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日 本 民 族 の 源 流 を た ず ね て

ま つ　 　 　 ざき 　 　 　 ひ さ 　 　 　 か ず

松　　崎 　　寿　　和
＊

1．　 ま え が き

　日本民族 は ど こ か らきた か ， とい う問題 は 長 い あい だ論

じ られ て きたけれ ど も，今日ま だ結論ら しい もの は で て い

な い 。大 き く分 け て 北方説 ・南方説だ が ， 両説 と もそれぞ

れ い い ぶ ん の あ る と こ ろ で ある 。 ざ っ とみた だ け で も，両

説を裏づ け る よ うな資料 が ある わ けで ， そ れ ぞ れ の 説 の 主

張者 は そ の 点 を こ と さら強調 し て い る き らい が な い で もな

い 。 しか し， 目本民族 の 源流を尋ね る ばあ い に は ，小 さ な

個 々 の 点 は い ち お うそ ば に お い て ，本筋 は ど こ に求め られ

る べ きか とい うこ と で な けれ ば な ら な い 。

　それ に，北方説 ， 南方説がけ ん けんがくが くの 論争 を繰

り返 し た の は ，日本歴史が せ い ぜい 3000 年 ぐらい と考え

られ て い た 時代 の 産物 な の で あ る。戦前，日本 の 歴史，つ

ま り民 族 と文化 の 歴史 は新石器時代以降と信 じて疑われ な
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い わ じ ゆ く

か っ た。 しか し，昭和23年，群馬県桐生 市郊外 の 岩宿で 旧

石器 が 発 見 され て か ら，日本 に も旧石器時代 が存在 した こ

と が 明 らか とな り， 単 に石器だけで なく入骨 も発見 され る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 うし か わ

よ うに な っ た の で あ る。浜 名湖周辺 の 牛川 人 （愛知県），

みつ　　　び　　　　　　　　　　　　　 は ま き た 　　　　　　　　　　　　　たいし や く

三 力 目人 （静岡県）， 浜北人 （静岡県），帝釈観音堂人 （広

島県） な どが そ うだ が，こ れ らは い ずれ もい まか ら 2 〜3

万年前の 旧石器時代末期 の ホ モ ・サ ピエ ン ス （現生人類）

な の で あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ら ん で ん

　一方，大陸方面をな が め てみ る と，中国で は藍田 人 （60

万年前），北京原人 （50万年前） をは じめ と して ，30万 年，

20万年 ， 2 〜3万年前 の 人骨が ぞくぞ く出土 して い て ， 日

本 で もこ れ に相応す る 人類が い た こ とが 考 え られ る よ うに

な っ て い る 。 例えば ， 日本で は 瀬戸内海 の 海底 を は じ め各
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こうせ き

地 か らナ ウマ ン 象の 化石 が出て い るが，ナ ウマ ン象 は 洪積
せ い
世 （氷河時代 ， 旧石器時代）に すん で い た古代象の

一
種 で ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ビ う こ う て L 　 え ん じ ん ど う

北京原人 の 発見 され た北京市周 口店の 猿人洞 か らも確認 さ

れ て い る 。 そ うす る と ， 日本に も北京原人 級 の 古 さの 人類

が い て もよ い こ と に な る わ け で あ る。

　 日本 の 歴史 は，い まや数十万年の 古さに さか の ぼ る とお

もわ れ る が，その あい だ に は地形 ， 気象 ， 環境 の 変化が あ

っ た。洪積世 に は 北半球に 4 回大氷河期が あ っ た と い わ れ

て い るが ，
こ う し た氷河期 に は 地表 の 水 が 氷結 して 海面が

著し く低下 した。そ し て，目本列島が 大陸 と地 つ づ きに な

り， 瀬戸内海 も水が かれ て 平野 化 し て し ま っ た 。 人類 も動

物も自由自在に往来 で きた わ けで ある。し た が っ て ， 大陸

に い た ほ ど の 人 類 な ら，日本列島 に や っ て きた こ とが考 え

られ る の で ある e

　な が い 歴史を論ず る揚合に は ， や は り自然を無視する こ

と は で き な い の で あ る 。

2． 繩文時代 ， 弥生時代
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　目本 に 旧石器時代が あっ た こ と は 疑 い な い が，民族 と文

化が大発展 を した の は新石器 時代以後で あ る。い ま か ら2

〜3 万年前の 旧石器時代末期，第 4 氷河期 が 終わ っ て 気候

が ぐん ぐん暖くな り， 水が豊富に な っ た。こ の よ うな環境

の もとに 発展 した の が新石器 時代の 文化で あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じ よ う も ん

