が

、

現

在

の

北

鮮

平

壌

府

や

韓

国

の

一

隅

に

存

在
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し

て

た

な

ら

、

中

国

の

歴

代

王

朝

の

高

句

麗

・

百

済

対

策

は

別

な

方

向

を

辿

っ

た

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

本

論

前

半

で

検

討

し

て

き

た

如

く

、

古

朝

鮮

を

始

め

、

高

句

麗

・

百

済

と

い

わ

れ

た

古

代

軍

事

国

家

は

、

現

中

国

の

河

北

々

部

か

ら

旧

満

州

及

び

内

蒙

周

辺

一

帯

に

勢

力

圏

を

培

っ

て

い

た

故

に

で

あ

つ

ち

か

る

。

で

、

あ

る

か

ら

こ

そ

、

中

国

側

に

し

て

み

れ

ば
、

恰

も

頭

上

に

両

刃

の

戦

斧

を

振

り

翳

さ

れ

て

い

た

と

せ

ん

ぷ

か

ざ

同

断

、

気

を

緩

め

れ

ば

何

時

己

の

首

根

っ

こ

に

叩

き

ゆ

る

い

つ

お

の

れ

込

ま

れ

る

か

分

か

ら

な

い

情

勢

で

あ

っ

た

と

い

え

よ

う

。

尤

も

、

高

句

麗

側

に

立

っ

て

判

断

す

れ

ば

、

そ

も

っ

と

も

そ

も

が

河

北

伊

東

は

旧

郷

だ

っ

た

こ

と

に

な

る

。

き

ゅ

う

き

ょ

う

即

ち

唐

の

民

部

尚

裴

矩

が

言

の

「

高

麗

の

地

は

、

も

み

ん

ぶ

し

ょ

う

は

い

く

げ

ん

と

の

孤

竹

国

」

で

あ

る

。

こ

ち

く

こ

く

さ

て

、

古

朝

鮮

か

ら

説

き

起

こ

し

高

句

麗

・

新

羅

及

び

百

済

三

国

の

本

来

あ

る

べ

き

所

に

言

及

し

た

わ

け

で

あ

る

が

、

就

中

、

百

済

の

国

の

所

在

が

、

旧

来

な

か

ん

ず

く

語

ら

れ

て

い

る

説

と

全

く

異

な

っ

た

時

点

で

、

こ

ゝ



- 179 -

に

幾

つ

か

の

疑

問

が

発

生

す

る

。

先

ず

、

そ

の

第

一

は

、

周

知

の

事

実

で

あ

る

が

、

奈

良

県

天

理

市

の

石

上

神

宮

に

伝

存

さ

れ

て

き

た

、

い

そ

の

か

み

じ

ん

ぐ

う

い

わ

ゆ

る

「

七

支

刀

」

の

名

文

解

釈

を

巡

っ

て

、

我

し

ち

し

と

う

が

国

の

「

書

記

」

の

記

述

と

対

比

さ

せ

、

結

果

、

こ

の

「

七

支

刀

」

が

、

「

神

后

四

十

九

年

」

即

ち

西

暦

じ

ん

こ

う

３

６

５

年

、

百

済

の

要

請

に

よ

り

、

大

和

朝

廷

が

半

島

出

兵

し

た

こ

と

へ

の

謝

礼

と

し

て

献

上

さ

れ

た

も

の

と

結

論

づ

け

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

世

紀

即

ち

西

暦

３

６

５

年

は

、

百

済

第

十

三

代

近

肖

古

王

の

治

世

時

で

あ

り

、

百

済

は

高

句

麗

と

き

ん

し

ょ

う

こ

お

う

抗

戦

状

態

に

あ

り

、

各

地

で

高

句

麗

城

を

撃

破

し

、

そ

の

国

城

の

一

つ

「

平

壌

城

」

を

攻

略

し

、

こ

こ

で

高

句

麗

十

六

代

故

国

原

王

は

討

ち

取

ら

れ

る

羽

目

に

こ

こ

く

げ

ん

お

う

な

り

、

い

わ

ば

こ

の

時

期

は

百

済

の

強

勢

期

で

も

あ

る

。こ

の

様

な

強

勢

期

に

於

い

て

、

何

故

に

大

和

朝

廷
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な

ど

へ

出

兵

要

請

な

ど

を

す

る

必

要

が

あ

ろ

う

か

。

ま

た

、

仮

に

、

で

あ

る

。

出

兵

の

要

請

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、

現

韓

半

島

方

面

へ

出

向

い

て

み

て

も

仕

方

の

な

い

こ

と

で

あ

る

。

百

済

は

こ

の

時

期

、

遼

西

・

遼

東

が

歴

史

の

舞

台

だ

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

れ

が

一

つ

の

疑

問

で

あ

る

。

次

に

、

こ

の

大

和

朝

廷

の

半

島

出

兵

後

、

即

ち

西

暦

３

９

１

年

に

百

済

は

大

和

朝

廷

に

臣

属

し

た

と

す

る

説

。

こ

れ

が

第

二

の

疑

問

で

あ

る

。

次

が

西

暦

４

７

５

年

。

百

済

は

再

度

の

高

句

麗

と

の

戦

闘

に

敗

北

。

百

済

の

国

運

衰

え

た

る

を

み

て

、

大

和

朝

廷

が

、

伽

羅

の

西

方

錦

江

流

域

の

公

州

の

地

を

与

え

百

済

を

再

興

さ

せ

た

と

す

る

説

。

こ

れ

が

第

三

の

疑

問

点

で

あ

る

。

こ

の

「

公

州

」

を

与

え

た

と

い

わ

れ

る

世

紀

、

即

ち

西

暦

４

７

５

年

は

、

遡

る

こ

と

４

年

前

の

４

７

１

さ

か

の

ぼ

年

に

百

済

は

遼

東

半

島

に

拠

っ

て

お

り

、

し

か

も

、
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北

魏

の

皇

帝

に

自

ら

の

西

方

領

域

を

主

張

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

も

し

も

、

定

説

に

い

わ

れ

る

如

く

に

、

百

済

が

公

州

に

拠

っ

て

い

た

と

し

た

ら

、

そ

の

西

方

の

主

張

は

無

意

味

に

近

い

。

何

故

な

ら

、

百

済

＝

現

韓

国

説

の

「

公

州

」

か

ら

、

遼

西

方

面

を

北

魏

と

の

境

界

と

称

す

に

は

、

極

め

て

程

遠

す

ぎ

る

存

在

と

な

ほ

ど

と

お

る

か

ら

で

あ

る

。

即

ち

疑

問

と

す

る

所

以

で

あ

る

。

さ

て

、

高

句

麗

・

新

羅

に

続

い

て

百

済

の

国

の

所

在

地

に

疑

問

を

提

起

し

て

き

た

が

、

締

め

括

り

と

し

て

更

に

一

言

を

付

す

な

ら

ば

、

三

国

時

代

、

或

い

は

後

の

三

韓

と

称

す

も

、

そ

の

興

亡

盛

衰

抗

争

の

舞

台

は

、

時

代

の

推

移

変

遷

で

、

そ

れ

ぞ

れ

に

拠

る

所

の

若

干

の

移

動

は

否

め

な

い

が

、

高

句

麗

・

百

済

は

吉

い

な

林

・

遼

寧

二

省

か

ら

内

蒙

東

部

方

面

、

又

、

新

羅

は

現

韓

半

島

方

面

に

拠

り

、

こ

れ

等

の

広

大

な

天

地

を

席

巻

し

つ

つ

東

部

ア

ジ

ア

史

の

一

時

期

を

画

し

た

の

で

あ

る

。

旧

来

、

古

朝

鮮

存

亡

の

地

を

誤

り

捉

え

た

為

に

、
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そ

の

後

に

続

く

歴

史

の

一

頁

を

も

極

端

に

歪

曲

し

て

し

ま

い

、

そ

の

歪

曲

さ

れ

た

歴

史

観

を

以

て

今

日

に

至

っ

て

い

る

わ

け

で

あ

る

。

そ

し

て

、

そ

の

歪

ん

だ

知

識

を

前

提

と

し

て

、

い

わ

ゆ

る

「

倭

人

伝

」

と

称

す

条

文

の

み

に

取

り

組

む

か

ら

、

そ

の

条

文

が

何

処

を

指

称

し

て

「

倭

」

と

い

っ

て

い

る

の

か

ゞ

全

く

見

当

も

つ

か

な

く

な

る

わ

け

で

あ

る

。

少

し

く

逸

脱

し

て

し

ま

っ

た

が

、

主

題

は

楽

浪

・

い

つ

だ

つ

帯

方

二

郡

の

所

在

方

面

推

測

に

あ

っ

た

の

で

、

最

後

に

こ

れ

ま

で

に

検

討

し

把

握

し

て

き

た

と

こ

ろ

の

、

そ

の

郡

域

と

看

做

せ

る

範

囲

を

図

示

し

よ

う

。

図

は

前

項

に

同

じ

く

Ⅰ

と

Ⅱ

が

あ

り

、

そ

の

説

明

は

同

断

で

あ

る

。

「

楽

浪

郡

々

域

略

図

Ⅰ

」

を

参

照

し

「

水

県

」

の

位

置

を

み

て

貰

い

た

い

。

先

に

、

「

水

県

」

推

測

の

折

、

「

十

三

州

志

」

中

の

一

文

即

ち

「

水

県

は

楽

浪

の

東

北

に

在

り

」

と

い

う

記

述

か

ら

、

或

い

は

現

在

の

吉

林

省

臨

江

市

の

古

名

で

は

な

か

っ

た

か

と

推

定

し

て

み

た

が

、

楽

浪

郡

々

域
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全

体

か

ら

み

て

の

東

北

で

あ

っ

た

か

、

或

い

は

「

楽

浪

郡

楽

浪

県

」

か

ら

の

東

北

で

あ

っ

た

か

は

措

く

と

し

て

、

図

Ⅰ

で

判

断

す

る

限

り

で

は

、

や

は

り

楽

浪

郡

の

東

北

方

に

存

在

し

た

こ

と

に

違

い

は

な

い

様

で

あ

る

。

由

っ

て

、

こ

ゝ

に

更

め

て

「

水

県

」

と

は
、

現

在

の

吉

林

省

臨

江

市

の

古

時

に

於

け

る

名

称

で

あ

っ

た

と

判

断

す

る

。

次

に

、

図

Ⅱ

と

称

す

も

の

を

み

て

貰

い

た

い

。

漢

が

設

置

し

た

と

い

わ

れ

る

植

民

市

四

郡

が

、

現

韓

半

島

内

に

見

事

に

整

然

と

画

さ

れ

て

納

ま

っ

て

い

る

。

こ

の

様

な

形

態

で

、

現

韓

半

島

は

早

期

に

中

国

の

支

配

勢

力

下

に

置

か

れ

、

政

治

・

軍

事

・

文

化

な

ど

多

方

面

か

ら

の

影

響

に

よ

っ

て

歴

史

は

構

成

さ

れ

た

と

み

て

、

中

国

漢

民

族

へ

の

従

属

的

意

味

に

於

い

て

朝

鮮

民

族

の

歴

史

解

釈

が

な

さ

れ

、

今

日

に

至

っ

て

い

る

わ

け

で

あ

る

。

こ

の

様

に

歪

曲

化

さ

れ

偏

見

視

さ

れ

た

歴

史

教

育

が

、

三

国

期

の

高

句

麗

・

百

済

・

新

羅

等

の

興

亡

の
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舞

台

す

ら

敢

え

て

半

島

内

に

於

い

て

の

み

捉

え

、

ス

ケ

ー

ル

の

よ

り

矮

小

な

も

の

と

し

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

歪

ん

だ

歴

史

観

が

如

何

な

る

哲

学

、

如

何

な

る

指

導

理

念

を

も

た

ら

し

た

か

、

そ

れ

は

過

去

の

歴

史

が

如

実

に

物

語

っ

て

い

る

で

あ

ろ

う

。

さ

て

、

旧

来

、

権

威

と

称

さ

れ

る

人

々

に

よ

っ

て

打

ち

建

て

ら

れ

た

歴

史

解

釈

の

一

端

が

、

図

Ⅱ

の

示

す

朝

鮮

観

で

も

あ

り

、

そ

の

歪

ん

だ

解

釈

が

、

こ

れ

又

、

い

う

と

こ

ろ

の

「

倭

人

伝

」

の

解

釈

を

も

歪

曲

化

し

附

会

曲

解

に

至

ら

し

め

て

い

る

起

因

で

あ

る

こ

と

、

前

言

し

た

通

り

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

で

あ

る

。

も

う

一

つ

の

歪

ん

で

定

着

し

て

い

る

歴

史

像

を

解

明

す

る

必

要

が

出

て

く

る

。

い

わ

ゆ

る

「

前

三

韓

」

と

称

さ

れ

る

国

と

は

何

処

に

存

在

し

た

の

か

と

い

う

問

題

で

あ

る

。
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Ⅰ

正

図

＝

楽

浪

郡

々

域

略

図

05
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Ⅱ

誤

図

＝

漢

の

四

郡

配

置

図

06

Ⅰ

正

図

＝

帯

方

郡

々

域

略

図

07
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七

、

前

三

韓

の

割

拠

地

馬

韓

・

辰

韓

・

弁

韓

等

を

称

し

て

「

三

韓

」

と

い

い

、

或

い

は

又

、

後

世

の

高

句

麗

・

百

済

・

新

羅

等

を

「

後

三

韓

」

と

称

す

の

に

対

し

、

「

前

三

韓

」

と

ご

ぜ

ん

も

称

し

て

い

る

。

し

か

し

、

こ

の

「

前

三

韓

」

は

、

そ

の

国

家

的

規

模

も

活

躍

の

舞

台

の

広

大

さ

に

於

い

て

も

、

「

後

の

三

韓

」

に

比

し

小

規

模

で

あ

っ

た

。

既

述

し

た

こ

と

で

あ

る

が

、

高

句

麗

・

百

済

・

新

羅

三

国

興

亡

の

天

地

は

、

南

北

満

洲

及

び

現

韓

半

島

一

帯

か

ら

内

蒙

東

部

、

河

北

々

部

に

亘

る

広

大

な

ス

ケ

ー

ル

で

あ

っ

た

の

に

較

べ

、

「

前

三

韓

」

の

そ

れ

は

一

地

方

の

都

市

国

家

的

存

在

で

あ

っ

た

と

い

っ

て

も

過

言

で

は

あ

る

ま

い

。

帯

方

郡

七

県

四

千

九

百

戸

ほ

ど

を

統

轄

す

る

郡

治

に

併

合

さ

れ

た

こ

と

か

ら

勘
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案

し

て

も

、

そ

の

こ

と

は

明

証

さ

れ

る

筈

で

あ

る

。

し

か

し

、

そ

の

ス

ケ

ー

ル

の

大

な

る

と

小

な

る

と

に

拘

わ

ら

ず

、

い

わ

ゆ

る

「

倭

」

と

は

何

処

を

総

称

し

た

の

か

を

弁

え

る

為

に

は

、

こ

れ

又

、

是

非

と

も

、

わ

き

ま

そ

の

所

在

を

把

握

し

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

い

重

要

事

項

の

一

つ

で

あ

る

。

最

初

に

、

こ

の

「

前

三

韓

」

に

つ

い

て

、

我

が

国

の

歴

史

で

は

何

と

語

っ

て

い

る

か
、

そ

の

定

説

と

す

る

一

端

か

ら

入

ろ

う

。

前

三

韓

に

つ

い

て

の

定

説

こ

の

三

韓

に

つ

い

て

、

旧

来

、

定

説

と

し

て

罷

り

通

っ

て

い

る

概

略

を

い

う

な

ら

ば

、

馬

韓

・

辰

韓

・

弁

韓

等

三

国

を

悉

く

現

在

の

韓

国

忠

清

南

道

及

び

慶

こ

と

ご

と

尚

北

道

以

南

の

地

に

置

い

て

語

っ

て

い

る

。

即

ち

、

馬

韓

を

忠

清

・

全

羅

二

道

方

面

と

な

し

、

辰

韓

を

そ

の

東

側

の

慶

尚

北

道

、

又

、

弁

韓

は

辰

韓

の

南

で

慶
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尚

南

道

と

い

う

位

置

づ

け

を

為

し

て

い

る

。

だ

が

、

既

述

し

た

如

く

、

古

朝

鮮

及

び

楽

浪

・

帯

方

等

が

、

現

在

の

朝

鮮

半

島

方

面

に

存

在

し

た

の

で

は

な

く

、

全

て

現

中

国

の

遼

寧

・

吉

林

に

跨

が

る

地

域

で

あ

っ

ま

た

た

事

実

か

ら

勘

案

す

れ

ば

、

こ

れ

ら

「

前

三

韓

」

を

現

韓

国

方

面

に

置

い

て

語

る

こ

と

は

、

又

、

妄

誕

の

も

う

た

ん

尤

な

る

も

の

と

云

わ

ざ

る

を

得

な

い

の

で

あ

る

。

ゆ

う

前

三

韓

の

所

在

さ

て

、

そ

れ

で

は

、

前

三

韓

を

現

在

の

韓

国

方

面

に

摩

り

下

げ

て

語

る

こ

と

が

間

違

い

と

す

る

な

ら

ば
、

ず

本

来

は

何

処

に

割

拠

し

て

い

た

の

か

と

い

う

疑

問

が

出

よ

う

。

故

に

、

こ

こ

で

、

そ

の

あ

る

べ

き

所

を

穿せ

ん

鑿

し

、

旧

来

の

定

説

の

歪

み

を

論

証

し

て

ゆ

く

。

さ

く

ひ

ず

『

後

漢

書

巻

八

十

五

韓

伝

』

に

拠

る

と

、

い

わ

ゆ

る

「

馬

韓

」

と

称

す

国

は

「

楽

浪

郡

」

の

南

に

存

在

し
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た

こ

と

が

分

か

り

、

又

、

『

三

国

志

巻

三

十

韓

伝

』

に

拠

っ

て

も

、

「

韓

」

は

「

帯

方

郡

」

の

南

に

存

在

し

た

旨

の

記

述

が

あ

る

。

「

楽

浪

・

帯

方

」

等

に

つ

い

て

は

前

述

し

た

如

く
、

こ

れ

等

の

郡

域

と

看

做

さ

れ

る

地

方

は

、

即

ち

満

洲

方

面

で

あ

り

、

現

在

の

北

鮮

で

も

韓

国

方

面

で

も

な

か

っ

た

わ

け

で

あ

る

。

従

っ

て

、

文

献

に

記

載

さ

れ

て

い

る

如

く

、

「

楽

浪

・

帯

方

の

南

」

と

い

う

こ

と

は

、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

遼

寧

省

の

太

子

河

以

南

地

区

の

遼

東

半

島

方

面

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

や

ゝ

拡

大

し

て

捉

え

て

み

て

も

鴨

緑

江

流

域

に

沿

っ

た

北

鮮

領

の

一

部

と

な

ろ

う

か

。

し

か

し

、

こ

の

範

囲

を

含

め

て

捉

え

る

と

い

う

こ

と

は

、

現

在

の

高

度

な

地

理

概

念

を

以

て

す

る

故

で

あ

り

、

古

代

の

地

理

観

で

ち

り

か

ん

は

鴨

緑

江

以

南

地

区

は

入

ら

な

い

。

遼

東

半

島

は

真

南

に

下

が

っ

て

お

り

、

現

韓

半

島

は

中

国

浙

江

省

紹

興

市

以

南

地

区

ま

で

延

長

さ

れ

て

捉

え

ら

れ

て

い

る
。

そ

の

図

は

後

に

掲

示

す

る

。
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さ

て

、

前

掲

図

Ⅰ

に

拠

っ

て

「

楽

浪

・

帯

方

」

の

南

を

捉

え

て

ゆ

け

ば

、

遼

東

半

島

は

正

に

そ

の

方

角

に

位

置

す

る

こ

と

に

な

る

筈

で

あ

る

。

そ

の

方

面

に

い

う

と

こ

ろ

の

「

韓

」

は

存

在

し

て

た

こ

と

に

な

る
。

韓

、

即

ち

馬

韓

・

辰

韓

・

弁

韓

は

、

そ

の

方

面

に

ど

の

様

な

状

態

で

拠

っ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う

か

、

『

後

漢

書

東

夷

伝

』

中

の

「

韓

伝

」

は

次

の

如

く

記

録

し

て

い

る

。

「

韓

有

三

種

、

一

曰

馬

韓

、

二

曰

辰

韓

、

三

曰

弁

辰

。

馬

韓

在

西

、

有

五

十

四

國

、

其

北

與

楽

浪

、

南

與

倭

接

。

辰

韓

在

東

、

十

有

二

國

、

其

北

與

穢

貊

接

。

弁

辰

在

辰

韓

之

南

、

亦

十

有

二

國

、

其

南

亦

與

倭

接

。

凡

七

十

八

國

、

伯

済

是

其

一

國

焉

。
」

韓

に

三

種

あ

り

。

一

に

馬

韓

と

曰

い

、

二

に

か

ん

さ

ん

し

ゅ

い

つ

ば

か

ん

い

に

辰

韓

と

曰

い

、

三

に

弁

辰

と

曰

う

。

馬

韓

は

西

し

ん

か

ん

い

さ

ん

べ

ん

し

ん

い

ば

か

ん

に

し

に

在

り

、

五

十

四

国

を

有

し

、

そ

の

北

は

、

楽

あ

こ

く

ゆ

う

き

た

ら

く

浪

と

南

は

倭

と

接

す

。

辰

韓

は

東

に

在

り

、

十

ろ

う

み

な

み

わ

せ

っ

し

ん

か

ん

ひ

が

し

あ
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有

二

国

、

そ

の

北

、

穢

貊

と

接

す

。

弁

辰

は

辰

ゆ

う

こ

く

き

た

わ

い

は

く

せ

っ

べ

ん

し

ん

し

ん

韓

の

南

に

在

り

、

亦

、

十

有

二

国

。

そ

の

南

は

か

ん

み

な

み

あ

ま

た

ゆ

う

こ

く

み

な

み

倭

と

接

す

。

凡

そ

七

十

八

国

、

伯

済

は

是

そ

の

わ

せ

っ

お

よ

こ

く

は

く

さ

い

こ

れ

一

国

か

。

こ

く

こ

の

記

述

か

ら

、

い

わ

ゆ

る

馬

韓

と

称

さ

れ

る

国

は

西

方

に

位

置

し

、

辰

韓

・

弁

辰

と

も

に

馬

韓

の

東

側

に

存

在

し

た

こ

と

は

定

説

位

置

づ

け

と

同

断

、

た

だ

し

、

位

置

づ

け

る

場

所

は

全

く

異

な

る

。

即

ち

遼

寧

海

城

県

以

南

地

区

に

そ

れ

ぞ

れ

置

い

て

み

て

ゆ

か

か

い

じ

ょ

う

け

ん

ね

ば

な

ら

な

い

。

で

は

、

海

城

以

南

の

遼

東

半

島

方

面

へ

、

こ

れ

等

の

三

韓

を

ど

の

様

に

位

置

づ

け

て

判

断

す

る

こ

と

が

で

き

る

で

あ

ろ

う

か

。

先

ず

、

三

韓

中

、

最

も

大

き

い

と

い

わ

れ

る

馬

韓

で

あ

る

が

、

馬

韓

は

千

山

々

脈

以

西

の

遼

東

湾

を

臨

む

方

角

、

そ

し

て

、

弁

韓

・

辰

韓

は

そ

の

馬

韓

の

東

側

で

鳳

城

・

寛

甸

・

石

城

な

ど

靉

河

流

域

及

び

鴨

緑

江

下

流

域

に

沿

っ

た

黄

海

に

臨

む

側

と

な

る

。
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し

か

し

、

馬

韓

領

は

五

十

四

国

を

有

す

と

い

う

こ

と

か

ら

判

断

す

る

と

、

或

い

は

そ

の

領

域

を

若

干

拡

大

し

て

捉

え

ね

ば

な

る

ま

い

。

そ

の

時

、

千

山

々

脈

の

東

側

の

硝

子

河

・

大

洋

河

流

域

一

帯

地

区

ま

で

入

し

ょ

う

し

が

わ

た

い

よ

う

が

わ

る

こ

と

に

な

ろ

う

か

。

も

っ

と

も

、

大

き

い

と

い

っ

て

も

、

韓

全

域

で

方

四

千

里

が

せ

い

ぜ

い

で

あ

る

。

ほ

う

よ

ん

せ

ん

り

こ

ゝ

で

、

「

方

四

千