　新石器時代文化 は まず繩文時代か ら は じ ま る。繩文文化

とい うの は 土器 に繩 目の 文様 が あ る こ と か らそ う名づ け ら

れ た もの で ，狩猟文化 に よ っ て 特色づ けられ る 。 真に 農耕
　 　 　 　 　 　 　 　 や 　よ　 い

が発展 し た の は 次 の 弥生文化時代か ら で あ っ て，繩文時代

の 人 々 は狩猟，採取 を生業 と して い た 。 ただ ， 繩文時代に

な る と，採取 とい っ て も，例 えば，山 の 芋 とか 山菜 を取 る

ばあ い
， 若 い 芋 は大 き くな る ま で ，果物 は 熟 れ る ま で ま つ

とい う知恵が働い た で あ ろ うか ら，農耕の め ばえを繩文時

代に 求め て よ い よ うに お もわ れ る の で あ る。こ の 時代 の 中

期 ご ろ に な る とそ ろ そ ろ 米 も食料に され る よ うに な っ た ら

しい こ とが 最近 の 花粉分析で い わ れ は じ め て い る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 む ム ケ ラ ミ ツ ク

　縄文土器 は その 源流 が北ユ
ー

ラ シ ア の 櫛目文土器 に 求め

られ ， そ れ が こ の 島に 渡 っ て き て 世界 に も類 の な い 発達 を

とげ た の で あ る 。 した が っ て ， こ の 時期の 人類が北ユ
ー

ラ

シ ア の 人 々 と無関係 で な か っ た こ とは い うまで もある まい

つ ま り， 入類も土器 も大陸 か ら同時 に や っ て きた の で ある

旧石器時代末期 の 人類 と し て ，北京 の 周 口 店洞窟か ら周 口

　 さんち よ う ど う

店山 頂 洞 人 とい う の が七 体出 て い るが，こ の 人類 は た くさ

ん の 装身具をつ くっ て い る 。
こ の 装身具と 同 じ よ うな もの

を，繩文時代の 人 々 もつ くっ て い る の で あ る。した が っ て

旧石 器時代末期 か ら新石器時代に か け て は，人 類 も文化も

大陸 とそ うか け離れ た もの で なか っ た と い え る よ うに お も

われ る。

　繩文文化 は ゆ る やか な，やや停滞的 な発 展 しか しな か っ

た が ， この 間 に も大陸 か らの 人 々 の 渡来 は あ っ た よ うだ 。

もち ろん 文化 に も新 し い 要素が少 しずつ 加 わ っ て い っ た 。
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　繩文時代 の 後期，晩期 に な る と民族 と文化 の 渡来 は い ち

だ ん と激 し くな っ て い っ た 。 とくに，晩期とい う時代 は
一

大転換期 で あ っ て ，本格的 な 農耕文化 の 時代 に は い る の で

あ る 。 そ れ を刺激 し た の は もちろ ん 大陸文化 で あ っ た。

3． 民族の 移動

　 繩文時代晩期，つ ま り紀元 前7 〜8世紀の こ ろ か ら大陸

で は 民族移動が激し くな っ て い っ た。黒海の 北岸に い た遊

牧 の ス キ タイ 民族が東 へ 移動し は じ め た の が 原因 で あ るが ，

ス キ タイ 民族 は ギ リシ ア 文化 の 影響 を うけ ， 独特 の 獣形銅

器を発達させ た 。 馬具とか バ ッ ク ル に そ の 特色が よ くみ ら

れ る 。
こ の ス キ タイ 文化 は 東 ア ジ ア か ら日本 に ま で 伝わ っ

て い るが ， こ れ は ス キ タ イ 民族が直接や っ て きた と考 えな

くて もよ い 。
ユ
ー

ラ シ ア の 中央部 に は 草原帯 が展開 し て い

る が，こ こ に は 数多 くの 遊牧民 が 住 ん で い る 。 か れ らは，

ス キ タ イ 民族 の 東 へ の 移動 と と もに 押 され 押され て，その

い ちばん 東端 に い た もの は 朝鮮半島に 押 しや られ ，や が て

海 へ 押 しだされ て 日本島へ や っ て きた の で あ る。そ の ばあ

い ，か れ らは 草原文化を同時 に もた らした。草原文化 の 一

つ に ス キ ート・シ ベ リア 文 化 と よばれ る銅器 文 化 が あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た ち ゆ う さ い も ん き よ う

日本で 発見 され て い る青銅剣 ， 多鈕細文鏡とい っ た 遺物が

そ の 余影 で あ る。竜形を配 した 鉄剣 の 柄頭等 もそ うで あ る 。

　 繩 文時代晩期か ら弥 生時代に か け て は ， 朝鮮半島か ら の

移住が こ との ほか多か っ た 。 繩文人 は い っ た い に 背丈 が 低

い が，弥 生時代初期に な る と背丈が 高くな る 傾向が み られ
　 　 　 　 　 　 　 か ね ぜ き だ げ お 　　　　　　　　　　　　　　　　 と　 い