里

」

に

つ

い

て

少

し

く

説

明

し

て

お

き

た

い

。

中

国

古

代

史

の

記

す

と

こ

ろ

に

拠

る

と

、

『

漢

書

』

顔

師

古

の

注

「

規

方

千

里

・

則

ち

が

ん

し

こ

四

面

二

千

里

」

、

又

、

『

中

国

古

代

史

』

中

に

「

方

四

千

里

は

即

ち

四

面

二

千

里

」

と

あ

る

。

つ

ま

り

、

表

示

さ

れ

た

距

離

数

の

二

分

の

一

が

一

周

の

実

数

で

あ

り

、

一

辺

は

表

示

数

の

八

分

の

一

が

距

離

数

と

な

る

。

一

般

に

い

わ

れ

て

い

る

如

く

そ

の

国

の

境

界

を

一

周

し

た

距

離

数

で

は

な

い

。

で

は

、

こ

の

里

数

を

３

世

紀

頃

の

尺

度

で

判

断

し

て

み

る

と

、

周

囲

全

体

で

７

５

０

粁

前

後

、

一

辺

の

長

さ

が

１

８

７

粁

ほ

ど

と

な

る

。
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さ

て

、

こ

の

粁

数

程

度

な

ら

ば

、

遼

東

湾

に

臨

む

営

口

市

か

ら

遼

寧

東

部

の

靉

河

流

域

乃

至

は

蒲

石

河

あ

い

が

な

い

し

ほ

せ

き

が

わ

流

域

あ

た

り

ま

で

で

あ

り

、

現

在

の

鴨

緑

江

流

域

ま

で

到

達

し

な

い

距

離

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

遼

東

半

島

内

で

十

分

収

ま

り

の

つ

く

里

数

と

い

う

こ

と

に

な

る
。

一

口

に

遼

東

半

島

と

い

っ

て

も

、

我

が

国

の

九

州

く

ら

い

の

大

き

さ

は

あ

る

。

と

こ

ろ

で

、

前

掲

「

韓

伝

」

の

一

文

「

馬

韓

と

弁

韓

の

南

が

と

も

に

倭

に

接

す

」

と

い

う

こ

と

を

記

憶

し

て

お

い

て

貰

い

た

い

。

こ

の

こ

と

は

後

節

に

於

い

て

、

極

め

て

重

要

な

意

味

を

持

っ

て

く

る

故

に

、

で

あ

る

。

な

お

辰

韓

の

北

に

接

し

て

い

る

「

穢

貊

」

で

わ

い

は

く

あ

る

が

、

こ

れ

は

既

述

し

た

如

く

、

漢

の

楽

浪

郡

域

で

あ

り

、

後

に

高

句

麗

が

「

慶

州

」

と

称

し

た

今

の

遼

寧

寛

甸

県

で

あ

り

、

南

古

河

周

辺

一

帯

地

区

が

い

な

ん

こ

が

わ

わ

ゆ

る

「

古

の

穢

貊

の

地

」

で

あ

る

。

い

に

し

え

『

遼

史

地

理

志

』

に

拠

る

と

、

遼

陽

府

の

統

轄

す
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る

州

府

軍

城

内

に

「

辰

州

」

と

称

す

も

の

が

あ

り

、

こ

の

「

辰

州

」

に

つ

い

て

左

の

如

く

記

し

て

い

る

。

「

辰

州

、

奉

国

軍

、

節

度

。

本

高

麗

蓋

牟

城

。

唐

太

宗

會

李

世

勣

攻

破

蓋

牟

城

、

即

此

。

渤

海

改

為

蓋

州

、

又

改

辰

州

、

以

辰

韓

得

名

。

…

」

辰

州

奉

国

軍

節

度

、

も

と

高

麗

の

蓋

牟

城

な

し

ん

し

ゅ

う

ほ

う

こ

く

ぐ

ん

せ

つ

と

こ

う

ら

い

げ

ま

じ

ょ

う

り

。

唐

の

太

宗

、

李

世

勣

と

会

し

、

攻

め

て

蓋

と

う

た

い

そ

う

り

せ

い

せ

き

か

い

せ

げ

牟

城

を

破

る

は

則

ち

こ

ゝ

な

り

。

渤

海

は

改

め

ま

じ

ょ

う

や

ぶ

す

な

わ

ぼ

っ

か

い

あ

ら

た

て

蓋

州

と

な

し

、

又

、

辰

州

と

改

む

。

辰

韓

を

が

い

し

ゅ

う

ま

た

し

ん

し

ゅ

う

あ

ら

た

し

ん

か

ん

以

て

名

を

得

た

り

。

も

っ

な

え

渤

海

、

遼

代

の

「

蓋

州

・

辰

州

」

と

は

、

も

と

高

句

麗

の

「

蓋

牟

城

」

で

あ

り

、

か

つ

て

、

唐

の

太

宗

の

高

句

麗

征

伐

の

折

、

遼

東

道

行

軍

大

総

管

李

勣

と

り

せ

き

共

に

攻

め

て

撃

破

し

た

「

蓋

牟

城

」

と

は

、

即

ち

こ

ゝ

で

あ

っ

た

と

い

い

、

又

、

「

辰

州

」

と

改

名

し

た

理

由

は

、

「

辰

韓

の

地

」

に

因

ん

で

ゞ

あ

る

と

い

う
。
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い

う

と

こ

ろ

の

「

蓋

牟

・

蓋

馬

」

に

つ

い

て

は

前

げ

ま

げ

ま

述

し

た

如

く

、

現

在

の

遼

寧

省

賽

馬

県

で

あ

る

。

西

さ

い

ま

け

ん

に

摩

天

嶺

を

控

え

た

天

険

の

要

塞

で

あ

り

、

旧

満

州

ま

て

ん

れ

い

て

ん

け

ん

国

時

代

に

も

こ

ゝ

は

重

要

市

街

地

と

さ

れ

た

。

簡

単

に

い

え

ば

、

こ

ゝ

に

古

の

辰

韓

が

存

在

し

た

の

で

、

か

く

附

名

し

た

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

な

お

、

こ

の

「

辰

州

・

蓋

州

」

と

い

う

名

称

は

、

金

・

元

・

明

代

に

は

「

熊

岳

城

・

湯

池

堡

」

と

併

せ

て

現

在

の

場

所

と

う

ち

ほ

へ

移

動

さ

れ

遼

寧

省

蓋

平

県

・

今

は

蓋

県

と

し

て

名

が

い

け

ん

を

留

め

て

い

る

。

さ

て

、

渤

海

・

遼

代

に

於

け

る

「

辰

州

」

の

地

は
、

か

つ

て

の

「

辰

韓

」

の

地

で

も

あ

っ

た

こ

と

か

ら

か

く

附

名

し

た

と

い

う

以

上

、

本

論

で

「

前

三

韓

」

の

所

在

地

を

、

遼

東

半

島

方

面

と

看

做

し

た

こ

と

は

正せ

い

鵠

を

得

て

い

る

と

い

う

べ

き

で

あ

ろ

う

。

こ

く

又

、

『

金

史

巻

八

十

列

伝

第

十

八

』

中

に

次

の

様

な

記

述

が

み

ら

れ

る

。

こ

の

記

述

中

か

ら

も

、

「

韓
」

の

所

在

地

が

何

処

で

あ

っ

た

か

が

窺

い

知

れ

る

の

で

う

か

が
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あ

る

。「

蘇

・

復

州

叛

、

衆

至

十

萬

。

旁

近

女

直

皆

保

太

尉

胡

沙

家

、

築

塁

為

固

。

告

急

於

阿

里

。

阿

里

赴

之

、

内

外

合

撃

之

、

破

其

衆

於

闢

離

密

罕

水

上

、

勦

殺

幾

盡

、

水

為

之

不

流

。

蒲

離

古

胡

汁

吉

水

・

馬

韓

島

凡

十

余

戦

、

破

数

十

萬

衆

。

契

丹

・

奚

人

聚

舟

千

艘

、

将

入

于

海

。

阿

里

以

二

十

七

舟

邀

之

、

中

流

矢

、

臥

舟

中

、

中

夜

始

蘇

。

敵

船

已

入

王

家

島

、

即

夜

取

海

路

追

及

之
。

…

」蘇

、

復

州

叛

し

、

衆

十

萬

至

る

。

旁

ら

は

女

そ

ふ

く

し

ゅ

う

は

ん

し

ゅ

う

じ

ゅ

う

ま

ん

い

た

か

た

わ

ら

じ

ょ

る

直

に

近

く

、

み

な

大

尉

胡

沙

家

を

保

ち

、

塁

を

ち

ん

ち

か

だ

い

い

こ

さ

け

た

も

る

い

築

き

て

固

め

と

な

す

。

急

を

阿

里

に

告

ぐ

、

阿

き

ず

か

た

き

ゅ

う

あ

り

つ

あ

里

こ

れ

に

赴

き

、

内

外

合

し

て

之

を

撃

ち

、

そ

り

お

も

む

な

い

が

い

が

っ

こ

れ

う

の

衆

を

闢

離

密

罕

水

の

上

に

破

り

、

勦

殺

し

て

し

ゅ

う

ひ

り

み

か

す

い

ほ

と

り

や

ぶ

そ

う

さ

つ

幾

ど

を

尽

く

す

。

水

こ

れ

が

為

に

流

れ

ず

。

蒲

ほ

と

ん

つ

く

み

ず

た

め

な

が

ふ

離

古

胡

汁

吉

水

、

馬

韓

島

に

凡

そ

十

余

戦

し

、

り

く

こ

じ

ゅ

き

つ

す

い

ば

か

ん

と

う

お

よ

じ

ゅ

う

よ

せ

ん

数

十

萬

の

衆

を

破

る

。

契

丹

・

奚

人

ら

、

舟

千

す

う

じ

ゅ

う

ま

ん

し

ゅ

う

や

ぶ

き

っ

た

ん

け

い

じ

ん

ふ

ね

せ

ん
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艘

を

聚

め

、

ま

さ

に

海

に

入

ら

ん

と

す

。

阿

里

そ

う

あ

つ

う

み

は

い

あ

り

二

十

七

舟

を

以

て

之

を

邀

え

、

流

矢

に

中

り

舟

し

ゅ

う

も

っ

こ

れ

む

か

り

ゅ

う

し

あ

た

し

ゅ

う

中

に

臥

し

、

中

夜

始

め

て

蘇

る

。

敵

船

す

で

に

ち

ゅ

う

が

ち

ゅ

う

や

は

じ

よ

み

が

え

て

き

せ

ん

王

家

島

に

入

る

。

即

ち

夜

、

海

路

を

取

り

追

っ

お

う

け

と

う

は

い

す

な

わ

よ

る

か

い

ろ

と

お

て

之

に

及

ぶ

。

…

こ

れ

お

よ

こ

の

記

述

は

、

金

帝

国

抬

頭

の

初

期

、

旧

遼

朝

の

残

党

達

が

蘇

州

即

ち

現

在

の

遼

寧

省

復

州

及

び

新

金

し

ん

き

ん

方

面

に

拠

っ

て

乱

を

起

こ

し

た

為

、

金

の

将

阿

里

が

残

党

征

伐

を

行

っ

た

こ

と

を

記

録

し

た

も

の

で

あ

る
。

そ

の

こ

と

自

体

は

別

段

何

の

異

と

す

る

も

の

で

は

な

い

が

、

留

意

せ

ね

ば

な

ら

な

い

重

要

な

個

所

が

存

在

す

る

。

即

ち

、

金

将

阿

里

が

契

丹

の

残

党

を

「

闢

離

密

罕

水

」

の

上

で

撃

破

し

、

さ

ら

に

追

討

し

「

蒲

離

ほ

と

り

古

胡

汁

吉

水

」

と

「

馬

韓

島

」

に

於

い

て

殆

ど

を

討

ほ

と

ん

伐

し

た

と

伝

え

て

い

る

部

分

で

あ

る

。

「

闢

離

密

罕

水

」

と

は

、

明

代

に

「

闢

離

河

」

と

ひ

り

み

か

す

い

呼

ば

れ

た

現

在

の

遼

東

半

島

南

端

の

「

碧

流

河

」

で

へ

き

り

ゅ

う

が

わ

あ

り

、

又

、

「

蒲

離

古

胡

水

」

と

は

現

在

の

「

復

州

ふ

り

く

こ

す

い

ふ

く

し

ゅ

う
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河

」

で

あ

る

。

つ

ま

り

、

「

碧

流

河

」

で

敵

を

撃

破

が

わ
し

、

さ

ら

に

逃

げ

た

残

党

を

「

復

州

河

」

ま

で

追

い
、

又

、

「

馬

韓

島

」

と

称

す

所

に

於

い

て

撃

滅

し

た

と

い

う

わ

け

で

あ

る

。

問

題

は

こ

の

「

馬

韓

島

」

で

あ

る

。

「

復

州

河

」

か

ら

逃

れ

て

辿

り

つ

け

る

島

、

こ

れ

を

か

く

称

し

て

い

る

。

そ

の

時

、

そ

の

島

と

は

復

州

河

々

口

、

復

州

湾

に

存

在

す

る

「

長

興

島

」

を

指

称

し

た

も

の

で

あ

っ

た

こ

と

に

な

る

。

他

は

そ

の

南

側

の

「

西

中

島

」

せ

い

ち

ゅ

う

と

う

し

か

存

在

し

な

い

。

こ

ゝ

で

は

多

分

に

「

長

興

島

」

を

指

し

て

い

る

も

の

と

判

断

し

て

お

く

。

さ

て

、

１

２

世

紀

初

頭

、

金

代

に

こ

の

島

を

馬

韓

島

と

称

し

て

い

た

こ

と

は

、

か

つ

て

、

復

州

湾

周

辺

ま

で

馬

韓

領

域

が

及

ん

で

い

た

こ

と

の

一

つ

の

証

左

と

な

る

筈

で

あ

る

。

で

は

、

大

凡

で

は

あ

る

が

、

三

お

お

よ

そ

韓

そ

れ

ぞ

れ

の

領

域

と

看

做

せ

る

範

囲

を

略

示

し

て

み

よ

う

。

遼

寧

省

営

口

・

石

城

以

南

地

区

に

「

韓

」

の

領

域

は

推

定

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

筈

で

あ

る

。

再
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度

、

繰

り

返

す

様

で

あ

る

が

、

い

わ

ゆ

る

古

朝

鮮

の

所

在

地

が

遼

河

及

び

渾

河

流

域

一

帯

か

ら

、

吉

林

省

方

面

に

か

け

て

で

あ

り

、

そ

の

地

域

内

の

遼

河

流

域

を

中

心

と

す

る

方

面

に

楽

浪

郡

が

設

置

さ

れ

、

後

に
、

そ

の

南

部

区

域

が

分

置

さ

れ

帯

方

郡

と

な

っ

た

以

上
、

前

三

韓

は

当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

現

在

の

遼

東

半

島

方

面

に

存

在

し

た

こ

と

に

な

る

。

図

＝

三

韓

所

在

略

図

08
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と

こ

ろ

で

、

最

近

、

我

が

国

の

史

家

の

中

に

も

、

「

漢

帝

国

の

古

代

朝

鮮

支

配

と

郡

県

設

置

は

遼

東

方

面

ら

し

く

、

現

朝

鮮

半

島

方

面

へ

の

支

配

権

確

立

の

過

程

に

ま

で

は

至

っ

て

な

か

っ

た

様

で

あ

る

」

と

し

な

が

ら

も

、

こ

と

、

前

三

韓

及

び

高

句

麗

・

百

済

・

新

羅

三

国

鼎

立

期

の

史

実

に

な

る

と

、

こ

れ

等

を

現

半

島

に

位

置

づ

け

て

語

る

矛

盾

を

お

か

し

て

い

る

。

既

述

し

た

如

く

、

高

句

麗

の

全

盛

時

の

於

け

る

舞

台

は

、

旧

満

州

・

内

蒙

東

部

か

ら

河

北

々

部

周

辺

に

か

け

て

で

あ

り

、

又

、

百

済

は

帯

方

郡

轄

の

馬

韓

の

地

を

舞

台

と

し

て

抬

頭

し

発

展

し

た

の

で

あ

る

。

現

朝

鮮

半

島

方

面

に

楽

浪

・

帯

方

等

の

郡

が

存

在

し

な

か

っ

た

以

上

、

こ

れ

等

の

古

代

国

家

群

の

抬

頭

割

拠

の

場

で

も

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

倒

行

逆

施

的

の

感

な

き

に

し

も

あ

ら

ず

。

達

識

の

判

断

を

冀

た

っ

し

き

こ

い

ね

が

う

次

第

で

あ

る

。
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八

、

倭

に

つ

い

て

本

論

の

前

半

に

於

い

て

、

一

見

、

そ

れ

ぞ

れ

に

関

連

な

さ

そ

う

に

思

わ

れ

る

事

柄

を

、

曲

折

を

経

な

が

ら

述

べ

て

き

た

が

、

そ

れ

ら

は

全

て

「

倭

」

と

総

称

さ

れ

る

所

在

方

面

を

把

握

す

る

為

に

は

欠

か

す

こ

と

の

出

来

な

い

重

要

事

な

の

で

あ

る

。

旧

来

、

そ

れ

ら

の

個

々

の

史

実

の

転

倒

誤

認

が

、

「

倭

即

イ

コ

ー

ル

古

代

日

本

」

と

い

う

一

つ

の

幻

覚

を

生

じ

せ

し

め

、

幻

覚

的

史

観

を

以

て

い

わ

ゆ

る

「

倭

人

伝

」

と

称

す

雑

記

文

に

取

り

組

ん

で

い

る

故

、

古

代

日

本

の

或

時

期

の

史

的

エ

ピ

ソ

ー

ド

と

看

做

し

て

る

割

に

は

、

納

得

の

ゆ

く

結

論

の

出

ぬ

ま

ま

数

世

紀

を

費

や

し

て

し

ま

っ

た

所

以

と

い

え

る

。

冒

頭

に

い

い

置

い

た

如

く

、

過

去

の

権

威

と

称

さ
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れ

し

人

々

の

打

ち

建

て

た

説

に

依

拠

し

て

、

こ

の

種

の

問

題

に

取

り

組

ん

で

ゆ

く

以

上

、

今

後

も

結

論

を

見

ぬ

ま

ゝ

世

紀

を

過

ご

し

て

し

ま

う

で

あ

ろ

う

。

歴

史

家

は

常

に

体

制

に

迎

合

し

擁

護

さ

れ

る

こ

と

を

望

み

、

ひ

と

た

び

権

力

に

擁

護

さ

れ

権

威

と

称

さ

れ

る

立

場

に

立

つ

と

、

体

制

に

有

利

な

史

的

展

開

を

叙

述

す

る

の

み

に

留

ま

る

。

そ

の

内

容

が

如

何

な

る

も

の

で

あ

ろ

う

と

、

そ

れ

は

問

う

と

こ

ろ

で

は

な

く

な

り
、

彼

等

の

説

く

と

こ

ろ

が

正

当

性

を

帯

び

て

定

着

し

て

ゆ

く

。

そ

の

最

も

尤

な

る

も

の

が

、

本

論

の

前

半

で

検

討

ゆ

う

し

て

き

た

歴

史

的

事

実

の

解

釈

で

あ

る

。

改

竄

・

偽

造

・

歪

曲

・

転

倒

し

た

歴

史

解

釈

の

知

識

を

以

て

正

説

と

看

做

し

、

そ

の

う

え

で

、

俗

称

「

倭

人

伝

」

に

取

り

組

ん

で

い

る

わ

け

で

あ

る

。

だ

が

、

前

提

と

も

な

る

知

識

が

幻

想

錯

覚

の

類

な

の

で

あ

る

か

ら

、

倭

た

ぐ

い

人

伝

の

解

釈

も

又

、

そ

の

範

疇

を

こ

え

る

も

の

で

は

は

ん

ち

ゅ

う

な

い

。
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さ

て

、

そ

れ

で

は

、

こ

れ

ま

で

に

検

討

し

直

し

て

き

た

と

こ

ろ

を

知

識

と

し

て

、

倭

人

伝

が

示

す

「

倭
」

と

は

何

処

を

指

称

し

た

の

か

を

探

っ

て

み

よ

う

。

旧

来

、

こ

の

種

の

研

究

家

が

為

し

て

い

る

と

同

断

、

伝

文

一

字

一

句

を

複

雑

に

捏

ね

回

す

必

要

が

あ

る

か

否

こ

ま

わ

か

、

我

が

国

古

代

の

史

実

で

な

か

っ

た

と

す

れ

ば

、

内

容

文

の

く

ど

く

ど

し

た

解

釈

は

必

要

が

な

く

な

る

筈

で

あ

る

。

韓

伝

が

記

す

倭

国

先

に

、

三

韓

の

所

在

推

測

の

折

、

「

是

非

、

記

憶

に

留

め

て

お

い

て

貰

い

た

い

」

と

い

い

置

い

た

が

、

こ

ゝ

で

そ

の

部

分

の

解

釈

を

ほ

ど

こ

し

て

ゆ

こ

う

。

『

後

漢

書

東

夷

伝

』

中

の

「

韓

伝

」

の

そ

の

部

分

を

更

め

て

左

に

付

し

て

ゆ

こ

う

。
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「

馬

韓

在

西

、

有

五

十

四

国

、

其

北

與

楽

浪

、

南

與

倭

接

。

…

…

中

簡

略

…

…

弁

辰

在

弁

韓

之

南

、

亦

十

有

二

国

、

其

南

亦

與

倭

接

。
」

馬

韓

は

西

に

在

り

、

五

十

四

国

を

有

す

、

そ

ば

か

ん

に

し

あ

こ

く

ゆ

う

の

北

は

楽

浪

と

南

は

倭

と

接

す

。

…

中

略

…

弁

き

た

ら

く

ろ

う

わ

せ

っ

べ

ん

辰

は

辰

韓

の

南

に

在

り

、

亦

、

十

有

二

国

、

そ

し

ん

し

ん

か

ん

み

な

み

あ

ま

た

ゆ

う

こ

く

の

南

、

亦

、

倭

と

接

す

。

み

な

み

ま

た

わ

せ

っ

こ

ゝ

で

重

要

な

個

所

は

、

「

馬

韓

の

南

も

、

弁

辰

の

南

も

共

に

倭

と

接

し

て

い

る

」

と

い

う

事

実

で

あ

る

。

旧

来

一

般

に

定

説

と

す

る

と

こ

ろ

で

は

、

こ

れ

等

の

韓

国

を

現

在

の

韓

国

方

面

に

位

置

づ

け

て

眺

め

て

い

る

為

、

こ

の

「

接

」

の

字

義

の

解

釈

を

等

閑

に

と

う

か

ん

付

す

か

、

或

い

は

曲

解

せ

ざ

る

を

得

な

い

傾

向

に

あ

ふる

。

こ

の

う

ち

曲

解

の

部

類

に

属

す

も

の

が

、

韓

の

南

に

「

接

」

の

意

を

、

ど

の

様

に

こ

じ

つ

け

た

の

か

知

る

べ

く

も

な

い

が

、

現

在

の

我

が

国

の

北

九

州

辺

に

持

ち

込

ん

で

説

明

し

て

い

る

類

で

あ

ろ

う

。
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だ

が

、

そ

の

様

に

解

釈

し

附

会

を

為

し

て

い

る

向

ふ

か

い

も

、

次

の

一

文

は

ど

の

様

に

弁

明

す

る

で

あ

ろ

う

か
。

『

三

国

志

魏

書

韓

伝

』

の

左

の

一

文

を

で

あ

る

。

「

弁

辰

與

辰

韓

雑

居

、

亦

有

城

郭

。

衣

服

居

處

與

辰

韓

同

。

言

語

法

俗

相

似

、

祠

祭

鬼

神

有

異
、

施

竈

皆

在

戸

西

、

其

涜

廬

国

與

倭

接

界

。
」

弁

辰

は

辰

韓

と

雑

居

す

、

亦

、

城

郭

あ

り

。

べ

ん

し

ん

し

ん

か

ん

ざ

っ

き

ょ

ま

た

じ

ょ

う

か

く

衣

服

居

処

は

辰

韓

と

同

じ

。

言

語

法

俗

相

似

た

い

ふ

く

き

ょ

し

ょ

し

ん

か

ん

お

な

げ

ん

ご

ほ

う

ぞ

く

あ

い

に

り

、

鬼

神

を

祠

祭

す

る

も

異

な

る

あ

り

、

施

竈

き

し

ん

し

さ

い

こ

と

し

そ

う

み

な

戸

の

西

に

在

り

、

そ

の

涜

廬

国

は

倭

と

界

と

に

し

あ

と

く

ろ

こ

く

わ

か

い

を

接

す

。

せ

っ

こ

の

記

述

で

最

も

重

視

せ

ね

ば

な

ら

な

い

個

所

は

末

尾

の

「

そ

の

涜

廬

国

は

倭

と

界

を

接

す

」

と

い

う

所

で

あ

る

。

「

界

接

」

と

い

う

状

態

は

、

即

ち

「

不ふ

可

分

」

な

状

態

を

指

し

、

何

等

か

の

も

の

を

介

在

さ

か

ぶ

ん

か

い

ざ

い

せ

た

双

方

を

「

界

接

」

と

は

表

記

し

な

い

の

で

あ

る
。
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ち

な

み

に

、

こ

の

「

接

」

の

字

義

を

『

漢

字

の

語