る 。 入 類学者 の 金関丈夫先生 が 山 口県 の 土 井 が 浜遺跡 で 発

掘 され た 人骨 の 研究 に よ る と， 朝鮮半島南部 の 人間 との 共

通性 が つ よ い とい うこ とで あ る 。

　 日本 と朝鮮半島 と は
一

依帯水 で
，

一
つ の 文化圏を構成 し

て い た と考え て もよ い ほ どで あ る 。 したが っ て，同じ入間

がい た とす る 金関先生 の 研究 は た か く評価 され て よい の で

あ る。

　弥生時代 を象徴す る の は 弥生式土器 と磨製 石器で あ る 。

こ の 土器 は繩文土器 の よ うに ゴ テ ゴ テ し た文様が な く ， ご

く実用的な素焼土器 で あ る 。
こ れ よ り さ き， 中国 で は 農耕

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ う L ち 　　　　　　　　こ く と う

文化 の 土器 と して 赤色の 紅陶と黒色 の 黒陶が黄河流域を中

心 に 発 達 して い た が，こ の 二 つ の 土器 と弥 生 式 土 器 と は 無

関係で は な い
。 と くに そ れ ら と の セ ッ トで あ る 石器 に い た

っ て は 全 く共通 で あ る 。 もち ろん ， そ の よ うな 土器，石器

は朝鮮半島で も発見 され て い る 。

　弥生文化は 紀元前後 に 発達 し た文化で あ る が，こ の 時期 ，

中国で は漢文 化が発達し，そ れ が 周辺 の 民族を開明 し て い

っ た 。 と くに ， 前漢 の 武帝 は朝鮮半島を征服 し，紀元 前
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ら く ろ う

109 年 に ，
い まの 平壌 に 楽浪郡 を置 い た。そ して ， この楽

浪郡を中心 と して 楽浪文化 が栄え，東方諸民族 に 大きな影

響 をあた え る よ うに な っ た の で ある。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しゆ う

　 こ れ よ b さき ， 中国で は周王朝の 後半期 の 春秋戦国時代

に 民族 の 移動が は げ し くな り，政治 ・経済 ・社会 ・文化が
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殊 の ほ か 発達 した 。 有名な孔 子 ，孟 子が活躍 し た の も こ の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 モ う め い

時代 で ，い わ ゆ る百花争鳴とい う言葉 で 表 され て い る よう

な繁栄を誇 っ た の で あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 え ん

　 周 王 朝 の 末期，い ま の 北京付近を中心 と し て 燕とい う国

が あ っ た。周 王 朝 の 一族が封建 され た国で あ るが ， こ の 国

の 燕 人 が は や くか ら東方 へ 進出 し て い た。戦 国 時代 の 中国
　 めいt う

に 明刀 銭 とい う刀 の 形を した 銭が流通 して い た が ，
こ の 銭

が朝鮮 で も 目本で も発見 され る の は，燕人 が こ の 方面 に ま

で 足 を の ば して い た証 拠 で あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き 　 し

　 平壌に ぽ ， か な りはや くか ら箕氏朝鮮国 とい う国 が あ っ

　 　 　 　 　 　 　 し ん 　 　 し ［ うて い

た が，こ の 国は秦の 始皇帝が燕国 を滅ぼ した と き，その 亡
　 　 　 え いま ん 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 え い　し
命人 の 衛満 とい う もの に と っ て 代 られ ， 平壌 に 衛 氏 朝鮮国

が で きた の で あ る。こ の こ とが 燕人をい よい よ東方 へ 進出

させ た こ と は否 め ない 。
　 し ん

　 秦 は 周朝を滅 ぼ し て ，か つ て ない ほ ど の 大帝国を建設 し

た。北方の 蛮族 を防 ぐた め に 万里長城 を築き，そ の 東 の 端
　 お う o よく こ う

は 鴨緑江を越えて 朝鮮 に ま で の びて い た とい われ て い る。

　 し か し，そ の 大土木工 事 と連年に わ た る外征の た め に民

心 の 反撃を うけ ， ま もな く滅亡する 。 そ し て秦末の 大乱が

東ア ジア に 大きな影響 をあ た え た よ うで あ る 。

　群雄が各地 に蜂起 し， 天 下 は麻の ご と くに乱れた 。 百姓
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 え ん 　 せ い 　 ら よ う

は 流亡 四散し 「
天下秦に叛 し ， 燕 ， 斉， 趙 の 民 ， 地 を朝鮮

に 避け る もの 数万 口 な り」 と か 「い に し え の 亡 人，秦の 役

を避け ， きた りて韓国 に ゆ く」 な ど と中国 の 古典 に 書 か れ

て い る よ うな状態 が現出 し た の で あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 う　きよ

　衛氏朝鮮国も右渠 とい う王 の ときに な る と，嬌慢 で 漢 王

朝 の い うこ とを聞 か な くな り，さて こ そ漢 の 武帝の た め に

滅 ぼされ て ，楽浪郡をは じめ 四 郡 の 設置 とな っ た の で あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き　 　 　 　 え い

　話 は 多少前後す るが，箕氏，衛氏 の 朝鮮国が滅 ん だ とき，

お お ぜ い の 入 が南走 し， 山谷 に逃げ こ ん だ もの もあ っ た し，

舟に乗 っ て東の 海に こ ぎだ した もの もあ っ た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ら ぎ