源

』

中

に

て

調

べ

て

み

る

と

、

そ

の

音

は

「

妾

」

で

し

ょ

う

意

は

「

執

る

」

で

あ

り

、

こ

れ

の

延

長

的

解

釈

が

と

「

交

わ

る

・

従

ぐ

・

着

く

」

な

ど

で

あ

る

。

故

に

ま

じ

つ

つ

「

界

接

」

と

は

、

境

界

と

境

界

・

国

土

と

国

土

の

一

部

が

地

続

き

で

あ

っ

た

状

態

を

い

う

も

の

で

あ

る

。

さ

て

、

こ

れ

等

「

接

・

界

接

」

の

意

か

ら

勘

案

す

る

な

ら

ば

、

馬

韓

領

の

南

界

と

弁

辰

即

ち

弁

韓

領

の

南

界

は

、

共

に

「

倭

」

と

い

わ

れ

た

国

と

地

続

き

の

状

態

で

あ

っ

た

こ

と

が

分

か

る

わ

け

で

あ

る

。

こ

の

辺

の

意

味

を

、

旧

来

史

家

達

は

ど

の

様

に

解

釈

し

て

い

る

の

か

、

吾

人

は

不

勉

強

に

し

て

余

り

聞

知

し

て

い

な

い

。

で

は

、

か

く

い

う

「

倭

」

と

は

、

一

体

、

何

処

に

存

在

し

て

た

の

で

あ

ろ

う

か

、

少

し

く

考

察

を

付

し

て

み

よ

う

。

先

ず

馬

韓

領

に

つ

い

て

で

あ

る

が

、

こ

れ

は

先

に

図

示

し

た

如

く

、

遼

寧

海

城

以

南

も

し

く

は

営

口

市

以

南

地

区

、

又

、

弁

韓

領

は

石

頭

城

以

南

せ

き

と

う

じ

ょ

う
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鴨

緑

江

下

流

域

に

沿

っ

た

一

帯

地

区

と

し

て

捉

え

た

わ

け

で

あ

る

。

だ

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の

南

界

が

倭

と

不

可

分

な

状

態

に

あ

っ

た

と

す

る

と

、

そ

の

領

域

の

南

界

に

も

自

ず

と

限

界

が

し

い

ら

れ

て

く

る

。

（

注

―

「

石

頭

城

」

の

現

在

名

は

「

石

城

」

）

又

、

先

に

『

金

史

』

中

の

記

述

に

於

い

て

、

現

在

の

復

州

湾

に

存

在

す

る

長

興

島

を

「

馬

韓

島

」

と

称

し

て

い

た

こ

と

と

考

え

合

わ

せ

る

な

ら

ば

、

馬

韓

の

南

界

は

「

復

州

湾

」

又

は

「

普

蘭

店

湾

」

一

帯

地

区

ふ

ら

ん

て

ん

わ

ん

と

捉

え

ら

れ

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

又

、

弁

韓

の

南

界

は

現

在

の

「

丹

東

市

・

龍

王

廟

」

辺

り

に

求

め

た

ん

と

ん

し

り

ゅ

う

お

う

び

ょ

う

あ

た

る

こ

と

が

可

能

か

と

思

惟

す

る

。

さ

て

、

こ

の

様

に

推

測

し

て

く

る

と

、

い

わ

ゆ

る

「

韓

伝

」

が

い

う

と

こ

ろ

の

「

界

接

」

す

る

「

倭

」

と

は

、

数

多

の

島

嶼

を

抱

え

渤

海

々

峡

か

ら

黄

海

に

あ

ま

た

と

う

し

ょ

面

し

た

遼

東

半

島

最

南

端

と

看

做

す

こ

と

が

可

能

と

な

る

筈

で

あ

る

。

即

ち

現

在

の

旅

大

市

地

区

と

丹

東

り

ょ

だ

い

し

市

地

区

の

最

南

辺

の

地

に

「

倭

」

を

求

め

る

こ

と

に
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な

ろ

う

。

或

い

は

そ

れ

以

南

の

現

朝

鮮

半

島

方

面

も

含

ま

れ

よ

う

か

、

こ

れ

は

後

に

考

察

し

て

み

よ

う

。

一

応

、

「

韓

伝

」

が

い

う

「

倭

」

を

こ

の

様

に

捉

え

て

判

断

す

れ

ば

、

『

漢

書

地

理

志

燕

地

条

』

が

記

す

一

文

が

肯

け

て

く

る

。

即

ち

、

「

楽

浪

海

中

に

倭

人

あ

り

…

」

で

あ

る

。

こ

の

「

楽

浪

海

」

に

つ

い

て

は

、

旧

来

、

余

り

ふ

れ

ら

れ

て

い

な

い

様

だ

が

、

こ

れ

は

遼

東

湾

の

古

時

の

或

時

期

の

名

称

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

楽

浪

郡

そ

の

も

の

が

、

か

つ

て

遼

河

流

域

一

帯

か

ら

遼

寧

東

部

方

面

に

存

在

し

た

こ

と

と

考

え

合

わ

せ

れ

ば

当

然

の

称

で

あ

る

。

こ

の

「

楽

浪

海

」

を

通

し

て

、

い

わ

ゆ

る

倭

の

交

易

経

済

活

動

が

営

ま

れ

て

い

た

と

い

う

記

述

も

肯

け

て

く

る

。

と

こ

ろ

で

、

前

記

の

「

韓

伝

」

中

に

記

載

さ

れ

て

る

弁

韓

十

有

二

国

中

の

一

国

で

あ

る

「

涜

廬

国

」

を
、

と

く

ろ

こ

く

現

韓

国

の

慶

尚

南

道

に

存

在

す

る

「

巨

済

島

」

と

看

做

し

て

語

る

向

も

い

る

が

、

果

た

し

て

如

何

か

。

漢

の

楽

浪

・

帯

方

が

存

在

せ

ぬ

以

上

、

こ

の

「

涜

廬

国
」
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に

限

ら

ず

、

前

三

韓

も

存

在

し

な

か

っ

た

こ

と

に

な

る

。

前

言

し

た

如

く

、

ま

さ

に

「

倒

行

逆

施

的

史

観
」

と

な

る

傾

向

な

ら

ず

や

。

そ

れ

は

さ

て

お

き

、

こ

れ

ま

で

の

所

の

結

果

を

纏ま

と

め

て

略

示

し

て

み

る

と

次

の

如

く

に

な

る

は

ず

で

あ

る

。

こ

の

位

置

図

を

以

て

、

『

山

海

経

海

内

北

経

』

せ

ん

が

い

き

ょ

う

か

い

だ

い

ほ

っ

き

ょ

う

中

の

一

文

が

理

解

さ

れ

て

く

る

。

即

ち

「

蓋

国

伝

」

が

い

こ

く

で

ん

に

次

の

如

く

記

さ

れ

て

い

る

。

「

蓋

國

、

懿

行

案

魏

志

東

夷

傳

云

、

東

沃

沮

在

高

句

麗

蓋

馬

大

山

之

東

。

後

漢

書

東

夷

傳

同

李

賢

注

云

、

蓋

馬

懸

名

、

属

玄

菟

郡

。

今

案

蓋

馬

疑

本

蓋

國

地

。

在

鉅

燕

南

倭

北

、

倭

属

燕

。
」

蓋

国

、

懿

行

、

魏

志

東

夷

伝

を

案

じ

て

い

わ

が

い

こ

く

い

こ

う

ぎ

し

と

う

い

で

ん

あ

ん

く

「

東

沃

沮

は

高

句

麗

の

蓋

馬

大

山

の

東

に

在

ひ

が

し

よ

そ

こ

う

く

り

げ

ま

た

い

ざ

ん

ひ

が

し

あ

り

。
」

後

漢

書

東

夷

伝

、

李

賢

の

注

に

同

じ

く

ご

か

ん

じ

ょ

と

う

い

で

ん

り

け

ん

ち

ゅ

う

云

う

「

蓋

馬

は

県

名

、

玄

菟

郡

に

属

す

。

今

、

い

げ

ま

け

ん

め

い

げ

ん

と

ぐ

ん

ぞ

く

い

ま

蓋

馬

を

案

ず

る

に

、

疑

う

ら

く

は

、

も

と

蓋

国

げ

ま

あ

ん

う

た

が

が

い

こ

く
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の

地

な

ら

ん

。

鉅

燕

の

南

、

倭

の

北

に

在

り

、

ち

き

ょ

え

ん

み

な

み

わ

き

た

あ

倭

は

燕

に

属

す

。
」

わ

え

ん

ぞ

く

（

注

―

「

懿

行

」

は

清

朝

中

国

の

学

者

。
）

こ

の

「

蓋

馬

」

に

つ

い

て

は

既

述

し

た

の

で

、

く

げ

ま

・

が

い

ま

ど

く

と

し

い

説

明

は

省

く

。

即

ち

漢

代

の

「

玄

菟

郡

西

蓋

馬

県

」

の

謂

で

、

遼

寧

省

の

摩

天

嶺

の

東

側

に

い

い

存

在

す

る

「

賽

馬

県

」

で

あ

る

。

さ

い

ま

け

ん

（

注

―

西

暦

１

３

６

年

以

後

の

玄

菟

郡

は

、

瀋

陽

お

よ

び

遼

陽

を

中

心

と

す

る

一

帯

。
）

さ

て

、

最

も

重

要

な

個

所

を

解

釈

す

る

と

、

漢

代

の

蓋

馬

・

高

句

麗

の

蓋

馬

城

、

こ

れ

は

古

の

「

蓋

国
」

と

称

さ

れ

た

所

ら

し

い

と

い

う

。

そ

の

所

在

は

「

鉅

燕

の

南

、

倭

の

北

に

在

り

、

倭

は

燕

に

属

す

」

と

い

う

。

な

お

、

鉅

燕

の

「

鉅

」

で

あ

る

が

、

こ

れ

は

『

康

煕

字

典

』

に

よ

る

と

「

鉅

は

巨

で

、

意

は

大

に

だ

い

通

ず

」

で

あ

る

。

故

に

置

き

換

え

る

と

「

大

燕

」

と

つ

う

だ

い

え

ん

い

う

こ

と

に

な

る

。

即

ち

戦

国

期

に

於

け

る

邵

公

の

し

ょ

う

こ

う

燕

「

北

燕

」

の

謂

で

あ

る

。
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図

＝

倭

の

所

在

方

面

略

図

09

既

述

し

た

こ

と

で

あ

る

が

、

西

暦

前

３

０

０

年

早

々

、

燕

の

昭

王

は

秦

開

を

遣

わ

し

、

西

漸

勢

力

「

朝

せ

い

ぜ

ん
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鮮

」

を

伐

ち

、

遼

河

流

域

一

帯

の

経

略

に

着

手

し

た

う

わ

け

で

あ

る

。

そ

し

て

、

古

北

口

よ

り

遼

中

県

あ

る

こ

ほ

く

こ

う

り

ょ

う

ち

ゅ

う

け

ん

い

は

遼

陽

市

北

郊

あ

た

り

ま

で

塞

を

巡

ら

せ

た

と

い

う

。

実

際

の

支

配

権

は

凌

源

県

辺

ま

で

で

あ

っ

た

ら

り

ょ

う

げ

ん

け

ん

し

い

が

、

一

応

の

領

域

と

し

て

は

遼

河

・

渾

河

流

域

周

辺

ま

で

を

称

し

た

ら

し

い

。

さ

て

、

北

燕

の

「

大

燕

・

鉅

燕

」

た

る

所

以

は

、

ゆ

え

ん

こ

の

東

北

方

進

出

に

あ

っ

た

わ

け

で

あ

る

。

そ

こ

で
、

先

の

『

山

海

経

』

中

の

一

文

を

案

じ

て

み

る

と

、

い

わ

ゆ

る

「

蓋

国

は

、

大

燕

の

南

で

あ

り

、

か

つ

又

、

倭

の

北

方

に

位

置

し

て

存

在

し

た

」

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

前

掲

図

を

参

照

し

て

貰

い

た

い

。

「

蓋

国

・

蓋

馬

＝

賽

馬

」

は

、

燕

の

領

域

と

看

做

せ

る

遼

河

・

渾

河

流

域

よ

り

さ

ら

に

南

の

太

子

河

以

南

地

区

に

存

在

し

て

お

り

、

又

、

「

穢

貊

・

韓

」

の

北

で

も

あ

り
、

勿

論

、

「

倭

」

と

推

定

し

た

区

域

の

北

方

た

る

こ

と
、

論

ず

る

ま

で

も

な

い

。

即

ち

、

『

山

海

経

』

中

の

一

文

を

肯

け

る

と

し

た

所

以

で

あ

る

。
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な

お

、

こ

の

「

蓋

国

・

蓋

馬

」

を

現

在

の

朝

鮮

半

島

内

に

持

ち

込

ん

で

語

る

向

や

、

即

北

鮮

の

首

府

平

そ

く

壌

の

古

名

と

し

て

説

く

者

も

い

る

が

、

こ

の

様

な

当

て

ず

っ

ぽ

な

位

置

づ

け

を

さ

れ

る

と

、

中

国

側

の

史

書

や

地

理

志

等

の

既

述

の

全

て

が

誕

謾

化

さ

れ

る

恐

た

ん

ま

ん

か

れ

が

出

る

。

又

、

何

等

か

の

意

図

あ

っ

て

か

、

前

記

の

末

尾

を

「

蓋

国

は

鉅

燕

・

南

倭

北

倭

に

在

り

、

燕

に

属

す

」

な

ど

と

解

釈

し

、

「

鉅

燕

」

を

「

箕

子

朝

鮮

」

と

な

し

、

又

、

「

倭

」

に

は

「

南

倭

」

と

「

北

倭

」

が

存

在

し

た

と

説

き

話

を

混

乱

さ

せ

て

い

る

。

最

早

、

こ

う

な

る

と

、

批

判

す

る

に

言

葉

な

し

、

で

も

は

や

あ

る

。

魏

志

倭

人

之

条

が

記

す

倭

国

『

韓

伝

』

の

記

録

中

か

ら

、

韓

の

南

界

に

接

す

る

「

倭

」

を

以

上

の

如

く

捉

え

て

み

た

が

、

で

は

、

周
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知

の

「

倭

人

伝

」

と

称

す

記

録

か

ら

検

討

し

た

場

合
、

そ

の

所

在

に

つ

い

て

如

何

な

る

結

果

が

出

る

で

あ

ろ

う

か

。

次

に

、

い

う

所

の

「

倭

人

伝

」

の

既

述

を

考

察

し

て

み

よ

う

。

結

果

、

ほ

ゞ

、

同

様

の

推

測

が

で

き

れ

ば

、

後

は

そ

の

長

々

し

い

条

文

個

々

の

文

字

言

句

の

穿

鑿

を

す

る

馬

鹿

ら

し

さ

は

省

け

る

こ

と

に

な

せ

ん

さ

く

る

。

何

故

な

ら

ば

、

我

が

国

古

代

史

の

一

端

で

は

な

か

っ

た

こ

と

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。

先

ず

、

伝

中

文

の

冒

頭

、

倭

国

の

所

在

を

明

確

に

記

録

し

て

い

る

部

分

を

挙

げ

て

み

る

。

「

倭

人

在

帯

方

東

南

大

海

之

中

、

依

山

島

為

國

邑

。

舊

百

餘

國

、

漢

時

有

朝

見

者

、

今

使

驛

所

通

三

十

國

。

従

郡

至

倭

、

循

海

岸

水

行

、

歴

韓

國

、

乍

南

乍

東

、

到

其

北

岸

狗

邪

韓

國

、

七

千

餘

里

。

…

…

」

倭

人

は

帯

方

の

東

南

、

大

海

の

中

に

在

り

、

わ

じ

ん

た

い

ほ

う

と

う

な

ん

た

い

か

い

う

ち

あ

山

島

に

依

っ

て

国

邑

を

為

す

。

も

と

百

余

国

、

さ

ん

と

う

よ

こ

く

ゆ

う

な

ひ

ゃ

く

よ

こ

く
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漢

時

、

朝

見

す

る

者

あ

り

、

い

ま

、

使

驛

の

通

か

ん

じ

ち

ょ

う

け

ん

も

の

し

え

き

つ

う

ず

る

所

三

十

国

。

郡

よ

り

倭

に

至

る

に

、

海

岸

と

こ

ろ

こ

く

ぐ

ん

わ

い

た

か

い

が

ん

に

循

い

水

行

し

、

韓

国

を

歴

る

に

、

乍

ち

南

し

し

た

が

す

い

こ

う

か

ん

こ

く

へ

た

ち

ま

み

な

み

乍

ち

東

し

、

そ

の

北

岸

、

狗

邪

韓

国

に

至

る

、

た

ち

ま

ひ

が

し

ほ

く

が

ん

く

や

か

ん

こ

く

い

た

七

千

余

里

な

り

。

…

…

せ

ん

よ

り

こ

こ

で

、

早

く

も

「

倭

」

と

は

何

処

を

指

称

し

た

か

ゞ

明

確

に

記

録

さ

れ

て

い

る

。

し

か

も

、

で

あ

る
。

こ

の

冒

頭

文

中

に

い

う

「

倭

」

の

所

在

も

、

先

に

推

定

し

た

方

面

と

概

ね

の

と

こ

ろ

合

致

し

て

く

る

の

で

お

お

む

あ

る

。

以

下

、

冒

頭

文

の

解

釈

を

付

し

て

み

よ

う

。

「

倭

人

は

帯

方

の

東

南

、

大

海

の

中

に

在

り

」

の

「

帯

方

郡

」

と

は

、

既

述

し

た

如

く

、

遼

河

下

流

域

地

帯

か

ら

遼

東

半

島

方

面

に

置

か

れ

た

郡

で

あ

る

。

従

っ

て

、

こ

の

郡

の

「

東

南

大

海

の

中

」

と

い

え

ば

渤

海

々

峡

か

ら

黄

海

方

面

一

帯

の

謂

と

な

る

筈

で

あ

い

い

る

。そ

し

て

又

、

「

山

島

に

依

っ

て

国

邑

を

為

す

」

と
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い

え

ば

、

自

ず

と

所

在

は

限

定

さ

れ

て

く

る

で

あ

ろ

う

。

遼

東

半

島

南

端

周

辺

か

ら

現

西

朝

鮮

湾

一

帯

は

小

島

嶼

が

数

多

く

存

在

し

て

い

る

。

又

、

旧

満

鉄

助

役

で

あ

っ

た

故

鈴

木

貞

一

氏

の

説

に

拠

れ

ば

、

「

山

島

と

は

半

島

の

古

語

別

名

」

で

あ

っ

た

由

。

よ

し

な

お

、

こ

こ

で

少

し

く

話

が

逸

れ

る

が

、

古

語

の

そ

意

を

忘

れ

、

全

く

別

な

解

釈

で

納

得

し

て

い

る

例

は

我

が

国

に

も

数

多

く

存

在

す

る

。

こ

ゝ

に

、

一

つ

の

例

を

と

る

な

ら

ば

、

い

わ

ゆ

る

「

剣

」

を

「

つ

る

ぎ
」

け

ん

と

も

読

み

、

こ

の

「

つ

る

ぎ

」

と

は

「

両

刃

」

と

解

釈

し

、

「

太

刀

」

と

は

「

片

刃

」

と

解

す

る

が

如

き

が

そ

の

例

で

あ

る

。

こ

れ

は

全

く

の

誤

解

以

外

の

何

も

の

で

も

な

い

。

そ

も

そ

も

、

こ

の

「

つ

る

ぎ

」

の

語

源

は

「

つ

む

が

り

」

か

ら

発

生

し

、

『

古

事

記

』

に

「

都

牟

刈

り

の

太

刀

」

と

記

載

あ

る

が

、

「

つ

む

が

り

」

と

は

「

尖

り

」

の

意

味

で

、

故

に

、

「

つ

る

ぎ

・

つ

む

が

と

が

り

の

太

刀

」

と

は

、

「

先

端

鋭

く

物

を

断

ち

切

る

刃
」
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の

こ

と

で

あ

る

。

又

、

『

書

記

』

の

記

載

に

で

て

く

る

「

土

蜘

蛛

」

つ

ち

く

も

と

い

う

言

葉

で

あ

る

が

、

こ

れ

も

古

語

を

忘

れ

全

く

別

の

意

味

に

解

し

て

い

る

一

例

で

あ

る

。

こ

の

「

つ

ち

く

も

」

と

い

う

言

葉

と

文

字

か

ら

、

一

般

に

「

異

相

異

形

の

人

種

」

と

い

う

様

に

解

さ

れ

て

い

る

が

、

こ

の

「

土

蜘

蛛

」

の

「

く

も

」

は

「

土

賊

」

の

こ

と

ど

ぞ

く

を

指

称

し

た

も

の

で

あ

る

。

古

語

を

忘

れ

漢

字

を

当

て

た

為

、

と

ん

で

も

な

い

意

味

に

解

さ

れ

る

例

が

か

な

り

多

く

存

在

す

る

様

だ

。

話

は

さ

て

お

き

、

山

島

と

半

島

が

同

義

語

と

い

う

こ

と

に

な

れ

ば

、

い

わ

ゆ

る

倭

国

・

倭

人

の

拠

点

が

何

処

で

あ

っ

た

か

多

く

を

語

る

必

要

は

な

い

筈

で

あ

る

。

魏

志

倭

人

伝

が

示

す

「

倭

」

と

は

、

「

韓

伝

」

の

記

す

そ

れ

よ

り

更

に

広

汎

な

地

域

に

な

る

筈

で

あ

る

。

引

き

続

き

冒

頭

文

の

解

釈

を

し

て

ゆ

こ

う

。

「

も

と

百

余

国

、

漢

時

、

朝

見

す

る

者

あ

り

。

い
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ま

、

使

訳

の

通

ず

る

と

こ

ろ

三

十

国

」

、

こ

の

文

に

そ

れ

程

の

意

味

は

な

い

。

半

島

周

辺

に

拠

っ

て

小

国

邑

に

分

か

れ

群

居

し

て

い

た

倭

人

達

と

中

国

古

王

朝

と

の

交

流

譚

に

過

ぎ

な

い

。

重

要

な

個

所

は

冒

頭

十

こ

う

り

ゅ

う

た

ん

一

文

字

と

後

半

の

二

十

四

文

字

に

あ

る

。

そ

れ

を

次

に

検

討

し

て

み

る

。

「

従

郡

至

倭

、

循

海

岸

水

行

、

歴

韓

国

、

乍

南

乍

東

、

到

其

北

岸

狗

邪

韓

国

、

七

千

余

里

。
」

郡

よ

り

倭

に

至

る

に

、

海

岸

に

循

い

水

行

し

ぐ

ん

わ

い

た

か

い

が

ん

し

た

が

す

い

こ

う

韓

国

を

歴

る

に

、

乍

ち

南

し

乍

ち

東

し

、

其

北

か

ん

こ

く

へ

た

ち

ま

み

な

み

た

ち

ま

ひ

が

し

そ

の

ほ

く

岸

の

狗

邪

韓

国

に

到

る

。

七

千

余

里

。

が

ん

く

や

か

ん

こ

く

い

た

せ

ん

よ

り

「

郡

」

と

は

「

帯

方

郡

」

の

謂

、

そ

こ

か

ら

海

岸

線

に

沿

っ

て

の

航

行

を

い

う

。

そ

し

て

、

「

韓

国

を

歴

る

に

」

で

あ

る

か

ら

、

沿

岸

航

行

を

し

て

下

っ

て

「

三

韓

の

地

」

を

通

過

し

た

こ

と

に

な

る

。

こ

の

「

歴

」

の

字

を

曲

解

し

て

い

る

向

も

い

る

の

れ

き
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で

、

こ

ゝ

に

少

し

く

説

明

し

て

お

き

た

い

。

「

歴

」

字

は

「

」

と

「

止

」

か

ら

な

る

合

体

字

で

本

来

の

り

し

あ

わ

せ

じ

意

は

上

部

の

「

」

が

表

し

、

こ

れ

は

「

離

」

に

同

じ

、

故

に

「

韓

国

を

歴

る

」

と

は

、

既

に

「

韓

の

地
」

を

通

化

し

離

れ

て

し

ま

っ

た

意

と

な

る

。

と

こ

ろ

が

、

こ

の

文

字

を

、

何

事

か

を

継

続

さ

せ

乍

ら

往

く

か

の

如

く

に

説

く

者

も

い

る

が

、

こ

の

様

な

が
に

解

釈

す

る

の

で

あ

れ

ば

、

「

歴

観

・

歴

訪

・

歴

遊

・

歴

覧

」

な

ど

の

如

く

、

一

つ

の

熟

語

と

し

て

綴

ら

れ

ね

ば

な

ら

ぬ

筈

で

あ

る

。

さ

て

、

韓

の

地

を

通

化

し

「

乍

ち

南

し

乍

ち

東

し
」

で

あ

る

か

ら

、

こ

れ

は

航

行

の

針

路

を

幾

度

と

な

く

目

ま

ぐ

る

し

く

変

更

さ

せ

な

が

ら

の

意

味

と

な

る

。

何

故

な

ら

「

乍

」

の

字

義

は

、

「

猝

忽

」

に

同

義

と

そ

つ

こ

つ

な

る

故

に

で

あ

る

。

或

る

説

に

、

こ

の

「

乍

南

乍

東
」

を

「

あ

っ

ち

へ