　 こ の こ ろ ， 朝鮮半島の 南部 に 新羅 とい う国が あ っ た 。 そ
　 　 　 　 　 　 　 　 しん か ん　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　しんか ん

の 基に なっ た の は辰韓 で あ るが ， 辰韓は また秦韓 とも書 く。

　 　 　 りよう し よ

中国の 梁書新羅伝に
「秦人な る ゆえ をもっ て 秦韓 と名 つ く。

その 言語 ・名物中国人 に 似 た る あ り」 との べ て い る 。 こ れ
　 　 　 　 　 　 　 　 さんごく　し　 き

と関連 して ， 朝鮮 の 三 国史記 とい う歴史書 に は 「こ れ よ り

さき，朝鮮 の 遣民 ，山谷 の 問 に 分 居 し て 六 村 をつ くる。こ

れ を辰韓六部となす」 と書い て あ る 。
こ の 六村の 人 た ち は

ぱ らぱ ら に生活 して い た の で は な か っ た 。 た がい に連帯感

を もち ， 村々 の 行事 は村長 た ち が川原 の 石 の 上 で 会議 を し

て 決 め て い た の で あ る 。 そ れ は ， 古事記や 日本書紀 で い う
　 　 　 　 　 　 　 　 　 や お よ ろ ず m か み

天 の 安川原 で 行わ れ た 八 百万神 の 岩戸会議を思い お こ させ

るの で あ る。

4．　 高天 原 は どこ か

新羅の 伝説で もう一つ い うな ら， そ の 王 は 天 か ら降 りて
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほ く　　 せ き

きた と伝え られ て い る。そ れ ど こ ろ か ， 新羅 の 王 家朴 ・昔
　 き ん 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 わ

・
金 の 二 家ま で が倭 （目本人） と関係があ る と書 か れ て い

土 と基礎，28− 10（273）
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　 　 　 　 　 　 　 ぼくが o きよせ い 　　　　　　こ　こ う　　　　　　　　　　　　　　 ひ ざご

る 。新羅第
一

代王 朴赫居世の とき瓠公 と い う倭人が腰 に 瓠
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た 　 ば

をさげて 舟で や っ て きた 。 ま た，倭国 の 東北一千里 の 多婆
な 　　　　　　　　　　 ピ ぎ どつか い
那 国生 ま れ の 昔脱解が 王 に な っ て 瓢 公 を輔佐す る とい うの

で あ る。

　 こ の あ た り，ス サ ノ オ ノ ミ コ トが 新羅 の ソ シ モ リに 行 く

話 と一脈通ず る もの があ る よ うで あ る e

　 　 　 　 S，くと う　　　　　　　　　　l ん l／tい
　南鮮 の 洛東江下流 に 金海 と い うと こ ろ が あ る e こ こ は 日
　 　 　 　 　 　 み ま な 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 き ん ご く い 　 じ

本史 で も有名な任那国の あ っ た と こ ろ で あ る が，三 国遺事

とい う朝鮮の 古事記 と もい うべ き本 に は もっ と興味ぶ か い

記 事 が あ る。
　 　 　 　 お お 　か 　 　や 　　 　 　　 　　か 　 　ら

　任那 は 大伽耶 と も駕洛国 と もよばれ て い る が，こ の 国 の
　 　 　 し ぬ 　ろ

始祖 に 首露王 とい う王 が い た 。
三 国遺事 の 記事 は，こ の 駕

洛国 の 古い 歴 史書 の 駕洛国記 を 引 用 し た 開国 説話 で あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し んてん かん 　 　 し ん

　 「駕洛 に国号も君臣 の 称号 もな か っ た こ ろ ，神天干，神
　 き　りtん
　鬼干 らの 九干 （長）が 入 民 を総領し て い た。入 々 は 山野

　 に 住ま い を し，井戸 を掘 っ て 飲 み ， 聞 を耕 して平 和 に暮
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 み ぞ 　 ぎ

　 らして い た。後漢 の 光武帝 の 建武十入 年 三 月の 禊斎の 目，

　 ギ 　 じ　ほ う

　亀旨峯に ただならぬ声気 が み な ぎり，人 々 を よ ぴ よせ た 。

　 二
，

三 百人 の 入 が あつ ま っ た と こ ろ，姿 を か く し た神 が ，

　 わ れ あ る と こ ろ は い ず こ ぞ，とよ び か けた の で ， 人 々 は
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ニ う て ん

　亀旨峯で す と こ た えた。す る と，こ ん どは，皇天わ れ に

　命ず る ゆえ ん の もの は ，
こ の 処をお さめ ，家邦 を維新 し，

　 くん ニ う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の

　君后 と なれ と ，
こ れ が た め に こ こ に降 っ て きた，と宣 り，

　 つ い で 紫色の 縄がす る す る と天か ら さが っ て きた。紫繩

　 の 下 に金 の 椀 が あ り， 六個の 卵が は い っ て い た 。
こ の 卵

　 が 孵化 して 童子 とな っ た の で，人 々 は床にす わ ら せ て
　 はい　き

　拝跪 し た。童子が即位 して 首露王 とな っ た 」 。

　首露王説話はざ っ とこ ん なもの だ が ，
こ れ とほ とん ど同

じ話が新羅王 に もあ る し，な に よ りか よ D ， 日本 の 天孫降

臨説話 と形式 が ま っ た く同 じ な の で あ る 。 首露王 を祀 っ た

首露廟で の 祭 の と きに は ， こ の 地方 の 人たちは河水 で 身を

き よ め て神霊 の 声 をきい たの で ある 。こ の 祭儀 は 日本 の

の　ほ　 と

祝詞 の 原初形 式 の 一面を説明す る もの と い わ れ て い る。

　 東大名誉教授 の 世界的考古学者江上波夫さん の 騎馬民族

説に よ る と，駕洛 （任那）は崇神天皇 ミマ キ イ リ ヒ コ の ふ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た か ま 　 　 tiら

る さ と で あ り，ま さ し く高天 が原 な の で あ る。

　首露王 が降臨 し た亀旨峯は朝鮮音で クシ フ ル とい うが ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 く し み る

天 孫 ニ ニ ギ ノ ミ コ トも檍触 に 降臨した の で あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 く　 し　 み 　 る 　 た 　 け

　 古事記 に は 「筑紫 の 日 向 の 高千穂の 久 士 布 流多気」 と あ

り， 目本書記 に は 「筑紫の 日向の 高千穂の 櫪触峯 」 と書 い

て あ る e こ うみ て くる と，首露王 説話 も ＝ ニ ギ ノ ミ コ トの

天 孫降臨説話 もも と は 同根 で あ っ て，天 孫 降臨 は 目 本 だ け

の もの で は なか っ た の で あ る 。

　 さ らに，ニ ニ ギ ノ ミ コ トは 高千穂峯 に 天降 っ た と き 「 こ
　 　 　 か FJのく に 　　　　　　　　 かさ　さ

の 地 は韓国 にむ か い 笠 沙 の み さ きに ま き とお り て ，朝 日の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
さす国 ， 夕日の 照 る国，こ こ ぞい とよきとこ ろ 」 と詔 りて

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 そ

官柱太 し くた て られ た。高千穂峯 は 日本書記 に 「襲 の 高千

穂峯 」 とも書か れ て い る が，襲 は 檍触 と同意語 で ，百済の

October ，　1980
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　 　 ｛ ふ り　 　 　 　 そつ＃ う 　 そ ほ る

都 の 所夫里，新羅 の 蘇伐 （徐伐）， 現在 の 京城 （ソ オ ル ）と

同 じ く王 都 の こ とで あ る。

　 こ の ほ か ，日本 の 説話を朝鮮 に 捜せ ばい く らで もあ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き ん　し