行

っ

た

り

、

こ

っ

ち

へ

来

た

り

」

の

方

向

を

定

め

ぬ

航

行

を

意

味

す

る

が

如

く

解

釈

し

て

い

る

向

も

い

る

が

、

こ

れ

は

大

間

違

い

で

あ

る

。
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か

く

の

如

く

し

て

航

行

し

て

く

る

と

、

や

が

て

到

達

す

る

所

が

「

そ

の

北

岸

、

狗

邪

韓

国

」

と

な

る

わ

く

や

か

ん

こ

く

け

で

あ

る

。

こ

ゝ

で

使

用

さ

れ

て

い

る

「

そ

の

」

と

い

う

指

示

詞

は

、

上

文

の

語

句

を

受

け

る

代

名

詞

と

し

て

使

用

さ

れ

て

い

る

わ

け

で

あ

る

か

ら

、

「

郡

よ

り

倭

に

至

る

」

の

「

倭

」

を

指

す

こ

と

に

な

る

。

即

ち

倭

国

の

北

岸

に

「

狗

邪

韓

」

と

称

す

国

が

在

り

、

そ

こ

へ

辿

り

つ

い

た

と

い

う

意

味

に

な

る

。

倭

国

往

き

の

船

が

、

遼

東

半

島

南

端

の

普

蘭

店

湾

ふ

ら

ん

て

ん

わ

ん

を

通

過

し

、

渤

海

々

峡

に

入

り

込

ん

だ

段

階

で

、

既

に

「

倭

の

地

」

に

差

し

か

か

っ

た

こ

と

に

な

る

の

で
、

「

そ

の

北

岸

」

と

み

ら

れ

る

所

は

無

数

に

存

在

し

て

く

る

。

だ

が

、

「

七

千

余

里

」

と

い

う

記

載

あ

る

と

こ

ろ

か

ら

判

断

す

る

と

、

更

に

南

下

し

た

所

に

求

め

て

ゆ

く

こ

と

に

な

ろ

う

。

も

っ

と

も

、

こ

の

「

七

千

余

里

」

も

余

り

当

て

に

は

な

ら

な

い

と

思

わ

れ

る

が
、

一

応

は

黄

海

方

面

へ

航

行

し

て

辿

ら

せ

て

み

よ

う

。
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さ

て

、

遼

東

半

島

の

沿

岸

部

を

離

れ

、

西

朝

鮮

湾

に

入

り

込

ん

だ

段

階

で

「

乍

南

乍

東

」

の

傾

向

は

一

段

と

激

し

く

な

る

。

そ

し

て

、

下

っ

て

来

る

と

「

そ

の

北

岸

」

に

該

当

し

て

く

る

と

こ

ろ

は

江

華

湾

の

甕

こ

う

か

わ

ん

お

う

津

半

島

、

或

い

は

京

畿

湾

に

張

り

出

し

て

い

る

泰

安

し

ん

て

あ

ん

半

島

に

な

ろ

う

か

、

こ

の

周

辺

一

帯

は

、

無

数

の

小

島

嶼

と

複

雑

極

ま

り

な

い

海

岸

線

に

掩

わ

れ

た

所

で

お

お

あ

り

、

「

そ

の

北

岸

」

と

み

ら

れ

る

個

所

は

、

こ

れ

又

、

無

数

に

存

在

す

る

。

と

こ

ろ

で

、

或

説

に

拠

る

と

、

「

そ

の

北

岸

、

狗

邪

韓

国

に

到

る

」

の

「

そ

の

」

と

い

う

指

示

詞

は

、

上

文

を

受

け

る

代

名

詞

的

用

法

で

あ

る

故

、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

「

郡

よ

り

倭

に

至

る

」

の

「

倭

」

の

北

岸

を

指

す

も

の

で

あ

る

と

い

い

な

が

ら

、

い

わ

ゆ

る

「

狗

邪

韓

国

」

は

「

弁

辰

狗

邪

国

」

の

謂

で

、

「

倭

」

で

は

な

い

と

の

見

解

を

披

瀝

し

て

い

る

向

が

居

る

。

そ

し

て

又

、

編

者

陳

寿

は

、

「

韓

」

を

現

在

の

朝

ち

ん

じ

ゅ
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鮮

半

島

や

巨

済

島

（

現

韓

国

慶

尚

南

道

の

南

方

の

島

き

ょ

さ

い

と

う

嶼

）

に

閉

じ

込

め

、

朝

鮮

海

峡

を

「

倭

の

地

」

と

看

做

し

、

「

水

陸

の

接

触

線

」

た

る

「

岸

」

を

、

狗

邪

韓

国

の

南

岸

＝

倭

の

北

岸

と

し

て

し

ま

っ

た

と

文

献

記

述

批

判

に

至

っ

て

い

る

。

更

に

又

、

「

其

北

岸

」

の

三

文

字

は

、

陳

寿

が

加

そ

の

ほ

く

が

ん

え

た

考

証

的

・

注

釈

的

記

事

で

あ

り

、

第

一

史

料

に

は

有

る

べ

く

も

な

い

と

言

及

し

て

い

る

。

か

つ

又

、

「

韓

伝

」

に

記

載

さ

れ

て

い

る

「

韓

は

南

、

倭

と

接

す

」

や

「

弁

辰

涜

廬

国

は

倭

と

界

を

接

す

」

な

ど

も

右

と

同

様

な

描

写

で

あ

り

、

そ

れ

ら

の

既

述

を

以

て
、

朝

鮮

半

島

南

部

に

倭

人

の

居

住

区

が

存

在

し

た

と

推

測

す

る

こ

と

は

不

可

能

で

あ

る

と

釈

く

。

こ

の

様

な

見

解

に

立

つ

と

、

い

わ

ゆ

る

「

そ

の

北

岸

」

の

「

そ

の

」

と

い

う

指

示

詞

が

、

一

体

ど

こ

を

指

し

て

い

た

こ

と

に

な

る

の

か

、

誠

に

難

解

た

ら

ざ

る

を

得

な

い

。

案

ず

る

に

、

こ

の

難

解

な

釈

明

は

、

旧

来

、

「

倭

＝

日

本

」

と

い

う

史

的

前

提

で

臨

む

と
、
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古

代

の

或

時

期

に

南

部

朝

鮮

の

地

が

、

日

本

の

侵

略

に

よ

り

植

民

地

化

さ

れ

、

そ

の

支

配

下

に

置

か

れ

た

と

い

う

こ

と

に

な

り

、

今

日

的

な

歴

史

解

釈

か

ら

す

る

と

、

そ

の

こ

と

自

体

が

屈

辱

的

な

民

族

感

情

を

か

も

し

出

す

為

、

南

部

朝

鮮

方

面

に

倭

人

の

居

住

区

な

ど

は

存

在

し

得

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

を

力

説

し

た

い

の

で

あ

ろ

う

。

だ

が

、

そ

れ

は

「

倭

・

倭

人

」

の

何

た

る

か

を

弁

え

損

ね

た

結

果

の

「

被

害

者

意

識

的

わ

き

ま

所

論

」

以

外

の

な

に

も

の

で

も

な

い

で

あ

ろ

う

。

南

部

朝

鮮

の

或

る

区

域

が

倭

人

の

占

拠

す

る

所

と

な

り

、

そ

こ

に

居

住

区

が

存

在

し

た

か

否

か

の

論

議

は

無

意

味

に

近

い

。

何

故

な

ら

ば

、

現

韓

半

島

の

ほ

ゞ

全

域

が

「

倭

」

で

あ

り

、

こ

の

「

倭

人

」

こ

そ

が

環

黄

海

文

明

の

主

人

公

で

あ

り

、

古

代

の

或

時

期

の

日

本

人

な

ど

で

は

な

か

っ

た

こ

と

も

知

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

日

本

人

は

現

在

で

も

そ

う

で

あ

る

が

、

そ

れ

程

の

発

展

的

開

放

性

の

あ

る

民

族

で

は

な

い

。

む

し

ろ

閉

鎖

的

で

す

ら

あ

る

。
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更

に

又

、

「

狗

邪

韓

国

」

が

「

弁

辰

狗

邪

国

」

な

り

と

す

る

な

ら

ば

、

こ

の

国

を

現

在

の

韓

国

方

面

に

摩

り

下

げ

て

語

る

こ

と

は

で

き

な

く

な

る

。

何

故

な

ずら

、

既

述

し

た

如

く

、

馬

韓

を

始

め

と

す

る

弁

韓

・

辰

韓

等

の

「

前

三

韓

」

の

所

在

地

は

、

い

わ

ゆ

る

漢

帝

時

代

の

「

帯

方

郡

」

の

地

で

あ

り

、

こ

の

郡

は

現

在

の

遼

東

方

面

に

置

か

れ

た

郡

で

あ

る

。

従

っ

て

、

弁

辰

の

一

属

邦

的

存

在

で

あ

っ

た

「

弁

辰

狗

邪

国

」

が

、

い

わ

ゆ

る

「

狗

邪

韓

国

」

と

同

一

と

看

做

す

な

ら

ば

、

こ

の

国

の

所

在

は

遼

東

半

島

の

黃

海

沿

岸

部

辺

り

に

求

め

て

ゆ

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

や

ゝ

拡

大

し

て

捉

え

て

も

、

現

北

鮮

の

平

安

北

道

の

西

朝

鮮

湾

を

臨

む

地

方

と

な

る

筈

で

あ

る

。

だ

が

、

一

般

的

な

見

解

に

従

う

な

ら

ば

、

こ

の

「

狗

邪

韓

国

」

と

は

、

現

在

の

韓

国

慶

尚

南

道

の

釜ふ

山

金

海

地

方

、

或

い

は

馬

山

辺

と

い

わ

れ

て

い

る

。

ざ

ん

き

ん

か

い

ば

ざ

ん

し

か

り

と

す

る

な

ら

ば

、

倭

国

往

き

の

船

は

、

更

に

南

下

し

複

雑

な

湾

岸

線

に

沿

っ

て

釜

山

湾

方

面

へ

で

も

到

着

し

た

こ

と

に

な

ろ

う

か

、

い

さ

さ

か

の

疑

問
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は

残

る

。

即

ち

「

そ

の

北

岸

」

に

つ

い

て

の

解

釈

で

あ

る

が

、

こ

と

「

邪

馬

台

」

論

争

の

時

に

至

る

と

、

必

ず

と

い

っ

て

よ

い

ほ

ど

問

題

に

な

る

部

分

で

あ

り
、

こ

の

読

解

に

つ

い

て

は

現

在

の

と

こ

ろ

、

未

だ

一

定

共

通

の

見

解

に

は

達

し

て

い

な

い

様

で

あ

る

。

吾

人

が

推

測

す

る

に

、

こ

の

「

狗

邪

韓

」

と

い

う

国

は

、

多

分

に

「

泰

安

半

島

」

方

面

で

は

な

か

っ

た

て

あ

ん

か

と

思

惟

す

る

。

し

か

し

、

こ

ゝ

で

は

「

狗

邪

韓

」

そ

の

も

の

の

所

在

穿

鑿

が

目

的

で

は

な

く

、

い

わ

ゆ

せ

ん

さ

く

る

「

倭

国

」

と

は

ど

の

辺

ま

で

を

指

称

し

た

か

が

分

か

れ

ば

よ

い

わ

け

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

詮

索

は

他

に

譲

る

課

題

と

し

た

い

。

さ

て

、

先

に

検

討

し

た

「

韓

伝

」

の

記

述

と

相

俟

っ

て

、

「

倭

」

の

領

域

を

判

断

し

て

み

る

と

、

更

に

南

に

拡

大

し

て

捉

え

る

必

要

が

で

て

く

る

。

重

複

す

る

が

、

更

め

て

そ

の

範

囲

を

指

摘

す

る

な

ら

ば

、

北

方

は

遼

東

半

島

の

黄

海

沿

岸

部

一

帯

、

南

は

現

韓

半

島

の

ほ

ゞ

全

域

に

及

ぶ

広

範

な

区

域

と

推

定

さ

れ

る
。
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と

こ

ろ

で

、

問

題

は

帯

方

郡

域

か

ら

現

韓

半

島

方

面

の

奈

辺

か

に

至

る

為

に

要

し

た

、

い

わ

ゆ

る

「

七

千

余

里

」

で

あ

る

。

こ

の

里

数

を

真

面

に

受

け

と

め

て

、

３

世

紀

頃

の

尺

度

で

計

算

し

て

み

る

と

、

２

６

２

５

粁

、

又

、

「

歩

弓

」

で

計

算

す

る

と

、

約

２

６

糎

が

二

尺

と

な

り

、

そ

の

四

倍

が

一

弓

、

そ

し

て

、

又

、

そ

の

三

百

倍

が

一

支

里

と

な

る

。

故

に

「

七

千

里

」

と

い

う

こ

と

は

２

１

８

４

粁

と

な

り

、

そ

の

い

ず

れ

に

し

て

も

、

遼

寧

省

営

口

市

近

辺

よ

り

出

航

し
、

現

韓

国

方

面

に

到

る

距

離

数

と

し

て

は

厖

大

す

ぎ

る
。

こ

の

問

題

に

つ

い

て

は

、

旧

来

、

各

種

の

見

解

が

展

開

さ

れ

た

様

だ

が

、

未

だ

に

納

得

の

出

来

る

結

論

は

出

て

い

な

い

様

で

あ

る

。

だ

が

、

本

論

で

は

明

史

中

の

次

の

記

述

を

以

て

釈

明

し

て

お

く

。

『

明

史

巻

三

百

二

十

二

』

に

古

代

の

海

道

里

程

に

関

し

て

左

の

如

く

記

録

さ

れ

て

い

る

。

「

蓋

海

道

不

可

以

里

計

、

舟

人

分

一

晝

夜

為

十
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更

、

故

以

更

計

道

里

云

。
」

蓋

し

、

海

道

は

里

を

以

て

計

る

べ

か

ら

ず

。

け

だ

か

い

ど

う

り

も

っ

は

か

舟

人

は

一

昼

夜

を

分

か

ち

て

十

更

と

な

す

。

ゆ

し

ゅ

う

じ

ん

い

っ

ち

ゅ

う

や

わ

か

じ

ゅ

っ

こ

う

え

に

、

更

を

以

て

道

里

を

計

る

と

云

う

。

こ

う

も

っ

ど

う

り

は

か

い

古

代

の

海

道

（

水

行

も

含

む

）

里

程

の

計

算

は

、

陸

路

の

里

程

で

計

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

い

う

。

何

故

な

ら

ば

、

往

時

、

舟

乗

り

達

は

時

間

の

経

過

に

拠

っ

て

里

数

を

算

出

し

た

と

い

う

。

即

ち

一

昼

夜

を

十

等

分

し

十

更

と

な

し

、

十

分

の

一

の

一

更

即

ち

２

・

４

時

間

を

経

過

し

た

か

ら

何

里

何

十

里

と

い

う

様

に

計

っ

た

こ

と

に

な

る

。

こ

の

様

な

算

出

法

で

あ

っ

た

と

す

る

な

ら

ば

、

陸

行

の

里

程

に

置

き

換

え

る

こ

と

は

難

し

く

、

か

つ

又
、

舟

乗

り

各

人

の

技

量

経

験

や

自

然

現

象

等

が

加

味

さ

れ

か

な

り

の

差

が

出

た

こ

と

は

否

め

な

い

。

従

っ

て
、

研

究

家

達

が

各

種

の

里

程

規

準

で

い

ろ

い

ろ

試

み

て

い

る

様

だ

が

、

そ

の

事

自

体

無

意

味

に

近

い

こ

と

に
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な

る

。

な

お

、

こ

れ

と

は

別

な

見

方

も

な

く

は

な

い

。

し

か

し

孫

引

き

に

な

る

の

で

確

か

な

こ

と

は

い

え

な

い

が

、

唐

の

玄

宗

皇

帝

の

撰

で

、

李

林

甫

が

注

を

付

し

り

り

ん

ほ

た

文

献

に

『

唐

六

典

』

と

称

す

も

の

が

あ

り

、

唐

代

と

う

り

く

て

ん

の

官

制

職

司

を

記

録

し

た

も

の

で

、

唐

の

改

元

二

十

か

い

げ

ん

六

年

即

ち

西

暦

７

３

８

年

頃

に

成

立

し

た

も

の

で

、

こ

の

文

献

に

は

当

時

の

官

吏

が

出

張

す

る

時

の

一

日

に

要

す

費

用

と

里

程

の

標

準

が

記

載

さ

れ

て

い

る

と

い

わ

れ

、

そ

の

中

で

「

水

行

」

の

場

合

は

、

比

較

的

中

程

度

の

河

川

で

一

日

三

十

里

、

下

り

は

そ

の

五

倍

の

百

五

十

里

と

定

め

ら

れ

、

又

、

広

い

大

き

な

河

川

水

行

の

場

合

の

下

り

は

二

倍

半

の

七

十

五

里

乃

至

は

百

里

と

さ

れ

て

い

た

と

い

う

。

ち

な

み

に

、

こ

の

数

字

で

「

七

千

里

」

を

計

算

し

て

み

る

と

、

倭

国

往

き

の

船

は

下

り

で

あ

る

か

ら

、

一

日

に

百

五

十

里

を

航

行

し

た

と

す

る

と

、

約

四

十

六

―

七

日

で

丁

度

「

七

千

里

」

と

な

る

。

又

、

一

日
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の

下

り

を

百

里

で

計

算

し

て

み

る

と

、

七

十

日

即

ち

二

ヶ

月

と

十

日

で

「

七

千

里

」

と

な

る

。

さ

て

、

問

題

は

こ

ゝ

で

あ

る

。

遼

寧

省

営

口

市

近

辺

か

ら

現

韓

国

の

全

羅

・

慶

尚

南

道

方

面

に

到

る

ま

で

に

、

往

時

、

ど

の

位

の

日

数

が

掛

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う

か

。

『

隋

書

巻

八

十

一

列

伝

第

四

十

六

百

済

伝
』

の

記

載

に

拠

る

と

、

「

そ

の

南

、

海

行

三

月

、

牟

た

む

羅

国

あ

り

、

…

」

と

い

う

。

「

そ

の

南

」

と

は

い

う

ら

こ

く

ま

で

も

な

く

「

百

済

国

」

の

こ

と

で

、

百

済

と

は

既

述

し

た

如

く

か

つ

て

の

「

前

三

韓

の

地

」

即

ち

遼

東

半

島

方

面

で

あ

る

。

又

、

「

牟

羅

国

」

と

い

う

の

は

後

年

の

「

羅

・

耽

羅

」

で

、

こ

れ

は

現

在

の

韓

た

ら

と

ら

国

全

羅

南

道

南

方

海

上

に

存

在

す

る

「

済

州

島

」

の

さ

い

し

ゅ

う

と

う

古

名

で

あ

る

。

こ

の

『

隋

書

』

の

記

述

に

拠

っ

て

ゆ

く

と

、

往

時
、

遼

東

半

島

方

面

か

ら

現

在

の

済

州

島

ま

で

三

ヶ

月

か

か

っ

た

こ

と

に

な

る

。

先

に

計

算

し

て

み

た

中

の

下

り

の

水

行

一

日

の

里

数

百

里

で

判

断

し

て

み

る

と

、
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韓

国

の

全

羅

南

道

か

ら

は

目

と

鼻

の

先

の

済

州

島

ま

で

二

十

日

は

か

か

ら

な

い

と

思

わ

れ

る

が

、

仮

に

、

二

十

日

を

経

過

し

た

と

看

做

す

な

ら

ば

、

『

隋

書

』

に

記

載

さ

れ

て

い

る

通

り

、

百

済

の

南

か

ら

済

州

島

ま

で

三

ヶ

月

は

か

か

っ

た

こ

と

に

な

る

。

遼

東

半

島

か

ら

済

州

島

ま

で

で

あ

る

。

以

上

は

、

文

献

の

孫

引

き

に

拠

る

一

つ

の

推

測

で

あ

り

、

確

た

る

こ

と

は

い

え

な

い

故

、

本

論

で

は

先

か

く

に

『

明

史

』

中

記

述

に

従

っ

て

、

古

代

の

「

海

道

里

程

」

の

算

出

法

は

分

か

ら

な

い

と

結

論

づ

け

て

お

く

こ

と

が

、

よ

り

正

直

で

あ

ろ

う

と

思

う

。

で

は

、

こ

れ

ま

で

に

重

複

し

な

が

ら

も

推

測

し

て

き

た

「

倭

」

と

看

做

せ

る

範

囲

を

図

示

し

て

み

る

。

先

に

「

韓

伝
」

か

ら

推

測

し

た

図

と

併

せ

て

参

考

に

さ

れ

た

い

。

な

お

、

『

後

漢

書

』

・

『

晋

書

』

及

び

『

隋

書

』

等

の

「

東

夷

伝

」

に

拠

る

と

、

「

古

に

云

く

、

楽

浪

郡

境

及

び

帯

方

郡

を

去

る

こ

と

、

並

び

に

萬

二

千

里
、

會

稽

の

東

に

在

り

、

儋

耳

と

相

近

し

」

と

記

載

さ

れ

か

い

け

い

た

ん

じ
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て

い

る

と

こ

ろ

か

ら

、

い

わ

ゆ

る

「

倭

」

と

は

「

台

湾

」

方

面

を

指

称

し

た

の

で

は

な

か

っ

た

か

と

見

る

向

も

い

る

。

図

＝

帯

方

か

ら

倭

に

到

る

行

程

略

図

10

確

か

に

、

「

倭

人

伝

」

と

称

さ

れ

る

雑

記

文

の

内

容

中

に

は

、

亜

熱

帯

圏

の

風

物

・

国

情

習

俗

と

思

わ

れ

る

よ

う

な

描

写

が

存

在

す

る

。

だ

が

、

こ

と

台

湾
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に

関

し

て

は

か

な

り

古

く

か

ら

「

夷

州

」

と

い

う

名

い

し

ゅ

う

称

で

知

ら

れ

て

お

り

、

か

つ

、

そ

の

方

面

と

の

交

流

の

歴

史

も

古

い

。

従

っ

て

、

「

倭

」

と

「

台

湾

」

を

混

同

視

す

る

筈

は

な

い

と

思

わ

れ

る

が

、

「

倭

＝

台

湾

」

説

を

打

ち

出

し

た

向

は

、

倭

人

伝

が

記

す

「

楽

浪

郡

境

」

か

ら

「

倭

」

に

至

る

ま

で

に

要

し

た

「

萬

二

千

里

」

と

い

う

厖

大

す

ぎ

る

距

離

数

と

、

現

在

の

紹

興

市

の

東

方

で

「

儋

県

」

に

も

近

い

と

い

う

と

こ

し

ょ

う

こ

う

し

た

ん

け

ん

ろ

か

ら

、

今

日

の

精

密

地

形

図

に

拠

っ

て

判

断

し

た

も

の

で

あ

ろ

う

と

思

わ

れ

る

。

倭

人

伝

が

編

纂

さ

れ

た

古

代

の

地

理

概

念

が

ど

の

様

な

も

の

で

あ

っ

た

か

は

分

か

ら

な

い

が

、

少

な

く

と

も

１

７

世

紀

頃

の

地

理

概

念

の

所

産

的

図

形

で

判

別

す

る

限

り

、

現

在

の

紹

興

市

の

東

方

に

台

湾

は

存

在

し

な

い

。

そ

こ

は

、

本

論

で

推

論

し

図

示

し

た

方

面

と

奇

妙

に

一

致

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

ち

な

み

に

、

１

７

世

紀

の

地

理

概

念

が

作

り

出

し

た

地

形

図

を

参

考

ま

で

に

掲

げ

て

み

よ

う

。

こ

の

図
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は

笠

原

一

男

氏

の

『

日

本

史

地

図

帳

』

の

中

に

収

め

ら

れ

て

い

た

も

の

で

、

１

６

４

０

年

に

ポ

ル

ト

ガ

ル

人

サ

ン

チ

ェ

ス

に

よ

っ

て

描

か

れ

た

と

い

う

。

１

７

世

紀

と

い

え

ば

、

地

理

上

の

発

見

に

先

鞭

を

せ

ん

べ

ん

つ

け

た

ポ

ル

ト

ガ

ル

・

ス

ペ

イ

ン

を

始

め

、

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸

国

が

そ

れ

ぞ

れ

に

重

商

主

義

政

策