三 国遺事 に は ヤ タ ガ ラ ス 説話 ， 金鵄説話 だ っ て み られ る の

で あ る。

5，　 海流が主役

　歴 史 は い うま で もな く 自然 ・環 境を舞台 に し て 繰 り広 げ

られ る。した が っ て ， 目本の 民族 ・文化 を考 え る うえ に こ

れ は 無視で き な い 。そ して ，こ の ばあい ，日本 の 周辺 を流

れ て い る 海 流が 予 想外 に 大 き な役割を して い る の で あ る。

　朝鮮海峡 に は，南か ら対馬暖流が北上 し て い るが ， 北 か

らは 朝鮮半島の 東岸 に 沿 っ て リマ ン 寒流が南下 して い る。
　 　 　 　 　 　 　 つ　 レ　ま

こ の 二 つ の 海流 は 対馬 の 北 で で あ い
， そ の 後 は ア ベ ッ ク で

日本海を山陰海岸 に沿 っ て 東北流 し て い る 。 山 口 県 の 北岸

に 立 っ て み る と，こ の あ り さ ま が よ くみ られ る 。

　 こ の 海流 に の れ ば，朝鮮半島か ら 日本 へ 来 る の は い と も

容易なの で あ る。い ま で も ， 朝鮮か らの 密航 が 山陰海岸に

多 い の は こ の た め で あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 むがつ　 く

　余談 だ が ， 山 P 県の 北側，萩市の す ぐ西 に 向津具半 島が
　 　 　 　 　 　 　 　 　 よ う　 き 　 ひ

突きで て い る 。 こ こ に楊貴妃の 墓 と い うの があ る。楊貴妃
　 　 　 げ ん そ l

は 唐 の 玄宗 朝で 三 千 の 寵愛を一身 に あ つ め た ほ ど の 美形 だ

が，まさか か の 女 の 墓 が こ こ に あ る とは 信 じがた い 。し か

し，向津久半島が今も昔も密航者の 最大の 上陸地 で あ っ て

み れ ば ，楊貴妃 の 墓 もな ん と な くわ か る よ うな 気 が す る の

で ある。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 t しや く

　また，萩 の 東 の 江崎 に通称磁石山が そそ Bた っ て い る が ，

南鮮か らの 密航者は い ま で もこ の 山をめ ざ して こ ぎ よせ る

とい う こ と で あ る。

　もう一つ 余談をす る な ら，目本民族南方起源説 とい うの

が い ま で も根づ よ く生 きて い る。し か し，こ の 説 は わ た く

し に は あ ま り魅力が な い 。

　な る ほ ど ， 目本民族 と南方諸民族の あい だ に は，数多 く

の 民俗 の 共有点が あ る よ うだ 。 しか し
， た だ そ れ だ けで 両

者を結 び つ け る こ とは早 計で あ る 。 な ぜ な ら，共通点 の そ

れ ぞれ が，よ く研究され て ，そ の 後に両者を比較研究する

とい う態度 こ そが 歴史 を研究す る もの に と っ て の 要訂 だ か

らで あ っ て ，は じ め か ら似 て い る とい うこ とだ けを意識し

す ぎる の は危険 で あ る。

　そ れ に ， こ うい うこ とが基底 とし て 考え られ なけれ ば な

らない 。北半球 の 民族 は こ こ数千年間，一
般的 に南方 へ 向

か っ て 移動 して い る。例 え ば，タ イ 民族 だ が，こ の 民族 は
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 うんな ん

い まか ら千年ち か く前 ， 中国の 唐代 に は 雲南省 あた りに い

　 r2 ん し よ 5

て 南詔国 をつ くっ て い た の で ある。ベ トナ ム の 諸民族 の あ

い だ に は 雪原 を さ ま よ っ た 伝説 もあ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 び よ ろ

　 お も しろ い の は，雲南 ・貴州 に現在住 ん で い る苗族 の あ

い だ に 岩戸伝説 とそ っ く り同じ もの があ る こ とだ。こ の 苗

族 は 中国 の 古代 に は黄 河 流 域 に お り，漢代 に は楊子 江 の 中

ll
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　 　 　 どうて い t

流 域の 洞庭湖 の あた り に い た 。 どうや ら，岩戸伝説 もア ジ

ア 北部 に あ っ た 説話の よ うに お もわ れ る の で あ る。

　南方 か ら人が 日本へや っ て きた記録 は ，
ポ ル トガ ル 人 が

種 子島 に きた の が は じめ て で あ る。日本民族 の 根幹 とな る

ほ どの お お ぜ い の 人 がや っ て きた の だ っ た ら，古事記，日

本書紀に もう少 し現実的 な記録が あ っ て もよ さそ うに お も

われ る の で ある 。
　 　 　 　 　 さい　と　ば る

　宮崎県 の 西都原古墳群を南方渡来 民 の 拠点 と考え るふ う

が か つ て あ っ た。しか し ， あの 古墳 は朝鮮半島か ら伝 わ っ

た 形式 で あ り，副葬 の 出土 品 も ま た そ うで あ る。そ し て，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〈 しふ る

ま え に 紹介 し た 天孫降臨 の 檍触峯の 麓 に あ る の だ か ら，や

は り朝鮮半島を経由 し て きた人 々 の もの と考え る の が よ い

の で は あ る ま い か。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 さ お さ

　朝鮮半 島か らや っ て くる ばあ い ，海流 に 棹す の は容易だ

が ， 海流に さか ら うの は もちろ んたい へ ん 困難 な こ とで あ

る 。 とい うの は，南鮮 か ら九州北岸 に くる に は 対馬暖流を

斜 め に 横切 ら な けれ ば な ら な い の で あ る。わ た くし に もそ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 T ん し ん

．
の 経験 が あ る 。 中国 の 天津港を出発した 3千 トン の 長安丸

で さえ対馬暖流 を直接横断す る の は 難 しか っ た の で あ る。
　 け ん と 5　し

　 遣唐使 とい うの が古代 目本 か ら唐朝 へ 派遣 され た の は有

名だが，遣唐使船 が 無事 に大陸へた ど りつ い た の は ごくま

れ だ っ た の で ある 。

　 日本書紀 に 「天照大神 は そ の 生 み た ま え る イ チ キ シ マ ヒ

メ ノ ミコ ト，タ ゴ リ ヒ メ ノ ミ コ ト，タギツ ヒ メ ノ ミ コ トの
　 　 　 　 　 　 　 　 くに

三 女神 をも っ て 筑紫州 に 天降 ら し め ，汝 ら三 神，道中に 降

りい ま し て 天孫 をた すけ ま つ り，天孫 の た め に 祭 られ よ 」

と書い て あ るが ，
三 女神 は海北道中，すなわ ち九州 と南鮮

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 む r　t．，た
の あ い だ に浮ぶ 沖 ノ 島，大島，宗像 に 祭 られ て い る 神 で あ