を

引

っ

提さ

げ

、

陸

続

と

し

て

植

民

地

経

営

に

乗

り

出

し

た

海

上

り

く

ぞ

く

権

優

勢

の

時

代

で

あ

る

。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

先

進

諸

国

が

海

洋

に

飛

躍

し

、

真

の

意

味

で

世

界

支

配

体

制

が

整

い

出

し

た

時

代

に

至

っ

て

も

、

な

お

か

つ

、

こ

の

様

な

為

体

の

地

理

概

念

し

か

持

ち

合

わ

せ

て

い

な

か

っ

て

い

た

ら

く

た

と

し

た

ら

、

こ

の

時

代

よ

り

更

に

１

４

０

０

年

ほ

ど

も

遡

る

３

世

紀

の

古

代

、

海

洋

民

な

ら

ぬ

北

支

人

ほ

く

し

じ

ん

が

、

果

た

し

て

、

ど

の

様

な

地

理

概

念

を

持

っ

て

い

た

か

、

疑

問

と

い

う

よ

り

は

む

し

ろ

想

像

の

外

と

し

か

い

い

様

が

な

い

で

あ

ろ

う

。

仮

に

、

で

あ

る

。

３

世

紀

・

４

世

紀

頃

の

古

代

中

国

に

於

い

て

も

、

こ

の

図

の

様

な

地

理

観

し

か

持

っ
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て

い

な

か

っ

た

と

し

た

ら

、

倭

人

伝

が

い

う

ま

で

も

な

く

、

会

稽

即

ち

紹

興

市

の

東

は

正

に

現

韓

半

島

方

面

に

当

た

り

、

本

論

で

「

倭

」

と

推

測

し

た

所

と

合

致

し

て

く

る

。

図

＝

一

七

世

紀

、

ポ

ル

ト

ガ

ル

人

11

サ

ン

チ

ェ

ス

に

よ

る

地

形

図
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さ

て

、

倭

人

伝

の

冒

頭

文

の

解

釈

に

よ

っ

て

も

、

ど

の

方

面

を

指

し

て

「

倭

」

と

称

し

て

い

た

か

ゞ

分

か

る

わ

け

で

あ

る

。

旧

来

、

こ

の

冒

頭

文

の

検

討

よ

り

、

内

容

文

の

一

語

一

句

の

く

ど

く

ど

し

い

解

釈

が

先

行

し

て

い

る

き

ら

い

が

あ

り

、

総

合

的

に

判

断

し

「

倭

」

と

は

何

処

を

称

し

て

い

た

の

か

ゞ

全

く

把

握

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

様

で

あ

る

。

或

い

は

、

分

か

ら

な

か

っ

た

故

、

叙

述

内

容

の

捏

ね

く

り

回

し

に

明

け

こ

ま

わ

暮

れ

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

の

か

も

知

れ

な

い

。

も

っ

と

も

、

「

倭

」

の

所

在

が

読

み

取

れ

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

も

、

前

言

し

た

如

く

、

解

釈

上

必

要

と

な

る

史

的

知

識

に

誤

り

が

存

在

す

る

こ

と

に

気

付

か

な

い

故

で

あ

る

。

「

古

朝

鮮

」

を

始

め

「

楽

浪

」

・

「

帯

方

」

及

び

「

前

三

韓

」

等

々

の

所

在

認

識

が
、

全

て

誤

断

と

偏

見

に

満

ち

た

説

で

し

か

な

く

、

旧

来
、

権

威

が

敷

衍

し

た

説

を

絶

対

視

し

て

許

容

し

た

と

こ

ふ

え

ん

ろ

に

幻

覚

的

史

観

が

生

じ

、

そ

の

最

た

る

も

の

ゝ

一

つ

が

、

「

倭

人

伝

」

を

以

て

「

日

本

古

伝

」

と

決

め
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つ

け

て

し

ま

っ

た

こ

と

で

あ

る

。

そ

し

て

、

こ

の

幻

覚

的

史

観

が

史

実

を

倒

行

逆

施

的

存

在

に

し

て

３

０

０

年

を

経

過

し

た

こ

と

に

な

る

。

鮮

卑

伝

が

語

る

倭

国

で

は

、

「

倭

人

伝

」

が

「

日

本

古

伝

」

で

は

な

か

っ

た

と

い

う

こ

と

を

、

他

の

伝

記

中

の

記

述

か

ら

窺

っ

て

み

よ

う

。

『

後

漢

書

巻

九

十

鮮

卑

伝

』

に

次

の

如

き

記

述

が

あ

る

。

「

光

和

元

年

冬

、

種

衆

日

多

、

田

畜

射

猟

不

足

給

食

、

檀

石

槐

乃

自

徇

行

、

見

烏

侯

秦

水

廣

縦

数

百

里

、

水

停

不

流

、

其

中

有

魚

、

不

能

得

之
。

聞

倭

人

善

網

補

、

於

是

東

撃

倭

人

國

、

得

千

餘

家

、

徙

置

秦

水

上

、

令

捕

魚

以

助

糧

食

。
」
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光

和

元

年

の

冬

、

種

衆

日

に

多

く

、

田

蓄

射

こ

う

わ

が

ん

ね

ん

ふ

ゆ

し

ゅ

し

ゅ

う

ひ

お

お

で

ん

ち

く

し

ゃ

猟

、

食

を

給

す

る

に

足

ら

ず

。

檀

石

槐

す

な

わ

り

ょ

う

し

ょ

く

き

ゅ

う

q

だ

ん

せ

き

か

い

ち

自

ら

徇

行

し

、

烏

侯

秦

水

を

見

る

に

、

広

き

み

ず

か

じ

ゅ

ん

こ

う

う

こ

う

し

ん

す

い

み

ひ

ろ

こ

と

縦

数

百

里

、

水

は

停

ま

り

て

流

れ

ず

、

そ

た

て

す

う

ひ

ゃ

く

り

み

ず

と

ど

な

が

の

中

に

魚

あ

る

も

、

よ

く

之

を

得

ざ

る

な

り

。

う

ち

う

お

こ

れ

え

聞

く

な

ら

く

、

倭

人

は

善

く

網

補

す

る

を

、

是

き

わ

じ

ん

よ

も

う

ほ

こ

こ

に

於

い

て

東

、

倭

人

国

を

撃

ち

、

千

余

家

を

得

お

い

ひ

が

し

わ

じ

ん

こ

く

う

せ

ん

よ

け

う

る

。

徙

し

て

秦

水

の

上

に

置

き

、

捕

魚

を

し

て

う

つ

し

ん

す

い

ほ

と

り

お

ほ

ぎ

ょ

以

て

糧

食

を

助

け

し

む

。

も

っ

り

ょ

う

し

ょ

く

た

す

要

約

す

る

と

、

東

漢

の

霊

帝

の

光

和

元

年

の

冬

、

即

ち

西

暦

１

７

８

年

の

冬

頃

に

至

る

と

、

族

衆

も

日

ま

し

に

多

く

な

り

、

旧

来

の

牧

畜

射

猟

一

辺

倒

の

在

り

方

が

食

糧

難

を

き

た

し

、

族

長

檀

石

槐

は

自

ら

の

彊

域

中

に

あ

る

烏

侯

秦

水

を

調

べ

て

み

る

と

、

こ

の

河

川

に

は

多

量

の

漁

獲

資

源

が

存

在

し

た

。

だ

が

彼

等

、

遊

牧

民

に

は

漁

る

技

術

が

な

く

困

却

し

て

い

た

す

な

ど

と

こ

ろ

、

偶

々

、

倭

人

と

称

さ

れ

る

人

々

は

、

漁

網

た

ま

た

ま

を

巧

み

に

使

っ

て

漁

り

を

す

る

と

い

う

。

そ

こ

で

、

族

長

は

兵

を

起

こ

し

、

東

に

あ

る

倭

人

国

へ

進

攻

し
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て

行

き

、

千

戸

ほ

ど

の

倭

人

の

聚

落

を

拉

致

し

て

秦

水

の

近

く

に

住

ま

わ

せ

、

漁

撈

に

従

事

さ

せ

鮮

卑

族

集

団

の

食

糧

難

打

開

に

利

用

し

た

。

こ

の

一

文

中

、

重

視

せ

ね

ば

な

ら

な

い

個

所

は

、

「

東

、

倭

人

国

を

撃

ち

…

」

で

あ

る

。

こ

の

記

述

か

ら

判

断

す

る

と

、

鮮

卑

族

の

彊

域

の

東

側

に

「

倭

」

き

ょ

う

い

き

が

存

在

し

て

い

る

。

東

漢

末

即

ち

西

暦

１

７

０

―

１

８

０

年

代

、

鮮

卑

は

遼

東

北

部

か

ら

遼

西

方

面

に

移

り

、

東

は

遼

河

流

域

一

帯

地

区

を

占

め

、

西

は

新

疆

ウ

イ

グ

ル

自

治

区

周

辺

ま

で

達

し

て

い

た

。

従

っ

て
、

彼

ら

鮮

卑

集

団

の

東

側

と

い

う

こ

と

に

な

れ

ば

、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

遼

東

方

面

乃

至

は

千

山

々

脈

以

な

い

し

東

地

区

、

或

い

は

鴨

緑

江

下

流

域

周

辺

と

な

る

。

遼

河

流

域

辺

か

ら

鴨

緑

江

下

流

域

方

面

の

ど

こ

か

へ

、

鮮

卑

の

騎

馬

集

団

が

進

出

し

て

い

っ

た

こ

と

に

な

ろ

う

。

こ

の

一

事

に

拠

っ

て

も

「

倭

」

が

古

代

の

日

本

で

は

な

か

っ

た

こ

と

が

分

か

る

。

鮮

卑

の

騎

馬

集

団

が

陸

路

侵

攻

し

得

る

範

囲

内

に

「

倭

国

」

は

存
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在

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

先

に

、

倭

の

領

域

と

推

測

し

て

図

示

し

た

も

の

を

参

照

し

て

貰

い

た

い

。

そ

の

範

囲

内

で

あ

れ

ば

陸

路

を

経

て

の

大

々

的

侵

攻

は

可

能

な

ら

し

め

る

筈

で

あ

る

。

「

倭

＝

日

本

」

な

ら

ず

と

す

る

一

つ

の

所

以

で

あ

る

。

ゆ

え

ん

倭

奴

国

「

倭

」

に

つ

い

て

曲

折

を

経

な

が

ら

、

そ

の

所

在

を

推

測

し

て

き

た

わ

け

で

あ

る

が

、

こ

ゝ

に

も

う

一

つ

の

国

に

つ

い

て

少

し

く

考

察

し

て

お

き

た

い

。

い

わ

ゆ

る

周

知

の

「

倭

奴

国

」

で

あ

る

。

こ

の

国

を

も

わ

ぬ

こ

く

旧

来

、

我

が

国

の

北

九

州

辺

に

持

ち

込

ん

で

語

ら

れ

て

い

る

様

だ

が

、

「

倭

奴

＝

北

九

州

」

説

の

根

拠

の

希

薄

さ

を

指

摘

し

て

み

よ

う

。

『

後

漢

書

巻

八

十

五

東

夷

列

伝

第

七

十

五

』

中

に
、
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こ

の

国

に

つ

い

て

左

の

如

く

記

録

し

て

い

る

。

「

建

武

中

元

二

年

、

倭

奴

國

奉

貢

朝

賀

、

使

人

自

稱

大

夫

、

倭

國

之

極

南

界

也

。

光

武

賜

以

印

綬

。
」

建

武

中

元

二

年

、

倭

奴

国

、

貢

ぎ

も

の

を

奉

け

ん

ぶ

ち

ゅ

う

げ

ん

ね

ん

わ

ぬ

こ

く

み

つ

た

て

ま

つ

り

て

朝

賀

し

、

使

人

み

づ

か

ら

大

夫

を

称

す

。

ち

ょ

う

が

し

じ

ん

た

い

ふ

し

ょ

う

倭

国

の

極

南

界

な

り

。

光

武

、

賜

う

に

印

綬

を

わ

こ

く

き

ょ

く

な

ん

か

い

こ

う

ぶ

た

ま

い

ん

じ

ゅ

も

っ

て

す

。

こ

の

記

述

は

、

東

漢

の

光

武

帝

の

建

武

中

元

二

年

け

ん

ぶ

即

ち

西

暦

５

７

年

、

「

倭

奴

」

の

国

史

が

東

漢

政

府

に

朝

貢

し

て

き

た

こ

と

を

伝

え

て

い

る

も

の

で

、

こ

の

こ

と

自

体

に

何

ら

の

意

図

す

る

と

こ

ろ

は

な

い

。

だ

が

、

重

要

な

所

が

二

つ

存

在

す

る

。

即

ち

そ

の

一

つ

は

「

倭

奴

」

の

国

史

が

、

当

時

、

中

国

で

は

馴

染

み

の

薄

い

存

在

と

な

っ

て

い

た

周

代

の

職

官

名

を

名

乗

っ

て

い

る

こ

と

、

又

、

そ

の

一

つ

は

「

倭

奴

国

」

の

所

在

を

「

倭

国

の

極

南

界

」

で

あ

る

と

記

載

し

て
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い

る

所

で

あ

る

。

周

代

の

職

官

名

に

つ

い

て

は

措

く

と

し

て

、

そ

の

所

在

方

角

で

あ

る

。

「

倭

」

と

は

前

記

し

た

如

く

、

黄

海

に

面

す

る

遼

東

半

島

方

面

か

ら

、

現

在

の

韓

半

島

一

帯

で

あ

る

故

、

そ

の

「

極

南

界

」

と

い

う

こ

と

に

な

れ

ば

、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

「

倭

奴

国

」

の

所

在

は

自

ず

と

限

定

さ

れ

て

く

る

。

即

ち

現

韓

半

島

の

最

南

端

に

存

在

し

た

こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う

。

そ

も

そ

も

、

「

倭

奴

国

」

を

北

九

州

方

面

と

看

做

し

て

語

る

向

は

、

肝

心

な

「

倭

」

の

所

在

を

誤

認

し

た

結

果

で

あ

り

、

そ

の

為

、

是

が

非

で

も

そ

の

方

面

に

位

置

づ

け

ざ

る

を

得

な

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

し

か

し

、

常

識

的

に

判

断

す

れ

ば

多

少

な

り

と

も

疑

問

は

出

た

筈

で

あ

る

。

仮

に

、

九

州

方

面

が

い

う

所

の

「

倭

」

で

あ

っ

た

と

し

て

、

北

九

州

方

面

が

「

倭

の

極

南

界

」

た

り

得

る

か

否

か

で

あ

る

。

だ

が

、

頑

な

に

「

倭

奴

＝

北

九

州

方

面

」

説

を

主

か

た

く
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張

す

る

向

は

、

そ

の

一

つ

の

物

証

と

し

て

志

賀

島

で

し

か

の

し

ま

発

見

さ

れ

た

と

い

わ

れ

る

「

金

印

」

を

提

示

す

る

で

あ

ろ

う

。

不

肖

、

浅

学

に

し

て

真

贋

の

程

は

弁

え

ぬ

ふ

し

ょ

う

し

ん

が

ん

ほ

ど

わ

き

ま

が

、

も

し

、

そ

の

「

金

印

」

が

正

真

な

も

の

で

あ

っ

た

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は

そ

れ

な

り

に

大

変

貴

重

な

遺

物

で

は

あ

る

。

何

の

異

論

も

差

し

挟

む

余

地

は

な

い
。

疑

問

と

し

て

異

論

を

差

し

挟

む

こ

と

は

他

に

で

て

く

る

の

で

あ

る

。

即

ち

東

漢

の

光

武

帝

下

賜

の

「

印

こ

う

ぶ

て

い

か

し

い

ん

綬

」

＝

志

賀

島

発

見

の

「

金

印

」

な

り

と

す

れ

ば

、

じ

ゅ
何

故

に

そ

の

様

な

代

物

が

、

か

つ

て

、

そ

の

周

辺

に

し

ろ

も

の

都

城

な

り

邑

落

集

合

蹟

な

り

の

存

在

が

確

認

さ

れ

て

い

な

い

田

畑

な

ど

で

発

見

さ

れ

た

の

か

、

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

し

か

も

、

も

う

一

つ

の

疑

問

は

、

た

か

だ

か

「

金

印

」

一

つ

の

発

見

で

終

わ

っ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

他

に

何

ら

の

「

倭

奴

国

」

存

在

を

裏

付

け

る

決

定

的

な

物

証

な

り

痕

跡

が

発

掘

発

見

さ

れ

た

と

い

う

話

を

聞

か

な

い

の

で

あ

る

。

こ

の

こ

と

は

、

近

時

、

考

古

学

上

の

発

掘

発

見

に

き

ん

じ
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及

ぶ

遺

跡

遺

構

の

類

を

、

如

何

に

し

て

「

邪

馬

台

」

に

結

び

付

け

よ

う

か

と

努

力

し

て

い

る

に

も

拘

わ

ら

ず

、

一

向

に

決

定

的

物

証

の

出

土

は

お

ろ

か

、

納

得

の

ゆ

く

見

解

も

披

瀝

さ

れ

ざ

る

ま

ま

、

何

時

の

間

に

い

つ

か

、

そ

の

熱

意

も

ロ

マ

ン

の

香

り

も

薄

れ

て

ゆ

く

に

類

似

し

て

い

よ

う

。

又

、

仮

に

、

何

等

か

の

遺

物

の

発

見

が

あ

っ

た

と

し

て

も

、

時

代

の

推

移

変

遷

で

ど

の

よ

う

に

で

も

動

い

て

し

ま

う

物

で

あ

れ

ば

、

存

在

を

裏

づ

け

る

決

定

的

物

証

に

は

な

り

得

な

い

。

高

句

麗

広

開

土

王

の

石

碑

の

如

く

、

鴨

緑

江

右

岸

に

千

数

百

年

の

歳

月

を

経

て

も

、

な

お

か

つ

、

厳

然

と

し

て

動

か

ざ

る

様

な

物

で

あ

れ

ば

、

鴨

緑

江

以

北

が

高

句

麗

の

領

域

で

あ

り
、

そ

の

石

碑

の

存

在

す

る

所

か

ら

は

「

倭

」

の

勢

力

を

一

歩

も

入

れ

ず

、

逆

に

追

討

し

て

「

倭

」

を

潰

走

せ

か

い

そ

う

し

め

た

と

い

う

記

述

も

肯

け

る

の

で

あ

る

。

「

金

印

」

が

発

見

さ

れ

た

と

い

わ

れ

る

所

か

ら

、

「

倭

奴

国

」

の

存

在

を

裏

付

け

る

遺

品

遺

構

の

類

は
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今

後

、

二

度

と

現

れ

な

い

で

あ

ろ

う

が

、

こ

の

「

金

印

」

に

つ

い

て

、

吾

人

の

見

解

を

述

べ

る

な

ら

ば

、

至

極

単

純

に

考

え

て

、

渡

来

者

の

遺

品

乃

至

は

略

奪

な

い

し

物

の

廃

棄

さ

れ

し

も

の

、

或

い

は

、

意

図

的

に

発

見

さ

れ

た

と

報

告

さ

れ

た

も

の

か

も

知

れ

な

い

。

多

分

に

こ

の

様

な

と

こ

ろ

が

筋

を

得

て

い

る

か

と

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

さ

て

、

次

に

、

「

倭

人

伝

」

と

称

す

二

千

文

字

そ

こ

そ

こ

の

雑

記

文

が

、

我

が

国

の

古

代

史

の

一

ペ

ー

ジ

を

語

っ

た

も

の

で

は

な

か

っ

た

こ

と

を

、

別

の

観

点

か

ら

述

べ

て

み

よ

う

。

即

ち

周

知

の

「

邪

馬

台

国

の

女

王

卑

弥

呼

」

に

つ

い

て

で

あ

る

。

抑

も

、

彼

女

そ

も

そ

卑

弥

呼

は

一

体

何

者

で

あ

っ

た

の

か

、

そ

の

氏

姓

の

何

た

る

か

が

分

か

れ

ば

、

我

が

国

の

各

所

で

大

規

模

な

遺

構

な

ど

が

発

掘

さ

れ

る

度

に

、

女

王

卑

弥

呼

の

都

し

た

国

と

結

び

付

け

よ

う

な

ど

と

の

馬

鹿

馬

鹿

し

さ

も

行

わ

れ

な

く

な

る

で

あ

ろ

う

。
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九

、

卑

弥

呼

は

公

孫

氏

倭

・

邪

馬

台

の

女

王

卑

弥

呼

ほ

ど

、

久

し

い

以

前

か

ら

様

々

な

憶

測

推

理

中

に

描

か

れ

た

人

物

は

二

人

と

は

存

在

し

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う

。

し

か

も

、

そ

れ

ら

全

て

の

推

理

創

作

物

に

登

場

し

て

く

る

彼

女

は

、

我

が

国

古

代

の

権

力

者

の

誰

か

と

結

び

つ

け

ら

れ

、

中

に

は

異

様

な

ま

で

に

粉

飾

さ

れ

た

り

誇

張

さ

れ

た

り

し

て

登

場

さ

せ

ら

れ

て

い

る

。

だ

が

、

い

わ

ゆ

る

「

倭

人

伝

」

そ

の

も

の

が

「

日

本

古

伝

」

に

非

ざ

る

故

、

彼

女

に

つ

い

て

の

憶

測

推

理

は

、

日

本

国

内

に

持

ち

込

ん

で

す

る

限

り

無

意

味

と

な

る

筈

で

あ

る

。

そ

の

穿

鑿

範

囲

は

遼

東

半

島

南

せ

ん

さ

く

端

も

し

く

は

現

朝

鮮

半

島

内

に

於

い

て

為

す

べ

き

で

あ

る

。

い

わ

ゆ

る

「

邪

馬

台

」

も

「

倭

」

の

領

域

内
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に

存

在

し

た

一

国

邑

な

る

が

故

に

で

あ

る

。

倭

人

伝

が

語

る

「

倭

」

が

古

代

日

本

で

は

な

か

っ

た

と

同

様

、

彼

女

卑

弥

呼

も

又

、

日

本

人

乃

至

は

現

な

い

し

在

の

日

本

列

島

に

於

け

る

存

在

で

は

な

か

っ

た

こ

と

を

少

し

く

論

証

し

よ

う

。

『

晋

書

巻

九

十

七

四

夷

伝

』

し

ん

し

ょ

し

い

で

ん

中

に

次

の

様

な

一

文

が

見

ら

れ

る

。

「

舊

以

男

子

為

主

、

漢

末

、

倭

人

亂

、

攻

伐

不

定

、

乃

立

女

子

為

王

、

名

曰

卑

弥

呼

。

宣

帝

之

平

公

孫

氏

也

、

其

女

王

遣

使

至

帯

方

朝

見

、

其

後

貢

聘

不

絶

。

及

文

帝

作

相

、

又

數

至

。

泰

始

初

、

遣

使

重

譯

入

貢

。
」

も

と

男

子

を

以

て

主

と

な

す

。

漢

の

末

、

倭

だ

ん

し

も

っ

し

ゅ

か

ん

す

え

わ

人

乱

れ

、

攻

伐

し

て

定

ま

ら

ず

、

す

な

わ

ち

女

じ

ん

み

だ

こ

う

ば

つ

さ

だ

じ

ょ

子

を

立

て

て

王

と

な

す

、

名

を

卑

弥

呼

と

曰

う
。

し

た

お

う

な

ひ

み

こ

い

宣

帝

の

平

ら

ぐ

公

孫

氏

な

り

。

そ

の

女

王

の

遣

せ

ん

て

い

た

い

ら

こ

う

そ

ん

し

じ

ょ

お

う

け

ん

使

、

帯

方

に

至

り

て

朝

見

す

。

そ

の

後

、

貢

聘

し

た

い

ほ

う

い

た

ち

ょ

う

け

ん

ご

こ

う

へ

い

し

て

絶

え

ず

。

文

帝

、

相

と

成

る

に

及

び

、

ま

た

ぶ

ん

て

い

し

ょ

う

な

お

よ
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た

、

し

ば

し

ば

至

る

。

泰

始

の

初

め

、

遣

使

重

い

た

た

い

し

は

じ

け

ん

し

か

さ

ね

て

入

貢

を

訳

せ

り

。

に

ゅ

う

こ

う

や

く

こ

の

記

述

は

、

『

晋

書

四

夷

伝

』

中

の

倭

人

伝

で

あ

り

、

他

の

倭

人

伝

中

の

記

述

と

前

後

は

何

ら

の

変

化

は

な

い

。

だ

が

、

諸

他

の

倭

人

伝

が

遺

漏

し

た

と

い

ろ

う

思

わ

れ

る

記

述

を

見

事

に

載

せ

て

い

る

。

御

撰

た

る

ぎ

ょ

せ

ん

所

以

で

あ

る

。

ゆ

え

んそ

の

重

要

な

記

述

と

は

、

即

ち

「

名

を

卑

弥

呼

と

曰

う

、

宣

帝

の

平

ら

ぐ

公

孫

氏

な

り

」

で

あ

ろ

う

。

こ

の

部

分

が

多

く

の

倭

人

伝

の

漏

ら

し

た

所

で

あ

る
。

解

釈

す

る

と

、

争

乱

に

明

け

暮

れ

た

倭

に

一

人

の

女

性

が

擁

立

さ

れ

王

と

な

っ

て

乱

が

収

ま

っ

た

。

そ

の

女

王

の

名

を

「

卑

弥

呼

」

と

い

う

が

、

彼

女

は

か

つ

て

西

晋

の

始

祖

宣

帝

に

滅

ぼ

さ

れ

た

公

孫

氏

で

あ

っ

た

と

伝

え

て

い

る

。

こ

ゝ

に

い

う

「

宣

帝

」

と

は

、

魏

の

宿

将

司

馬

懿

し

ば

い

仲

達

の

追

尊

号

で

あ

る

。

司

馬

仲

達

は

魏

の

明

帝

の

ち

ゅ

う

た

つ

つ

い

そ

ん

ご

う

め

い

て

い
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景

初

二

年

六

月

、

即

ち

西

暦

２

３

８

年

６

月

に

、

詔

け

い

し

ょ

み

こ

と

を

奉

じ

遼

東

平

定

に

乗

り

出

し

、

同

年

９

月

、

時

の

の

り

ほ

う

遼

東

の

覇

者

公

孫

渕

を

東

梁

水

（

今

の

太

子

河

）

の

こ

う

そ

ん

え

ん

と

う

り

ょ

う

す

い

辺

で

討

ち

、

こ

ゝ

に

魏

の

遼

東

平

定

が

成

る

わ

け

で

ほ

と

り

あ

る

。（

注

―

「

東

梁

水

」

の

梁

は

、

音

に

二

つ

あ

り
、

「

カ

ツ

」

と

「

リ

ョ

ウ

」

。
）

さ

て

、

『

晋

書

』

中

の

一

文

に

拠

っ

て

、

倭

・

邪

馬

台

の

女

王

と

い

わ

れ

た

「

卑

弥

呼

」

の

出

自

氏

姓

し

ゅ

つ

じ

し

せ

い

が

遼

東

の

公

孫

氏

の

繋

累

だ

っ

た

こ

と

が

判

明

し

た

け

い

る

い

わ

け

で

あ

る

。

こ

の

「

公

孫

氏

」

と

い

う

の

は

、

も

と

東

漢

の

外

臣

待

遇

で

あ

っ

た

が

、

霊

帝

の

末

年

即

が

い

し

ん

た

い

ぐ

う

れ

い

て

い

ち

西

暦

１

８

０

年

代

に

自

立

し

、

爾

後

、

三

代

５

０

じ

ご

年

の

間

に

亘

っ

て

遼

東

一

帯

に

君

臨

し

て

ゆ

く

。

だ

が

、

そ

の

勢

力

基

盤

も

、

魏

の

景

初

二

年

に

至

っ

て

司

馬

氏

の

遼

東

攻

略

に

よ

り

根

こ

そ

ぎ

に

さ

れ

て

し

ま

う

。

そ

し

て

、

爾

後

、

遼

東

は

魏

領

と

な

っ

て

ゆ

く

わ

け

で

あ

る

。
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卑

弥

呼

が

、

か

く

い

う

「

公

孫

氏

」

で

あ

っ

た

こ

と

に

な

れ

ば

、

彼

女

が

倭

の

女

王

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

に

も

肯

け

て

く

る

。

即

ち

倭

と

称

し

た

範

囲

も

う

な

ず

又

、

公

孫

氏

の

勢

力

圏

中

の

遼

東

外

徼

に

存

在

し

た

が

い

き

ょ

う

が

故

に

で

あ

る

。

で

は

、

遼

東

に

三

代

５

０

年

の

間
、

権

勢

を

擅

に

し

た

公

孫

氏

中

の

誰

に

結

び

付

け

て

語

ほ

し

い

ま

ま

れ

る

で

あ

ろ

う

か

。

こ

の

こ

と

は

、

女

王

即

位

年

と

倭

の

爭

乱

勃

発

年

を

考

察

す

れ

ば

判

明

す

る

筈

で

あ

る

。

倭

の

争

乱

起

因

い

わ

ゆ

る

「

倭

人

伝

」

と

称

さ

れ

る

記

述

に

拠

る

と

、

「

倭

の

争

乱

」

と

か

「

倭

国

大

乱

」

な

ど

の

言

句

は

頻

り

に

見

え

て

く

る

。

だ

が

、

そ

の

乱

の

勃

発

年

と

起

因

は

全

く

記

載

さ

れ

て

い

な

い

。

た

だ

、

争

乱

の

勃

発

年

を

比

較

的

具

体

性

を

以

て

記

録

し

て

い
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る

文

献

は

『

梁

書

』

の

み

で

、

他

は

「

漢

末

」

と

か

「

桓

霊

の

間

」

な

ど

と

極

め

て

漠

然

と

し

て

い

る

。

か

ん

れ

い

『

梁

書

巻

五

十

四

』

の

記

載

に

拠

る

と

、

そ

の

没

年

が

大

凡

の

と

こ

ろ

で

は

あ

る

が

判

明

し

て

く

る

。

即

ち

次

の

如

く

記

載

さ

れ

て

い

る

。

「

漢

霊

帝

光

和

中

、

倭

国

乱

、

相

攻

伐

暦

年

、

乃

共

立

一

女

子

卑

弥

呼

為

王

。

…

」

漢

の

霊

帝

の

光

和

中

、

倭

国

乱

れ

て

相

攻

伐

か

ん

れ

い

て

い

こ

う

わ

ち

ゅ

う

わ

こ

く

み

だ

あ

い

こ

う

ば

つ

し

て

年

を

歴

る

。

乃

ち

共

に

一

女

子

卑

弥

呼

を

と

し

へ

な

わ

ち

と

も

い

ち

じ

ょ

し

ひ

み

こ

立

て

て

王

と

な

す

。

…

た

お

う

こ

の

霊

帝

の

光

和

中

と

は

、

西

暦

１

７

８

年

か

ら

１

８

３

年

の

間

を

い

う

。

こ

の

年

中

に

倭

は

争

乱

の

坩

堝

と

化

し

た

こ

と

に

な

る

。

で

は

、

具

体

的

に

何

る

つ

ぼ

年

頃

で

あ

っ

た

ろ

う

か

、

吾

人

は

次

の

文

献

記

述

か

ら

勘

案

し

て

、

東

漢

の

霊

帝

の

光

和

元

年

の

冬

に

乱

が

誘

発

さ

れ

た

と

判

断

す

る

。

即

ち

先

に

引

用

し

た
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『

後

漢

書

巻

九

十

鮮

卑

伝

』

の

次

の

一

文

で

あ

る

。

「

光

和

元

年

冬

。

種

衆

日

多

、

田

蓄

射

猟

不

足

給

食

、

檀

石

槐

乃

自

徇

行

、

見

烏

侯

秦

水

廣

縦

数

百

里

、

水

停

不

流

、

其

中

有

魚

、

不

能

得

之
。

聞

倭

人

善

網

補

、

於

是

東

撃

倭

人

國

、

得

千

餘

家

、

徙

置

秦

水

上

、

令

捕

魚

以

助

糧

食

。
」

光

和

元

年

の

冬

、

種

衆

日

に

多

く

、

田

蓄

射

こ

う

わ

が

ん

ね

ん

ふ

ゆ

し

ゅ

し

ゅ

う

ひ

お

お

で

ん

ち

く

し

ゃ

猟

、

食

を

給

す

る

に

足

ら

ず

。

檀

石

槐

す

な

わ

り

ょ

う

し

ょ

く

き

ゅ

う

q

だ

ん

せ

き

か

い

ち

自

ら

徇

行

し

、

烏

侯

秦

水

を

見

る

に

、

広

き

み

ず

か

じ

ゅ

ん

こ

う

う

こ

う

し

ん

す

い

み

ひ

ろ

こ

と

縦

数

百

里

、

水

は

停

ま

り

て

流

れ

ず

、

そ

た

て

す

う

ひ

ゃ

く

り

み

ず

と

ど

な

が

の

中

に

魚

あ

る

も

、

よ

く

之

を

得

ざ

る

な

り

。

う

ち

う

お

こ

れ

え

聞

く

な

ら

く

、

倭

人

は

善

く

網

補

す

る

を

、

是

き

わ

じ

ん

よ

も

う

ほ

こ

こ

に

於

い

て

東

、

倭

人

国

を

撃

ち

、

千

余

家

を

得

お

い

ひ

が

し

わ

じ

ん

こ

く

う

せ

ん

よ

け

う

る

。

徙

し

て

秦

水

の

上

に

置

き

、

捕

魚

を

し

て

う

つ

し

ん

す

い

ほ

と

り

お

ほ

ぎ

ょ

以

て

糧

食

を

助

け

し

む

。

も

っ

り

ょ

う

し

ょ

く

た

す

こ

の

鮮

卑

伝

の

記

述

に

拠

っ

て

、

倭

の

爭

乱

勃

発

年

時

と

原

因

が

判

明

し

て

く

る

の

で

あ

る

。

旧

来

、
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倭

人

伝

一

辺

倒

の

通

読

で

は

、

何

故

に

倭

が

争

乱

に

至

っ

た

の

か

ゞ

全

く

見

当

も

つ

か

ず

、

ま

し

て

や

、

倭

＝

古

代

日

本

と

い

う

観

点

か

ら

す

れ

ば

な

お

さ

ら

で

あ

る

。

が

、

本

論

で

推

測

し

て

き

た

如

く

倭

を

位

置

づ

け

て

判

断

す

れ

ば

、

右

の

鮮

卑

伝

の

一

文

と

相

俟

っ

て

、

争

乱

の

起

因

が

判

然

と

し

て

く

る

わ

け

で

あ

る

。

さ

て

、

「

倭

国

大

乱

」

と

称

さ

れ

る

起

因

が

、

大

々

的

な

鮮

卑

集

団

の

侵

攻

に

よ

っ

て

始

ま

っ

た

と

判

断

す

れ

ば

、

古

代

社

会

に

於

い

て

一

千

戸

か

ら

の

集

落

が

拉

致

さ

れ

た

と

い

う

こ

と

は

大

事

変

で

あ

り

、

ら

ち

場

合

に

よ

っ

て

は

滅

亡

に

係

わ

る

国

家

危

機

で

あ

っ

た

と

い

え

よ

う

。

こ

の

鮮

卑

集

団

に

よ

る

侵

攻

略

奪

が

端

緒

と

な

り

、

倭

は

国

家

統

制

に

支

障

を

き

た

し
、

た

ん

し

ょ

そ

の

結

果

と

し

て

主

導

権

争

い

の

内

紛

に

発

展

し

た

も

の

と

案

ぜ

ら

れ

る

。

こ

の

鮮

卑

族

の

侵

攻

が

国

家

大

乱

の

端

緒

と

す

れ

ば

、

そ

の

年

代

は

光

和

元

年

即

ち

西

暦

１

７

８

年

の
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冬

、

乃

至

は

翌

１

７

９

年

頃

と

判

断

出

来

る

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

、

こ

の

乱

は

記

録

に

よ

る

と

「

年

を

歴

る

」

で

あ

る

か

ら

短

期

間

で

は

な

く

、

か

な

り

打

ち

続

い

た

も

の

と

思

わ

れ

る

が

、

何

十

年

に

も

及

ぶ

乱

で

は

な

く

、

光

和

年

間

を

通

し

て

約

１

０

年

前

後

ほ

ど

と

判

断

す

る

。

い

う

と

こ

ろ

の

光

和

年

中

と

は

五

年

間

で

あ

り

、

仮

に

光

和

元

年

末

に

勃

発

し

た

と

判

断

す

れ

ば

、

献

帝

の

初

平

元

年

頃

か

二

年

即

ち

西

暦

１

９

０

年

か

ら

１

９

２

年

頃

ま

で

乱

は

続

い

た

と

見

ら

れ

な

く

は

な

い

。

そ

し

て

、

女

王

即

位

と

同

時

に

乱

は

収

ま

っ

た

と

記

録

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

か

ら

、

即

位

年

と

乱

の

終

止

年

も

ほ

ゞ

同

年

と

判

断

で

き

る

。

さ

て

、

「

倭

国

大

乱

」

の

勃

発

年

を

東

漢

の

霊

帝

の

光

和

元

年

、

即

ち

西

暦

１

７

８

年

頃

と

看

做

し

、

乱

の

終

止

年

＝

女

王

即

位

年

を

献

帝

の

初

平

元

年

乃

至

は

二

年

頃

と

す

る

な

ら

ば

、

こ

の

年

中

、

遼

東

方

面

は

二

代

「

公

孫

度

」

が

浮

か

び

あ

が

っ

て

く

る

。
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度

は

養

父

公

孫

域

の

後

を

継

ぎ

、

そ

の

辣

腕

を

発

揮

い

き

ら

つ

わ

ん

し

、

玄

菟

・

遼

東

方

面

を

寇

掠

し

て

や

ま

な

か

っ

た

こ

う

り

ゃ

く

高

句

麗

・

烏

丸

・

鮮

卑

を

征

し

、

東

漢

の

献

帝

の

初

平

元

年

、

即

ち

西

暦

１

９

０

年

に

営

・

平

二

州

（

現

在

の

河

北

北

部

か

ら

遼

寧

省

東

部

方

面

ま

で

）

を

掌

し

ょ

う

握

し

、

遼

東

侯

平

州

牧

を

称

し

、

韓

及

び

倭

方

面

へ

あ

く

へ

い

し

ゅ

う

ぼ

く

の

内

政

干

渉

を

活

発

化

さ

せ

て

い

る

。

倭

の

争

乱

終

止

年

と

女

王

卑

弥

呼

の

即

位

年

を

前

記

せ

る

ご

と

く

、

東

漢

の

献

帝

の

初

平

元

年

乃

至

は

二

年

頃

と

す

れ

ば

、

遼

東

の

覇

者

公

孫

度

の

自

立

と

韓

や

倭

国

へ

の

内

政

干

渉

年

時

が

奇

妙

に

合

致

し

て

く

る

。

こ

の

奇

妙

な

合

致

点

か

ら

推

測

し

て

み

る

と
、

或

い

は

、

で

あ

る

。

献

帝

の

初

平

年

中

に

営

平

二

州

を

掌

握

し

遼

東

に

自

立

し

た

公

孫

度

は

、

遡

る

こ

と

十

二

年

前

、

鮮

卑

族

の

侵

攻

に

よ

っ

て

内

乱

を

誘

発

さ

れ

、

爾

後

、

主

導

権

を

め

ぐ

っ

て

争

乱

に

明

け

暮

れ

て

い

た

倭

の

収

拾

策

と

し

て

、

自

ら

の

勢

力

的

背

景

を

托

し

誰

か

を

送

り

こ

ん

だ

か

、

或

い

は

又

、

意

を

通

ず

倭

の

何

人

か

を

擁

立

せ

し

め

た

の

で

は

な

か

な

ん

ぴ

と

よ

う

り

つ
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っ

た

か

、

そ

し

て

、

そ

の

人

物

の

名

が

「

卑

弥

呼

」

で

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

だ

が

、

『

晋

書

』

中

で

は

「

公

孫

氏

な

り

」

と

記

録

し

て

い

る

と

こ

ろ

か

ら

、

前

者

の

可

能

性

は

か

な

り

有

力

で

あ

ろ

う

と

思

う

。

そ

う

な

ら

ば

、

彼

女

卑

弥

呼

は

公

孫

度

の

姫

乃

至

は

そ

の

繋

累

縁

者

と

い

う

な

い

し

け

い

る

い

え

ん

じ

ゃ

推

測

が

可

能

に

な

っ

て

く

る

。

卑

弥

呼

が

女

王

と

し

て

即

位

す

る

や

、

永

年

に

亘

っ

た

争

乱

も

収

ま

っ

た

と

伝

え

て

い

る

が

、

小

国

乱

立

し

て

抗

争

に

明

け

暮

れ

て

い

た

と

い

う

倭

が

、

果

た

し

て

一

女

性

の

擁

立

ぐ

ら

い

で

収

拾

し

得

た

か

否

か

、

中

国

四

百

余

州

に

兵

燹

が

燻

り

、

次

の

三

国

鼎

立

へ

向

け

て

歴

史

の

舞

へ

い

せ

ん

く

す

ぶ

て

い

り

つ

台

が

大

き

く

激

動

し

始

め

た

こ

の

時

代

、

し

か

り

、

と

す

る

に

は

短

絡

的

判

断

と

な

り

は

し

な

い

か

、

む

た

ん

ら

く

て

き

し

ろ

「

否

」

で

あ

ろ

う

。

ひ

と

た

び

卑

弥

呼

が

女

王

と

し

て

即

位

す

る

や

、

乱

に

明

け

暮

れ

て

い

た

倭

が

収

拾

し

得

た

と

い

う

こ

と

は

、

彼

女

の

背

後

に

公

孫

氏

一

門

の

勢

力

が

控

え
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て

い

た

か

ら

で

は

な

か

っ

た

か

。

魏

の

景

初

二

年

、

司

馬

氏

の

遼

東

平

定

に

至

る

ま

で

の

間

、

そ

の

方

面

の

覇

者

は

公

孫

氏

で

あ

る

。

扶

余

・

穢

貊

の

信

を

得

わ

い

は

く

て

、

遼

東

百

萬

の

兵

を

動

か

し

、

自

ら

王

を

称

し

て

君

臨

し

、

魏

の

曹

操

も

一

目

置

い

た

人

物

が

公

孫

度

で

あ

る

。

さ

て

、

卑

弥

呼

が

公

孫

氏

中

の

度

と

結

び

つ

い

て

く

る

と

す

れ

ば

、

小

国

乱

立

し

て

い

た

倭

が

沈

黙

し

た

の

は

肯

け

る

。

高

句

麗

を

白

山

区

へ

逼

塞

さ

せ

、

ひ

っ

そ

く

烏

丸

・

鮮

卑

す

ら

封

じ

込

め

た

程

の

公

孫

氏

の

勢

力

で

あ

る

。

又

、

彼

女

が

公

孫

氏

の

繋

累

で

あ

っ

た

と

み

れ

ば

、

更

に

肯

け

て

く

る

こ

と

が

あ

る

。

即

ち

『

梁

書

』

中

の

次

の

一

文

が

、

で

あ

る

。

「

至

魏

景

初

三

年

、

公

孫

淵

誅

後

、

卑

弥

呼

始

遣

使

朝

貢

、

魏

以

為

親

魏

王

、

假

金

印

紫

綬

。
」

魏

の

景

初

三

年

、

公

孫

渕

を

誅

す

後

、

卑

弥

ぎ

け

い

し

ょ

ね

ん

こ

う

そ

ん

え

ん

ち

ゅ

う

の

ち

ひ

み

呼

、

始

め

て

使

い

を

遣

わ

し

朝

貢

す

。

魏

は

以

こ

は

じ

つ

か

つ

か

ち

ょ

う

こ

う

ぎ

も

っ
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て

親

魏

王

と

な

し

、

金

印

紫

綬

を

假

す

。

し

ん

ぎ

お

う

き

ん

い

ん

し

じ

ゅ

か

魏

の

景

初

三

年

即

ち

西

暦

２

３

９

年

、

公

孫

渕

を

伐

ち

魏

の

遼

東

平

定

が

成

っ

た

年

で

あ

る

。

未

だ

兵へ

い

燹

の

燻

る

最

中

、

何

故

に

卑

弥

呼

は

魏

に

朝

貢

し

て

せ

ん

く

す

ぶ

さ

な

か

い

っ

た

の

だ

ろ

う

か

。

旧

来

、

倭

＝

日

本

と

い

う

前

提

で

臨

む

限

り

、

こ

の

間

の

推

測

は

全

く

不

可

能

で

あ

る

。（

注

―

『

三

国

志

』

で

は

景

初

二

年

、

『

梁

書
』

で

は

景

初

三

年

。

一

年

の

開

き

が

あ

る

が

、

女

王

卑

弥

呼

の

朝

貢

年

時

は

景

初

三

年

と

み

る

向

き

が

多

い

様

で

あ

る

。
）

し

か

し

、

で

あ

る

。

前

述

し

た

如

く

、

彼

女

が

公

孫

氏

縁

の

者

で

あ

っ

た

と

す

れ

ば

、

朝

貢

せ

ざ

る

を

ゆ

か

り

得

な

か

っ

た

事

情

が

能

く

分

か

る

わ

け

で

あ

る

。

即

よ

ち

彼

女

の

勢

力

基

盤

と

な

っ

た

遼

東

の

公

孫

氏

を

失

っ

た

故

に

で

あ

る

。

公

孫

氏

、

未

だ

遼

東

に

健

在

な

り

と

す

れ

ば

、

そ

の

方

面

は

彼

女

の

国

に

と

っ

て

は

一

種

の

緩

衝

地

帯

的

意

味

合

い

を

持

っ

て

い

た

こ

と

か

ん

し

ょ

う
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に

な

る

が

、

依

拠

す

べ

き

勢

力

は

根

こ

そ

ぎ

取

り

払

い

き

ょ

わ

れ

、

そ

こ

は

い

き

な

り

魏

の

領

域

と

な

っ

た

か

ら

で

あ

る

。

卑

弥

呼

が

公

孫

氏

乃

至

は

そ

の

縁

の

者

で

あ

っ

た

な

い

し

が

故

に

、

司

馬

氏

の

遼

東

平

定

年

時

と

相

前

後

し

て

通

じ

て

い

っ

た

わ

け

で

あ

る

。

即

ち

国

境

を

接

す

る

者

の

宿

命

、

勢

力

バ

ラ

ン

ス

の

問

題

も

存

在

し

た

で

あ

ろ

う

し

、

又

、

第

一

に

果

さ

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

は

た

こ

と

が

存

在

し

た

筈

で

あ

る

。

即

ち

一

門

の

「

助

命

嘆

願

」

で

あ

る

。

し

か

し

、

こ

れ

は

遅

す

ぎ

た

様

で

あ

る

。

公

孫

氏

中

、

た

だ

一

人

の

存

命

者

は

度

の

子

の

公

孫

恭

の

み

で

あ

っ

た

。

卑

弥

呼

が

度

の

姫

と

す

き

ょ

う

れ

ば

恭

は

男

弟

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

卑

弥

呼

が

遣

使

を

送

っ

た

一

つ

の

理

由

に

、

公

孫

氏

一

門

の

助

命

嘆

願

が

あ

っ

た

と

仮

定

す

れ

ば

、

魏

じ

ょ

め

い

た

ん

が

ん

志

倭

人

伝

の

次

の

一

文

も

肯

け

て

く

る

。

「

汝

所

在

踰

遠

、

乃

遣

使

貢

献

、

是

汝

之

忠

孝
、
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我

甚

哀

汝

。

今

以

汝

為

親

魏

倭

王

…

」

汝

が

所

在

は

踰

遠

な

り

、

乃

ち

使

い

を

遣

わ

な

ん

じ

し

ょ

ざ

い

ゆ

え

ん

す

な

わ

つ

か

つ

か

し

貢

献

す

る

は

、

こ

れ

汝

の

忠

孝

心

、

我

は

甚

こ

う

け

ん

な

ん

じ

ち

ゅ

う

こ

う

し

ん

わ

れ

は

な

は

だ

汝

を

哀

れ

ま

ん

、

…

な

ん

じ

あ

わ

中

国

歴

代

の

王

朝

史

を

披

見

す

る

と

、

朝

貢

し

て

く

る

国

は

枚

挙

に

い

と

ま

な

し

、

と

い

え

る

。

そ

し

ま

い

き

ょ

て

、

そ

れ

ら

の

多

く

の

遣

使

に

対

し

て

、

中

国

の

皇

帝

が

か

け

る

言

句

は

、

忠

順

・

忠

義

・

忠

節

・

忠

烈

な

ど

が

殆

ど

で

あ

る

。

忠

孝

と

か

哀

れ

ま

ん

等

の

文

字

は

見

ら

れ

な

い

。

そ

れ

な

の

に

、

卑

弥

呼

の

遣

使

に

対

し

て

は

、

極

め

て

異

例

と

も

受

け

取

れ

る

言

葉

を

か

け

て

い

る

。

こ

の

「

忠

孝

・

哀

れ

ま

ん

」

の

真

意

が

奈

辺

に

あ

る

か

、

彼

女

が

公

孫

氏

一

門

で

あ

っ

な

へ

ん

た

か

ら

だ

と

考

え

ら

れ

な

い

か

。

し

か

り

、

と

す

れ

ば

、

三

国

志

中

の

一

節

は

次

の

如

く

解

釈

も

で

き

る
。

「

汝

の

国

の

所

在

は

遙

か

遠

方

で

、

能

く

通

じ

得

ざ

る

所

で

あ

る

。

そ

れ

に

も

拘

わ

ら

ず

、

我

か

か
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が

魏

朝

に

貢

献

し

て

き

た

と

い

う

こ

と

は

、

こ

れ

ひ

と

え

に

、

汝

の

主

の

血

族

を

思

う