る 。 い か に ， 南鮮か ら北九州 に た ど りつ くの が困難 で あ っ

た か が わ か る の で あ る．

　 し か し，それ に も か か わ らず，こ の 道を通 っ て も た くさ

ん の 人 が 南鮮か ら移住 し て きた の で あ る 。

6．　 騎馬民族説に つ い て

　江上波夫 さん の 騎馬民族説 は，戦後 の 日本 の 歴史学界 を

に ぎわ し た一大学説 で ある 。誰 が こ れまで に こ ん な こ と を

考え つ い た で あ ろ うか 。

　 こ の 説 に は ロ マ ン がある。日本人 の 源流 は 大陸 の 草原 を

馳け ま わ っ て い た 騎馬民族だ とい うの で ある。ただ しか し ，

こ の 学説 に は賛否両論が うずま い た。と うぜ ん と い えば と

うぜ ん で あ る 。 賛成者は 主 と して東洋学者，反対者は国史

学者で あ る 。

　反対者 の 主張は ， 神武天 皇 （崇神天皇）が馬上 り りし く

部下をひ きつ れて海を渡 っ て きた とい う錯覚で あ る 。 しか

し，そ うで は な い 。 馬 に 乗 っ て い た の は 昔 の こ と で あ る 。

騎馬 の 風習をも っ て い た 民族 とい う意味で あ る 。

　紀元前 6 ， 7 世紀 ごろ ， 満州 の 北部 ，
ハ ル ビ ン あた りを

　 　 　 ふ　 よ

中心 に 夫余族とい うの がい た 。 こ の 民族 は い うま で もな く
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騎馬民族 で あ る。こ の あ た りに い た民族 は すべ て 騎馬 民 族
　 　 　 　 　 く　 b　 　 　 　 　 　 　 　 セ ん 　び　 　 　 　 こ う

で ある 。 高句麗族 も鮮卑族 も，た ぶ ん ツ ン グース 系の 騎馬

草原民 族 な の で あ る。

　ま え に も の べ た よ うに，西方 の ス キ タ イ 民族 が 活 発 に 活

動 しは じ め る と，東ア ジア に い た 草原民族も激し く移動す

る よ うに な っ た。な か で も夫余族 の 移動 は 朝鮮半島の 民族

配置を
一

変 させ る ほ ど の 出来事 で あ っ た。
　 　 　 　 お う eよ く こ う　　　　　　　　　　　 と kん t う

　夫余族 は鴨緑江の 中流域 か ら も豆満江 の 方面 か らも朝鮮

に は い っ て きた 。 そ し て，ま ず今 の 京城 （ソ ウル ）あた り

に居 をか まえた の で ある D

　は じ め，夫余族 の うち の 十部族 ぐらい がや っ て きた よ う
　 　 　 　 　 　 　 じつさ い
だ 。 そ の 段階で は 十済 と よばれ た が，そ の 後 ぞ くぞ く移住
　 　 　 　 　 ひ やくさい

し て，つ い に 百済 （ク ダラ） の 基礎 と な っ た 。 百済国の 支

配階級が夫余族 で ，被支配者は従来 か らの 原住民 と考え た

らよ い
。

　 　 　 　 さ ん ニ く　し　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ぎ

　中国 に三 国志 とい う歴更書 があ る 。 その うちの 魏志は山

西省 に 国をつ くっ て い た魏 王 朝 の 歴史を書 い た もの で ，有
　 　 　 　 わ 　じん

名 な魏志倭人伝もこ の な か の一部 で ある 。こ の 魏志 に 朝鮮
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か ん 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：f か ん

半島の こ と を書い た の が魏志韓伝 で ある が，そ の うち馬韓

伝とよ ばれ て い る もの は ，
い ま の 京城以南 の 南鮮 に住ん で

い た馬韓 の 人々 の 事情を伝え た もの で あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 す い え ん

　 こ こ は肥沃 な農業地帯で ， 昔か ら中国人 に と っ て も垂涎
　 　 　 　 　 　 　 し 　き　　 か んじ よ 　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　レん ば ん

の 地 で あ っ た。史記 ・漢書な ど の 古い 中国の 史書に 「真番

の 利」 とい う文字がみ え てい る が ， これ は こ の あた りの 豊

富な魚 と塩 をさした もの らしい 。 真番 と は漢の 武帝が こ こ

に 真番郡 とい う郡 を置 い た こ と もあ っ て ，京城以 南は 真番

とよばれ て い たの で あ る e 中国 の 王朝 は，こ こ の 豪族たち
　 は く　　　　　　 こ う

に 伯 ・長 ・侯な ど の い ろ い ろ の 官名をあたえて 手なづ けよ

うと し て い た 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ん

　真番 の 地 に は ， 百済54国があ っ た 。 そ し て ， そ の 王 に辰
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り ゆ う い