忠

孝

心

の

然

ら

し

む

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

こ

と

は

意

に

し

か

反

し

、

さ

ぞ

や

沈

痛

な

思

い

で

あ

ろ

う

。

朕

は

ち

ん

汝

が

心

中

を

察

し

、

哀

れ

で

あ

っ

た

と

思

う

。
」

卑

弥

呼

即

ち

公

孫

氏

と

す

れ

ば

、

か

く

の

如

く

に

解

釈

さ

れ

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

さ

て

、

旧

来

、

倭

の

所

在

と

共

に

、

多

分

に

憶

測

推

理

の

虚

構

的

世

界

に

於

い

て

の

み

語

ら

れ

て

き

た

卑

弥

呼

が

、

２

世

紀

末

か

ら

３

世

紀

の

３

８

年

の

間
、

南

満

遼

東

の

地

に

覇

業

を

成

し

た

公

孫

氏

、

乃

至

は

は

ぎ

ょ

う

そ

の

繋

累

で

あ

っ

た

と

分

か

っ

て

み

る

と

、

邦

今

、

ほ

う

こ

ん

研

究

家

と

か

作

家

な

ど

と

称

す

人

々

が

描

く

、

日

本

人

好

み

の

ロ

マ

ン

の

ヒ

ロ

イ

ン

的

卑

弥

呼

像

は

崩

れ

去

ら

ざ

る

を

得

な

い

。

女

王

卑

弥

呼

は

、

そ

の

様

に

ロ

マ

ン

の

香

が

漂

う

存

在

で

は

な

く

、

中

国

四

百

余

州

に

兵

燹

の

燻

る

一

へ

い

せ

ん

く

す

ぶ
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時

期

、

南

満

遼

東

の

覇

者

公

孫

度

の

権

変

術

策

中

の

け

ん

ぺ

ん

じ

ゅ

つ

さ

く

存

在

で

あ

っ

た

と

案

ぜ

ら

れ

よ

う

。

か

く

な

る

が

故

に

、

卑

弥

呼

を

虚

構

的

世

界

で

論

じ

描

く

の

で

は

な

く

、

厳

然

た

る

史

実

と

し

て

、

そ

の

舞

台

を

韓

半

島

以

北

か

ら

遼

東

の

地

に

捉

え

て

勘

案

す

べ

き

で

あ

ろ

う

や

。

さ

て

、

親

魏

倭

王

、

或

い

は

「

邪

馬

台

の

女

王

」

と

い

わ

れ

た

卑

弥

呼

が

、

３

世

紀

を

以

て

終

焉

を

告

し

ゅ

う

え

ん

げ

た

遼

東

の

公

孫

氏

と

係

わ

る

人

物

で

あ

っ

た

と

分

か

っ

て

み

る

と

、

本

論

で

推

測

し

た

倭

の

所

在

方

面

は

正

し

か

っ

た

こ

と

に

な

る

。

話

が

飛

ぶ

が

、

少

し

く

其

の

所

以

を

述

べ

よ

う

。

２

世

紀

中

末

に

入

り

、

鮮

卑

に

代

わ

っ

て

遼

東

に

抬

頭

し

た

の

は

公

孫

氏

一

門

で

あ

る

が

、

そ

の

全

盛

時

と

雖

も

勢

力

圏

中

は

営

平

二

州

で

あ

り

、

実

際

に

い

え

ど

え

い

へ

い

権

勢

の

及

ん

だ

範

囲

は

現

在

の

遼

陽

を

中

心

と

す

る

遼

寧

東

部

方

面

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

で

あ

る

。

勢

力

範

囲

が

遼

寧

東

部

一

帯

な

の

に

も

拘

わ

ら

ず

、

公
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孫

氏

は

頻

り

に

韓

や

倭

・

穢

貊

方

面

へ

干

渉

を

試

み
、

帯

方

郡

を

設

け

て

そ

の

郡

轄

下

に

帰

属

せ

し

め

て

い

る

。穢

貊

や

韓

は

一

応

措

く

と

し

て

、

旧

来

の

説

、

即

ち

倭

＝

日

本

と

い

う

観

点

か

ら

こ

の

事

実

を

勘

案

す

れ

ば

、

そ

こ

に

多

大

な

疑

問

が

出

て

く

る

。

こ

の

当

時

、

如

何

に

勢

力

を

得

た

り

と

は

い

え

、

東

方

に

は

高

句

麗

が

控

え

、

北

方

に

は

烏

丸

・

扶

余

等

が

屯

し

た

む

ろ

て

お

り

、

又

、

西

方

に

は

鮮

卑

も

健

在

で

あ

り

、

な

お

か

つ

、

そ

の

後

ろ

に

は

曹

魏

が

遼

東

平

定

を

狙

っ

ね

ら

て

い

る

。

こ

の

様

な

情

勢

の

最

中

、

い

か

に

公

孫

氏

が

勢

力

さ

な

か

を

得

た

り

と

は

い

え

、

玄

海

の

荒

波

を

乗

っ

切

り

僻

げ

ん

か

い

へ

き

遠

の

地

・

日

本

へ

兵

を

派

遣

で

き

た

で

あ

ろ

う

か

。

え

ん
こ

れ

を

疑

問

と

せ

ず

、

何

を

疑

問

と

し

よ

う

か

、

で

あ

る

。

そ

れ

に

も

拘

わ

ら

ず

、

倭

を

、

邪

馬

台

を

、

日

本

と

し

て

捉

え

、

そ

の

結

果

、

倭

人

伝

と

称

す

雑

記

文

に

振

り

回

さ

れ

続

け

て

い

る

の

が

、

こ

の

種

の
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我

が

国

に

於

け

る

研

究

の

現

状

で

あ

る

。

さ

て

、

公

孫

氏

の

勢

力

圏

と

、

そ

れ

を

取

り

巻

く

周

辺

の

軍

事

情

勢

か

ら

判

断

す

れ

ば

、

公

孫

氏

が

干

渉

し

う

る

範

囲

は

自

ず

と

限

定

さ

れ

て

く

る

。

即

ち

遼

東

以

南

地

区

か

千

山

々

脈

以

東

地

区

、

や

ゝ

拡

大

し

て

判

断

し

て

も

現

北

鮮

の

平

安

北

道

ぐ

ら

い

ま

で

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

、

こ

の

範

囲

内

に

倭

も

韓

も

存

在

し

て

い

た

こ

と

に

な

る

。

ま

し

て

や

、

卑

弥

呼

が

公

孫

氏

乃

至

は

そ

の

縁

の

者

と

い

う

こ

と

に

な

れ

ば
、

「

邪

馬

台

」

と

称

す

国

邑

も

、

こ

の

範

囲

に

於

い

て

の

み

詮

索

す

べ

き

で

は

な

い

か

。

疑

問

を

提

起

し

て

お

く

。

邪

馬

台

国

卑

弥

呼

が

公

孫

氏

で

あ

り

、

そ

の

本

家

で

も

あ

る
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遼

東

の

公

孫

氏

が

頻

繁

に

干

渉

し

得

、

か

つ

、

彼

の

帯

方

郡

轄

下

に

置

く

こ

と

が

出

来

た

で

あ

ろ

う

と

い

う

以

上

、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

卑

弥

呼

が

君

臨

し

た

邪

馬

台

も

公

孫

氏

の

勢

力

の

及

ぶ

至

近

な

所

に

存

在

し

た

と

看

做

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

筈

で

あ

る

。

だ

が

、

か

く

い

う

と

、

一

般

に

怪

訝

に

思

わ

れ

る

筈

け

げ

ん

で

あ

る

。

「

そ

れ

は

倭

人

伝

に

記

載

さ

れ

て

い

る

方

角

・

里

程

を

全

く

無

視

し

た

暴

論

で

あ

る

」

と

。

で

あ

る

が

故

に

、

こ

の

様

な

向

き

に

一

言

を

呈

し

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

い

。

倭

人

伝

の

研

究

が

成

さ

れ

る

様

に

な

っ

て

、

か

な

り

久

し

い

年

月

を

費

や

し

て

い

る

が

、

そ

の

間

、

優

秀

で

あ

る

べ

き

頭

脳

陣

が

、

雁

首

揃

え

て

研

究

に

取

ず

の

う

じ

ん

が

ん

く

び

り

組

み

な

が

ら

、

多

少

な

り

と

も

説

得

力

あ

る

史

的

見

解

が

見

い

出

さ

れ

た

で

あ

ろ

う

か

、

出

さ

れ

て

は

い

な

い

筈

で

あ

る

。

結

論

な

ど

望

む

べ

く

も

な

く

、

未

だ

に

、

各

人

各

様

の

見

解

の

も

と

に

様

々

な

出

版

物

が

溢

れ

て

い

る

程

度

で

あ

る

。

あ

ふ
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最

近

で

は

、

吉

野

ヶ

里

に

代

表

さ

れ

る

様

に

、

各

地

で

大

規

模

な

遺

址

や

遺

構

が

発

掘

発

見

さ

れ

る

た

び

、

学

者

や

マ

ニ

ア

達

ま

で

総

動

員

で

、

如

何

に

し

て

邪

馬

台

国

と

結

び

付

け

よ

う

か

と

齷

齪

し

て

い

る

あ

く

せ

く

が

、

も

は

や

、

こ

う

な

る

と

方

角

も

里

程

も

糞

も

へ

っ

た

く

れ

も

あ

る

ま

い

。

そ

も

そ

も

、

我

が

国

の

古

代

史

の

一

端

で

は

な

い

他

国

の

事

蹟

を

集

録

し

た

雑

記

文

な

ど

を

勘

違

い

し

て

持

ち

込

み

、

そ

の

叙

述

内

容

を

何

と

か

し

て

我

が

国

内

に

位

置

づ

け

よ

う

と

し

て

い

る

故

に

、

三

百

年

た

っ

た

今

日

に

至

っ

て

も

結

論

が

出

な

い

所

以

の

一

つ

で

あ

る

。

（

注

―

過

去

の

儒

教

か

ぶ

れ

の

学

者

の

弊

害

が

端

緒

。
）

ち

な

み

に

、

北

京

大

学

の

倭

人

伝

記

載

の

方

角

里

程

等

に

関

す

る

見

解

は

「

か

な

り

、

杜

撰

で

あ

り

、

ず

さ

ん

方

角

里

程

に

関

し

て

は

信

憑

性

全

く

な

し

」

で

あ

る
。

し

ん

ぴ

ょ

う

せ

い

さ

て

、

次

に

載

せ

る

一

文

が

、

邪

馬

台

穿

鑿

の

無

せ

ん

さ

く

意

味

さ

を

知

ら

し

め

る

唯

一

の

記

述

と

な

る

可

能

性
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を

持

っ

て

い

る

。

『

梁

書

校

勘

記

』

（

注

―

校

勘

と

こ

う

か

ん

き

は

、

写

本

を

比

べ

て

そ

の

誤

り

を

訂

正

す

る

こ

と

）

中

に

次

の

如

く

訂

正

さ

れ

た

記

述

が

あ

る

。

「

至

邪

馬

臺

國

『

邪

』

各

本

譌

『

祁

』

拠

冊

府

元

亀

九

五

七

改

。
」

邪

馬

臺

國

に

至

る

の

「

邪

」

は

、

各

本

「

祁

」

や

ま

た

い

こ

く

い

た

や

か

く

ほ

ん

き

に

譌

る

、

冊

府

元

亀

九

五

七

に

拠

っ

て

改

め

る
。

い

つ

わ

さ

つ

ぷ

げ

ん

き

よ

あ

ら

た

こ

の

校

勘

記

の

記

述

は

極

め

て

重

要

な

意

味

を

持

っ

て

く

る

。

も

と

も

と

、

各

文

中

に

は

「

祁

」

と

記

さ

れ

て

い

た

が

、

そ

れ

は

誤

り

で

あ

っ

た

の

で

、

冊

府

元

亀

九

百

五

十

七

に

拠

っ

て

「

邪

」

と

改

め

た

と

い

う

。

し

か

ら

ば

、

本

来

は

「

祁

馬

台

国

」

と

記

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

り

「

邪

馬

台

国

」

で

は

な

か

っ

た

こ

と

に

な

る

。

各

文

献

記

述

中

に

「

祁

馬

台

」

と

表

記

さ

れ

て

い

た

も

の

を

、

い

つ

誰

が

誤

り

と

し

て

冊

府

元

亀

一

書
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の

記

述

に

拠

っ

て

改

め

た

の

で

あ

ろ

う

か

、

こ

の

こ

と

は

訂

正

と

い

う

よ

り

は

、

む

し

ろ

改

竄

行

為

と

い

う

に

等

し

か

ろ

う

と

思

惟

す

る

。

依

拠

し

た

と

い

う

「

冊

府

元

亀

」

と

は

如

何

な

る

文

献

で

あ

る

か

を

紹

介

し

て

お

く

。

北

宋

の

真

宗

の

大

中

祥

符

六

年

、

即

ち

西

暦

１

０

だ

い

ち

ゅ

う

し

ょ

う

ふ

１

３

年

真

宗

が

詔

を

下

し

、

王

欽

若

な

る

者

に

歴

代

み

こ

と

の

り

お

う

き

ん

じ

ゃ

く

王

朝

の

君

臣

の

事

績

を

編

纂

せ

し

め

た

も

の

で

、

一

般

に

『

太

平

御

覧

』

と

共

に

宋

代

に

於

け

る

大

掛

か

た

い

へ

い

ぎ

ょ

ら

ん

り

な

類

書

の

一

つ

と

さ

れ

、

唐

以

前

の

こ

と

は

勿

論
、

る

い

し

ょ

今

日

に

伝

存

せ

る

他

史

の

史

料

補

正

に

用

い

ら

れ

て

き

た

と

い

う

。

さ

て

、

１

１

世

紀

に

成

立

を

み

た

文

献

一

書

に

拠

っ

て

、

古

い

文

献

は

勿

論

の

こ

と

、

今

日

で

も

他

史

の

補

正

に

用

い

ら

れ

て

い

る

と

い

う

と

、

こ

れ

は

穏

や

か

で

は

な

い

。

冊

府

元

亀

そ

の

も

の

に

ど

れ

程

の

信

憑

性

あ

る

か

定

か

で

は

な

い

が

、

少

な

く

と

も

幾

百

幾

千

巻

も

存

在

す

る

で

あ

ろ

う

古

文

献

資

料

中

の
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共

通

し

て

「

祁

」

と

記

さ

れ

て

い

た

も

の

を

、

「

邪

」

き

や

と

改

め

て

し

ま

っ

た

こ

と

は

明

ら

か

に

改

竄

行

為

そ

の

も

の

で

あ

る

。

以

上

の

こ

と

か

ら

勘

案

す

る

に

、

本

来

が

「

祁

馬

き

台

国

」

で

あ

り

、

最

初

か

ら

「

邪

馬

台

国

」

な

ど

と

や

記

載

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

と

す

れ

ば

、

こ

こ

に

、

一

つ

の

仮

説

が

設

け

ら

れ

る

。

即

ち

「

祁

馬

」

と

い

う

き

の

は

「

蓋

馬

」

の

転

訛

で

は

な

か

っ

た

か

と

判

断

し

げ

ま

て

ん

か

て

出

し

た

説

で

あ

る

。

ち

な

み

に

、

「

蓋

」

の

文

字

が

い

・

げ

に

つ

い

て

、

『

康

煕

字

典

申

集

二

十

九

艸

部

十

画

』

し

ん

し

ゅ

う

そ

う

ぶ

で

調

べ

て

み

る

と

、

「

蓋

」

の

文

字

の

音

は

「

カ

イ
」

で

あ

り

、

「

祁

」

と

は

異

な

る

と

思

わ

れ

る

が

、

同

字

典

に

拠

る

と

「

既

に

叶

う

」

と

記

載

さ

れ

て

い

る
。

き

か

の

「

既

」

の

文

字

の

音

は

「

キ

」

、

「

叶

」

は

「

協
」

お

ん

の

俗

字

で

意

は

「

補

助

す

る

・

当

て

嵌

め

る

」

等

で

あ

る

。

従

っ

て

、

「

蓋

」

に

は

往

々

に

し

て

「

既

」

が

当

て

嵌

め

用

い

ら

れ

た

と

し

た

ら

、

「

蓋

＝

既

」

が

転

訛

し

て

「

祁

」

に

至

っ

た

も

の

と

考

え

ら

れ

な
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く

は

な

い

。

即

ち

「

蓋

馬

・

既

馬

＝

祁

馬

」

と

転

訛

げ

ま

き

ま

き

ま

し

た

も

の

と

看

做

せ

な

く

は

な

い

筈

で

あ

る

。

か

く

判

断

で

き

る

と

す

れ

ば

、

「

祁

馬

＝

蓋

馬

」

は

存

在

し

た

。

即

ち

古

の

蓋

国

＝

蓋

馬

国

で

、

高

句

が

い

こ

く

げ

ま

こ

く

麗

の

蓋

馬

城

も

そ

の

後

身

で

あ

る

。

前

述

し

た

如

く
、

渤

海

の

蓋

州

・

遼

の

辰

州

で

あ

る

。

そ

こ

は

現

在

の

が

い

し

ゅ

う

し

ん

し

ゅ

う

摩

天

嶺

山

の

東

側

、

靉

河

上

游

右

岸

に

存

在

す

る

遼

あ

い

が

寧

省

賽

馬

県

で

あ

る

。

さ

い

ま

け

ん

魏

の

正

始

六

年

即

ち

西

暦

２

４

４

年

、

魏

将

毌

丘

し

ょ

う

し

か

ん

き

ゅ

う

倹

の

二

度

に

亘

る

高

句

麗

征

伐

に

よ

り

、

そ

の

勢

力

け

ん
を

殺

が

れ

た

高

句

麗

は

白

山

区

中

に

逼

塞

し

て

い

た

そ

ひ

っ

そ

く

が

、

魏

が

亡

び

西

晋

の

時

代

に

入

る

頃

ま

で

に

再

び

勢

力

を

盛

り

返

し

、

中

国

本

土

の

政

情

の

不

安

定

さ

を

機

と

し

、

３

世

紀

末

か

ら

４

世

紀

初

頭

に

か

け

て

玄

菟

・

楽

浪

方

面

を

統

合

し

、

爾

後

、

若

干

の

曲

折

じ

ご

を

経

た

が

、

次

第

に

吉

林

・

遼

寧

方

面

一

帯

に

勢

力

を

扶

植

し

、

こ

の

過

程

で

蓋

馬

国

の

存

在

は

消

え

、

ふ

し

ょ

く

後

に

至

っ

て

高

句

麗

城

塞

の

一

つ

に

名

が

残

る

の

み
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と

な

る

。

も

し

か

す

る

と

高

句

麗

の

南

下

に

よ

っ

て

併

合

さ

れ

た

一

小

国

邑

、

そ

の

名

が

蓋

馬

国

で

、

こ

れ

が

既

馬

と

転

訛

し

さ

ら

に

祁

馬

と

書

き

表

さ

れ

て

い

た

も

の

が

、

後

年

、

『

冊

府

元

亀

』

中

に

拠

っ

て

、

「

邪
」

な

ど

と

改

め

ら

れ

て

し

ま

っ

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

従

っ

て

、

邪

馬

台

国

の

伝

承

と

い

う

の

は

祁

馬

台

国

＝

蓋

馬

国

の

伝

承

で

あ

り

、

こ

れ

ら

史

実

の

残

片

が

後

世

、

他

の

文

献

中

に

混

入

し

て

し

ま

っ

た

可

能

性

も

あ

る

。

さ

て

、

『

梁

書

校

勘

記

』

中

の

一

文

で

、

『

冊

府

元

亀

』

に

よ

っ

て

「

祁

」

が

「

邪

」

に

改

め

ら

れ

た

と

い

う

と

こ

ろ

か

ら

、

元

来

が

邪

馬

台

で

は

な

く

祁

馬

台

で

あ

り

、

こ

の

祁

馬

は

蓋

馬

の

転

訛

で

は

な

か

っ

た

か

と

看

做

し

て

設

け

た

説

で

あ

る

が

、

さ

ら

に
、

も

う

一

つ

の

推

測

が

出

来

る

。

祁

か

邪

か

は

措

く

と

し

て

、

そ

れ

で

は

「

邪

馬

」

と

い

う

名

称

の

国

邑

は

存

在

し

な

か

っ

た

か

と

い

う

と

、

類

似

し

た

名

称

の
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国

は

存

在

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

の

国

名

は

倭

人

伝

で

は

な

く

、

『

三

国

志

韓

伝

』

中

に

記

載

さ

れ

て

出

て

く

る

。

即

ち

「

弁

辰

弥

烏

邪

馬

国

」

と

称

す

国

べ

ん

し

ん

み

う

や

ま

こ

く

が

存

在

す

る

。

こ

の

「

弁

辰

弥

烏

邪

馬

国

」

と

い

う

名

称

か

ら

「

弁

辰

弥

烏

」

を

取

り

除

け

ば

、

「

邪

馬

国

」

と

な

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

一

つ

の

推

測

を

め

ぐ

ら

し

て

み

よ

う

。

い

わ

ゆ

る

前

三

韓

と

称

す

馬

韓

・

辰

韓

・

弁

韓

に

は

そ

れ

ぞ

れ

王

と

称

す

者

は

居

た

。

し

か

し

、

弁

・

辰

二

国

の

王

は

、

自

国

の

中

か

ら

王

を

選

出

で

き

ず
、

常

に

馬

韓

人

の

選

出

し

た

王

を

戴

い

て

い

た

。

そ

の

い

た

だ

間

の

事

情

を

馬

韓

伝

で

は

次

の

如

く

記

載

し

て

い

る
。

「

辰

王

常

用

馬

韓

人

作

之

、

世

々

相

継

。

辰

王

不

得

自

立

為

王

…

」

辰

王

は

常

に

馬

韓

人

を

用

い

て

之

を

な

し

、

し

ん

お

う

つ

ね

ば

か

ん

じ

ん

も

ち

こ

れ

世

々

相

継

ぐ

。

辰

王

は

自

ら

立

ち

て

王

と

な

る

よ

よ

あ

い

つ

し

ん

お

う

み

ず

か

た

お

う

を

得

ず

。

え
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弁

・

辰

二

国

は

自

ら

の

王

の

選

出

権

が

な

か

っ

た

こ

と

が

分

か

る

。

と

す

る

と

、

で

あ

る

。

弁

韓

・

辰

韓

二

十

四

国

も

の

国

邑

が

存

在

し

た

以

上

、

中

に

は

王

の

選

出

権

を

要

求

し

て

叛

旗

を

翻

す

国

が

出

た

と

は

ん

き

ひ

る

が

え

し

て

も

何

ら

の

不

思

議

は

あ

る

ま

い

。

或

い

は

そ

れ

ぞ

れ

に

王

と

な

る

べ

き

立

場

を

め

ぐ

っ

て

主

導

権

争

い

に

発

展

し

た

可

能

性

も

考

え

ら

れ

な

く

は

な

い

。

た

だ

し

、

そ

の

為

に

は

強

力

な

背

景

を

つ

け

る

必

要

が

生

じ

て

く

る

筈

で

あ

る

。

そ

の

様

な

最

中

に

あ

っ

て

「

弁

辰

弥

烏

邪

馬

国

」

が

優

位

に

立

ち

、

い

ち

早

く

魏

朝

或

い

は

遼

東

の

公

孫

氏

の

所

へ

で

も

出

向

い

て

い

っ

た

で

あ

ろ

う

か

、

倭

を

詐

称

し

て

、

で

あ

る
。

さ

し

ょ

う

そ

し

て

、

ひ

と

た

び

親

魏

倭

王

の

印

綬

を

授

か

る

や

「

弁

辰

弥

烏

」

を

除

外

し

て

し

ま

っ

た

可

能

性

も

あ

る

。し

か

し

、

王

の

位

に

即

い

た

も

の

の

、

や

が

て

東

つ

北

方

よ

り

高

句

麗

が

抬

頭

南

下

し

、

又

、

南

方

よ

り

は

か

つ

て

馬

韓

の

一

属

邦

で

あ

っ

た

百

済

が

、

馬

韓
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五

十

四

国

を

統

合

し

て

抬

頭

し

、

か

て

て

加

え

て

足

元

か

ら

は

弁

辰

の

属

邦

斯

廬

国

が

俄

に

強

勢

と

な

り
、

し

ろ

こ

く

に

わ

か

こ

れ

ら

の

新

興

勢

力

の

間

に

あ

っ

た

女

王

国

は

４

世

は

ざ

ま

紀

を

以

て

滅

亡

し

、

歴

史

の

舞

台

は

後

の

三

国

鼎

立

の

場

と

し

て

明

け

渡

す

こ

と

に

な

る

。

さ

て

、

こ

の

推

測

が

正

し

い

と

す

れ

ば

、

こ

こ

に
、

初

め

て

肯

け

る

こ

と

が

出

て

く

る

。

女

王

国

に

関

す

る

伝

承

が

４

世

紀

末

を

以

て

途

絶

え

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

ゞ

あ

る

。

旧

来

の

説

に

従

っ

て

ゆ

く

と

、

そ

の

辺

の

事

情

は

全

く

不

明

だ

が

、

こ

ゝ

で

仮

説

と

し

か

せ

つ

た

と

こ

ろ

に

よ

っ

て

勘

案

す

れ

ば

、

或

る

程

度

の

推

測

は

出

来

る

で

あ

ろ

う

。

既

に

滅

亡

し

他

国

の

領

域

と

な

っ

て

し

ま

っ

た

国

の

歴

史

を

記

録

す

る

程

の

暇ひ

ま

は

、

古

代

中

国

の

史

家

に

も

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う

。

（

注

―

弁

辰

或

い

は

蓋

国

、

い

ず

れ

か

の

国

の

最

後

の

女

王

が

卑

弥

呼

。
）

先

に

論

じ

た

蓋

馬

国

と

い

い

、

或

い

は

弁

辰

弥

烏

邪

馬

国

と

い

い

、

所

は

全

て

遼

寧

東

部

僻

遠

の

地

で

へ

き

え

ん
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あ

っ

た

が

、

３

世

紀

の

３

８

年

６

月

ま

で

は

公

孫

氏

の

勢

力

圏

中

で

あ

る

。

蓋

馬

国

も

祁

馬

国

も

、

或

い

は

ま

た

邪

馬

国

も

、

全

て

公

孫

氏

の

勢

力

の

及

ぶ

範

囲

内

の

存

在

で

あ

り

出

来

事

だ

っ

た

と

い

え

よ

う

か
。

臺

・

台

の

字

義

か

つ

て

「

邪

馬

台

」

の

読

み

方

に

つ

い

て

、

か

な

り

久

し

い

以

前

か

ら

「

ヤ

マ

ト

」

か

「

ヤ

マ

タ

イ

」

か

に

つ

い

て

喧

々

囂

々

の

論

争

が

展

開

さ

れ

た

と

記

け

ん

け

ん

ご

う

ご

う

憶

す

る

。

し

か

し

、

こ

の

論

争

も

一

時

ほ

ど

で

は

な

く

、

概

お

お

む

ね

の

と

こ

ろ

「

ヤ

マ

タ

イ

」

で

落

着

し

た

感

が

す

る

様

で

あ

る

。

だ

が

、

そ

の

論

争

の

馬

鹿

さ

加

減

は

鳴

り

を

潜

め
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た

も

の

ゝ

、

依

然

と

し

て

こ

の

「

邪

馬

台

」

の

三

文

字

中

、

「

台

」

の

字

を

含

め

て

一

国

の

名

称

と

看

做

す

向

き

が

多

い

。

そ

こ

で

、

こ

の

「

台

」

の

字

義

に

つ

い

て

些

か

述

べ

て

お

き

た

い

。

そ

も

そ

も

、

こ

の

「

台

・

臺

」

の

文

字

は

、

古

時
、

中

国

に

於

い

て

「

王

と

三

公

の

位

」

、

即

ち

周

代

の

さ

ん

こ

う

く

ら

い

「

太

師

・

太

傅

・

太

保

」

を

い

い

、

又

、

西

漢

代

で

た

い

し

た

い

ふ

た

い

ほ

は

「

大

司

馬

・

大

司

徒

・

大

子

空

」

、

東

漢

代

に

於

だ

い

し

ば

だ

い

し

と

だ

い

し

く

う

い

て

は

「

大

尉

・

司

徒

・

司

空

」

な

ど

で

、

王

と

こ

た

い

い

し

と

し

く

う

れ

ら

の

位

を

得

た

者

達

を

尊

ん

で

「

台

に

至

る

」

と

た

っ

と

だ

い

・

た

い

称

し

た

の

で

あ

る

。

彼

女

卑

弥

呼

は

魏

朝

に

詣

っ

て

「

親

魏

倭

王

」

の

い

た

印

綬

を

得

た

わ

け

で

あ

る

か

ら

、

当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

「

台

」

に

至

っ

た

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

、

こ

の

「

台

」

の

尊

称

も

４

世

紀

後

半

に

入

っ

て

く

る

と
、

勝

手

に

自

ら

王

を

僭

称

し

乱

用

さ

れ

た

と

い

う

。

そ

の

一

例

が

、

匈

奴

の

「

単

于

台

」

で

あ

り

、

姜

・

羯

ぜ

ん

う

た

い

き

ょ

う

け

つ

族

達

の

「

留

台

・

霊

風

台

」

な

ど

が

あ

る

。

り

ゅ

う

た

い

れ

い

ふ

う

た

い
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従

っ

て

、

邪

馬

台

国

の

「

台

」

の

文

字

は

国

名

の

一

部

で

は

な

い

故

、

こ

れ

を

省

い

て

み

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ

の

時

、

彼

女

の

国

の

名

称

は

「

邪

馬

国
」

と

な

る

筈

で

あ

る

。

何

や

ら

、

弁

辰

弥

烏

邪

馬

国

の

弁

辰

弥

烏

を

取

り

除

い

た

「

邪

馬

国

」

に

似

た

感

が

し

な

い

で

も

な

い

。

こ

ゝ

は

前

記

し

た

如

く

、

公

孫

氏

の

勢

力

圏

中

で

も

あ

っ

た

。

と

こ

ろ

で

、

こ

の

「

臺

・

台

」

の

文

字

を

甲

乙

両

こ

う

お

つ

類

の

音

か

ら

判

読

し

「

ト

」

と

発

音

す

べ

き

で

あ

る

な

ど

と

説

き

、

邪

馬

台

は

「

ヤ

マ

ト

」

で

あ

り

、

こ

れ

を

「

大

和

朝

廷

」

の

前

身

で

あ

っ

た

か

の

如

く

語

る

向

も

未

だ

健

在

と

聞

く

が

、

不

肖

に

し

て

言

語

学

ふ

し

ょ

う

の

こ

と

は

分

か

ら

な

い

が

、

「

臺

・

台

・

堆

」

は

四し

声

中

の

平

声

で

あ

り

「

ｔ

ａ

ｉ

＝

タ

イ

・

ダ

イ

」

せ

い

ひ

ょ

う

し

ょ

う

と

発

音

す

る

筈

で

あ

り

、

「

ｔ

ｕ

＝

ト

」

と

仄

声

そ

く

せ

い

で

は

な

い

と

思

わ

れ

る

が

如

何

か

。

一

つ

の

文

字

に

つ

い

て

両

類

の

音

云

々

は

日

本

語

の

み

に

適

用

す

る

う

ん

ぬ

ん

も

の

な

ら

ず

や

。

指

示

を

乞

う

。
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さ

て

、

こ

れ

ま

で

に

、

倭

の

所

在

と

女

王

卑

弥

呼

に

つ

い

て

些

か

の

考

察

を

し

て

き

た

が

、

こ

の

中

、

倭

に

関

し

て

は

先

人

が

既

に

喝

破

し

て

い

る

。

１

９

か

っ

ぱ

０

９

年

、

中

国

の

楊

守

啓

氏

は

そ

の

著

『

高

句

麗

広

よ

う

し

ゅ

け

い

こ

う

開

土

好

太

王

談

徳

碑

跋

』

の

中

で

次

の

如

く

記

し

て

か

い

ど

こ

う

た

い

お

う

だ

ん

と

く

ひ

ば

つ

い

る

。「

又

東

鑑

所

不

詳

、

按

日

本

史

、

以

談

徳

即

位

年

較

之

、

當

仁

徳

天

皇

之

七

十

九

年

、

中

間

歴

履

中

天

皇

・

允

恭

天

皇

、

皆

無

與

新

羅

構

兵

事
、

亦

無

與

高

麗

構

兵

事

、

豈

因

為

高

麗

所

敗

而

諱

之

與

…

。
」

又

、

東

鑑

の

詳

ら

か

に

せ

ざ

る

所

、

日

本

の

ま

た

と

う

か

ん

つ

ま

び

と

こ

ろ

に

ほ

ん

史

を

按

ず

る

に

、

談

徳

即

位

の

年

を

以

て

之

に

し

あ

ん

だ

ん

と

く

そ

く

い

と

し

も

っ

こ

れ

較

ぶ

る

に

、

ま

さ

に

仁

徳

天

皇

の

七

十

九

年

に

く

ら

に

ん

と

く

て

ん

の

う

ね

ん

当

た

る

。

中

間

、

履

中

天

皇

・

允

恭

天

皇

を

歴

あ

ち

ゅ

う

か

ん

り

ち

ゅ

う

て

ん

の

う

い

ん

ぎ

ょ

う

て

ん

の

う

へ

る

も

、

み

な

新

羅

と

兵

を

構

え

る

事

な

く

、

亦

、

し

ら

ぎ

へ

い

t
j

こ

と

ま

た

高

麗

と

兵

を

構

う

る

事

な

し

。

豈

因

っ

て

、

高

こ

う

ら

い

へ

い

t
j

こ

と

あ

に

よ

こ

う
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麗

の

敗

る

所

と

な

し

之

を

諱

ま

ん

か

。

ら

い

や

ぶ

と

こ

ろ

こ

れ

い

吉

林

省

集

安

県

・

鴨

緑

江

の

北

岸

に

立

て

ら

れ

て

い

る

高

句

麗

広

開

土

王

の

碑

文

中

に

出

て

く

る

「

倭
」

こ

う

か

い

ど

お

う

に

つ

い

て

論

評

さ

れ

た

も

の

だ

が

、

旧

来

、

我

が

国

で

は

そ

の

碑

文

中

に

刻

ま

れ

て

い

る

「

倭

」

を

日

本

と

判

断

し

、

そ

の

「

倭

」

が

高

句

麗

に

敗

れ

た

と

い

う

一

事

を

以

て

、

こ

れ

を

国

辱

と

看

做

し

、

戦

前

、

こ

く

じ

ょ

く

そ

の

碑

文

を

改

竄

し

た

の

し

な

い

の

で

賑

わ

い

を

呈

し

た

こ

と

が

あ

る

。

し

か

し

、

中

国

の

学

者

楊

守

啓

氏

が

い

う

に

は

、

「

朝

鮮

側

の

史

料

『

東

鑑

（

東

国

通

鑑

）

』

で

は

詳

ら

か

で

は

な

い

が

、

日

本

の

史

書

か

ら

判

断

す

る

と
、

高

句

麗

広

開

土

王

即

位

の

年

は

西

暦

３

９

１

年

で

あ

り

、

日

本

で

は

仁

徳

天

皇

の

治

世

時

に

当

た

る

。

し

か

し

、

こ

の

間

、

両

国

に

は

抗

争

の

事

実

は

み

ら

れ

ず

、

又

、

中

間

の

履

中

・

允

恭

両

天

皇

の

時

代

に

も
、

高

句

麗

・

新

羅

と

闘

争

の

事

実

は

な

い

。

然

る

に

、

し

か

何

故

に

高

句

麗

・

新

羅

に

敗

れ

た

と

い

う

『

倭

』

を
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日

本

と

な

し

、

こ

れ

を

忌

み

嫌

う

の

か

」

と

述

べ

て

お

り

、

倭

＝

日

本

説

を

否

定

し

て

い

る

。

又

、

三

宅

米

吉

氏

も

『

高

麗

碑

考

』

の

中

で

同

様

の

こ

と

を

語

っ

て

い

る

。

即

ち

、

「

倭

・

倭

人

と

高

麗

と

の

抗

争

記

述

も

、

『

日

本

書

紀

』

な

ど

日

本

側

の

記

述

に

対

応

す

べ

き

も

の

が

な

け

れ

ば

、

強

い

て

附

会

す

る

必

要

は

な

か

ろ

う

。

碑

文

中

に

現

れ

る

倭

が

、

大

和

朝

廷

で

在

る

こ

と

を

明

証

し

た

論

考

は

現

れ

て

い

な

い

の

で

あ

る

」

と

の

見

解

を

述

べ

て

い

る
。

さ

て

、

倭

や

邪

馬

台

が

何

処

で

あ

ろ

う

と

、

我

が

国

の

古

代

史

に

繋

が

る

こ

と

で

は

な

い

の

で

、

目

角

つ

な

め

く

じ

ら

を

立

て

附

会

曲

解

を

す

る

必

要

な

い

こ

と

、

論

ず

る

ま

で

も

な

い

。

「

倭

」

そ

の

も

の

ゝ

総

体

的

な

輪

郭

り

ん

か

く

が

把

握

で

き

ず

、

「

邪

馬

台

」

が

「

大

和

朝

廷

」

の

前

身

な

ど

と

い

う

固

定

観

念

で

、

こ

れ

ら

倭

人

に

関

す

る

伝

記

な

ど

を

捏

ね

く

り

返

し

て

み

た

と

こ

ろ

で
、

こ

先

人

の

糟

粕

を

舐

め

啜

る

の

が

落

ち

で

あ

ろ

う

。

今

そ

う

は

く

な

す

す

後

、

又

、

様

々

な

遺

址

遺

構

の

類

が

、

我

が

国

内

の
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到

る

所

で

発

掘

発

見

さ

れ

る

可

能

性

も

あ

る

で

あ

ろ

う

が

、

「

倭

＝

日

本

」

・

「

邪

馬

台

＝

大

和

朝

廷

」

を

立

証

す

る

様

な

決

定

的

物

証

は

出

な

い

で

あ

ろ

う
。

こ

ゝ

に

断

言

し

て

お

く

。

一

つ

の

愚

説

昭

和

五

十

七

年

五

月

三

十

一

日

の

サ

ン

ケ

イ

新

聞

の

朝

刊

に

、

「

邪

馬

台

国

は

大

和

で

あ

っ

た

」

と

い

う

見

出

し

で

、

中

国

の

汪

向

栄

氏

な

る

人

物

の

著

書

お

う

こ

う

え

い

内

容

の

概

略

が

左

の

如

く

掲

載

さ

れ

た

。

「

邪

馬

台

国

は

当

時

、

女

王

卑

弥

呼

が

統

治

し

て

い

た

三

十

カ

国

の

う

ち

最

強

の

国

だ

っ

た

。

弥

生

時

代

後

期

に

最

も

先

進

的

な

地

域

は

大

和

を

中

心

と

す

る

畿

内

で

あ

り

九

州

で

は

な

い

。

魏

志

倭

人

伝

に

は

、

生

産

力

が

最

も

発

達

し

て
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文

化

・

技

術

水

準

が

最

高

の

地

区

の

状

況

が

記

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

観

点

か

ら

す

れ

ば

、

邪

馬

台

国

が

ど

こ

で

あ

っ

て

、

卑

弥

呼

が

誰

を

指

す

か

概

ね

の

推

測

は

出

来

よ

う

。
」

お

お

む

以

上

の

如

き

内

容

で

あ

る

。

吾

人

は

汪

向

栄

氏

の

著

書

を

披

見

し

た

わ

け

で

は

な

い

の

で

、

か

ゝ

る

結

論

に

至

っ

た

過

程

は

知

る

べ

く

も

な

い

が

、

右

の

要

約

さ

れ

た

部

分

か

ら

判

断

す

る

限

り

、

旧

来

、

我

が

国

で

研

究

家

を

称

し

て

物

を

書

い

た

り

、

講

演

し

て

い

る

向

と

五

十

歩

百

歩

的

で

あ

り

、

或

い

は

二

番

煎

じ

三

番

煎

じ

的

と

い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

「

灯

台

下

暗

し

」

と

い

う

諺

が

あ

る

が

、

東

洋

史

も

と

こ

と

わ

ざ

史

料

の

宝

庫

と

も

い

う

べ

き

お

国

柄

に

居

て

、

こ

の

程

度

の

短

絡

的

判

断

で

は

素

人

な

み

で

あ

り

、

か

つ

た

ん

ら

く

て

き

し

ろ

う

と

お

粗

末

す

ぎ

は

し

な

い

か

、

又

、

二

―

三

番

煎

じ

の

そ

ま

つ

様

な

話

を

載

せ

る

新

聞

社

も

新

聞

社

で

あ

る

。

彼

の

結

論

め

い

た

と

こ

ろ

か

ら

按

ず

る

に

、

や

は

り

倭

人

伝

一

辺

倒

の

通

読

に

よ

っ

て

の

こ

と

で

あ

ろ

う

。

御
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国

の

文

献

類

を

幅

広

く

渉

猟

し

た

結

果

と

は

思

え

な

し

ょ

う

り

ょ

う

い

。邪

馬

台

を

大

和

に

結

び

つ

け

る

語

呂

合

わ

せ

は

別

ご

ろ

あ

段

と

珍

し

い

こ

と

で

は

な

く

、

疾

く

の

昔

に

我

が

国

と

っ

の

偉

い

先

生

方

が

や

っ

て

お

ら

れ

る

。

で

は

、

卑

弥

呼

を

誰

に

想

定

さ

せ

よ

う

と

い

う

の

か

、

そ

の

辺

が

極

め

て

思

わ

せ

ぶ

り

で

曖

昧

模

糊

と

し

て

い

る

。

彼
、

汪

向

栄

氏

が

、

自

ら

の

国

の

文

献

類

中

、

『

晋

書

・

梁

書

』

等

の

或

ペ

ー

ジ

に

目

を

通

し

て

い

た

な

ら

、

そ

こ

に

は

卑

弥

呼

の

何

者

な

の

か

を

推

測

し

得

る

記

述

が

存

在

し

た

筈

で

、

そ

の

時

点

で

自

ら

も

懐

古

の

か

い

こ

念

、

禁

じ

得

ざ

る

も

の

が

あ

っ

た

で

あ

ろ

う

。

「

嗚

ね

ん

あ

呼

、

同

国

人

で

あ

っ

た

の

か

」

と

で

あ

る

。

あ

そ

れ

は

さ

て

お

き

、

そ

の

段

階

で

、

彼

も

又

、

倭

人

伝

そ

の

も

の

に

疑

問

を

付

し

、

か

つ

又

、

異

な

っ

た

観

点

か

ら

の

研

究

考

察

が

な

さ

れ

、

必

ず

や

、

脱だ

つ

帽

せ

ざ

る

を

得

な

い

卓

見

が

披

瀝

さ

れ

た

筈

で

あ

る
。

ぼ

う

た

っ

け

ん

な

お

、

記

事

に

拠

る

と

、

戦

後

の

中

国

で

は

こ

の

種
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の

研

究

が

始

め

て

な

さ

れ

た

と

あ

る

が

、

そ

の

珍

し

さ

に

我

が

国

の

マ

ス

コ

ミ

雀

も

踊

っ

た

も

の

と

思

わ

す

ず

め

れ

る

。

し

か

し

、

こ

ゝ

で

は

、

敢

え

て

一

つ

の

愚

説

と

し

て

捉

え

、

些

か

の

評

を

呈

し

、

そ

の

真

偽

正

否

は

後

学

に

俟

つ

。

こ

う

が

く

ま

畢ひ

つ
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十

、

跋ば

つ

今

日

、

我

々

が

東

洋

史

と

い

う

場

合

、

西

洋

に

対

す

る

一

つ

の

常

識

的

呼

称

で

あ

り

、

そ

の

範

囲

と

す

る

は

極

め

て

広

く

、

ア

ジ

ア

州

一

帯

を

引

き

括

る

め

て

い

う

こ

と

に

な

る

。

だ

が

、

狭

義

的

か

つ

厳

密

な

立

場

か

ら

い

う

場

合

は

、

隣

邦

中

国

を

主

流

と

す

る

東

部

ア

ジ

ア

の

歴

史

と

解

す

る

こ

と

に

な

る

。

周

知

の

如

く

、

倭

人

伝

を

輯

録

し

て

い

る

三

国

志

し

ゅ

う

ろ

く

を

始

め

数

多

く

の

文

献

類

は

、

全

て

隣

邦

中

国

の

史

書

で

あ

り

、

我

が

国

の

史

書

で

は

な

い

。

故

に

、

中

国

史

書

中

の

記

述

を

中

心

に

、

そ

れ

ら

を

比

較

対

照

さ

せ

る

こ

と

に

よ

っ

て

考

察

し

て

き

た

。

素

人

な

り

の

通

り

一

遍

の

比

較

対

照

で

は

あ

っ

た

し

ろ

う

と

い

っ

ぺ

ん
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が

、

結

果

は

、

や

は

り

倭

人

伝

を

日

本

古

伝

と

す

る

に

は

至

ら

ず

、

そ

れ

は

、

遼

東

半

島

及

び

朝

鮮

半

島

方

面

の

古

代

の

或

時

期

の

歴

史

的

事

実

の

残

片

と

、

南

方

々

面

の

土

着

人

と

そ

の

国

情

習

俗

な

ど

が

複

雑

に

混

淆

さ

れ

て

纏

め

上

げ

ら

れ

た

「

雑

記

文

」

、

こ

こ

ん

こ

う

ま

と

め

れ

が

本

論

で

得

た

答

え

で

あ

る

。

従

っ

て

又

、

こ

の

雑

記

文

は

、

そ

の

ま

ゝ

、

或

る

特

定

の

国

の

歴

史

を

叙

述

し

た

史

書

と

は

看

做

し

難

い

代

物

で

も

あ

る

。

こ

の

雑

記

文

的

存

在

の

語

る

最

大

の

謎

は

、

い

わ

ゆ

る

邪

馬

台

と

そ

の

女

王

卑

弥

呼

に

関

す

る

記

述

で

あ

り

、

こ

れ

が

、

旧

来

、

我

が

国

の

史

家

達

の

間

に

様

々

な

憶

測

推

論

を

輩

出

さ

せ

た

が

、

抑

も

が

日

本

そ

も

そ

伝

で

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る

か

ら

、

無

駄

な

努

力

の

積

み

重

ね

で

し

か

な

か

っ

た

こ

と

に

な

る

。

い

う

と

こ

ろ

の

女

王

卑

弥

呼

は

公

孫

氏

中

で

あ

り
、

彼

女

は

中

国

人

な

の

で

あ

る

。

従

っ

て

、

彼

女

が

君

臨

し

た

と

い

う

邪

馬

台

国

も

そ

の

範

疇

に

於

い

て

探

さ

ね

ば

な

ら

な

い

も

の

を

、

敢

え

て

日

本

の

古

代

に
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位

置

づ

け

て

し

ま

っ

た

こ

と

が

先

人

達

の

誤

断

と

い

え

よ

う

。

勿

論

、

倭

も

日

本

で

は

な

い

の

で

あ

る

。

吾

人

は

一

介

の

素

人

で

あ

り

学

者

で

は

な

い

。

従

っ

て

、

考

察

不

十

分

な

点

や

、

論

旨

の

乱

れ

や

矛

盾

も

存

在

し

た

で

あ

ろ

う

。

だ

が

、

大

筋

の

と

こ

ろ

で

は

、

案

外

と

真

実

の

一

端

を

衝

い

て

い

た

の

で

は

な

つ

か

っ

た

か

と

信

ず

る

も

の

で

あ

る

。

又

、

旧

来

の

こ

の

種

の

定

見

に

、

一

つ

の

疑

問

を

提

起

し

得

た

と

確

信

す

る

次

第

で

も

あ

る

。

な

お

、

末

尾

な

が

ら

、

こ

の

小

論

を

支

持

さ

れ

、

多

方

面

に

亘

っ

て

御

尽

力

戴

き

、

上

梓

の

運

び

に

持

ち

至

っ

て
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さ
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友
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孝
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又

、

難

解

か
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見

苦

し

い

原

稿
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懇

切

に

扱

っ

て

下

さ

れ
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あ

さ

の

印
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嘉

男
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の
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兄
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御

礼

申
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上

げ

ま

す

。
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