王 とい う王 が い た。こ の 王 は流移 の 人 と書い て あ る と こ ろ

か ら，や は り他か らこ こ へ 移住 し て き て 王 に な っ た よ うで

あ る。そ の こ ろ，馬韓54国 の それ ぞれ は そ う強くな か っ た
　 　 　 　 　 　 　 　 　 にくき い

が ， そ の うち の
一

つ の 伯済国 に夫余族 が は い っ て きて 馬韓

統一の 指導権を握 っ た の で あ る
。 そ し て ，紀元 350 年 ご ろ

に 百済国が建設され た。

　伯済国に 拠 る 百 済国建設 と と もに，流移 の 辰 王 も追 わ れ ，
　 　 　 　 　 　 　 み ま な

江上 さん に よ る と任那へは い っ て い っ た の で あ ろ うとい う。

辰 王 とそ の
一族は任那で勢力 を蓄え，やが て 日本 へ 渡 っ て

　 　 　 　 　 　 　 　 　 T 　 tん

きて ， 日本を統一し， 崇神天 皇 に な っ た とい う。崇神天皇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 みま な 　 き

は ミマ キイ リヒ コ とい うが ， ミマ キ は 任那城 の 意だ と江上

さん は い っ て い るが，こ の 説は ま だ そ うす ん な りとは 認 め

られ て い な い 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 み ま　 な 　 　 　 し や 　 ろ

　 し か し，さきに もの べ た よ うに ， 任那 の 首露王 説話 が天

孫降臨説話 と同 じ だ っ た り，の ち に こ こ に 目本府が置か れ

た り し て い て
， 日本 と長 い 問深 い 関係に あ っ た こ とは 間違

い な い よ うで ある。そ うす る と，江上 さん の ミマ キ イ リヒ

コ 説もむ げ に は捨 て が た い もの が あ る よ うで あ る。
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　と もあれ，目本民族 の 大部分 の もの が ， 長い 間 に朝鮮半

島 か ら大波小 波 を な し て ， 移住 して きた こ と は 間 違 い な い 。

そ し て，人 々 は こ こ に定着 し，ル ツ ボ の 中で こ ね あ わ され

て ，一個の 日本民族，同 じ言語 を話 し，同 じ文化 を もつ 民

族 に 仕上げ られ て い っ た の で ある。

　日本で国家 の 統
一

がで きた の は紀元 300 年 ごろ とい われ

て い る が，それ を成 し遂げた の は崇神天皇 で あ る。ハ ツ ク

ニ シ ラ ス ス メ ラ ミ コ トとい う名称 は崇神天皇 に ささげ られ

た もの で あ る が ， そ れ は ， は じめ て 日本を統
一

し た天皇 と

い う意味で あ る 。

　神武天皇もまた ハ ツ クニ シ ラ ス ス メ ラ ミ コ トとよ ばれ て

い る が ， それ は ， 崇神天皇と二 重写 し に な っ て い る の で あ

っ て ，こ の 二 人 の 天 皇が同
一人物で あ る とい うの は学界の

定説 に な っ て い る。

7． 魏志 倭人伝の世界

　魏志倭人 伝は ， 古代日本 の こ とを書い た中国の 記録 の な
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か ん じ よ

か で も最も詳 しい もの で あ る 。
これ よ りま えに ， 漢書地理

志 に も 日本 人 が 百余国に 分れ て 国を つ く り，中国の 王 朝 へ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ら く ろ h

朝貢 して い た こ とが記録 して あ る 。 朝貢は 主 と して楽浪郡

を通 じ て 行 わ れ て い た し，楽浪郡が衰え て か らは，そ の 南
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た いほ う

い ま の ソ ウ ル あ た り に 置 か れ た帯 方 郡 を通 じて な され て い

た 。

　 し か し，紀元後 に なる と，日本 に もそろ そ ろ 統一
の 気運

が め ば え て くる の で ある 。それ は，長 い 間中国 と接 し て ，

そ の 高い 文化を身 に つ け，中国 の 国家をみ て 政治組織の 点

で も刺激 され た か らで あ る。さ らに は，高い 文化をもっ た

人 々 が朝鮮か らぞ くぞ く渡来 し て きた た め で ある 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い 　 と　 　 　 　 　 　 　 　い ん じ ゅ

　紀元57年，後漢の 光武帝は倭奴国王に 印綬をくれ た こ と
　 こ か ん じ よ 　 　 　 　 　 　 　 　 ち ゆ う げ ん

が後漢書 に み え る 「建武 中元二 年，倭奴国，貢をた て ま つ

りて朝賀す 。 使人 み ず か ら大夫 と称す 。 光武賜うに 印綬を

もっ て す」 とい うの が そ れ で あ る 。 こ の 印に つ い て は ， 江

戸時代の 天明 四 年 （1784） に 九州 の 博多湾 の 入 口 に あ る
し　 かのし ま

志賀島で 発見され た金印が それだとい わ れ て い る 。 金印に

は 「漢委奴国王 」 とい う文字 が 彫 っ て あ る。こ の 文字の 読
　 　 　 　 　 　 　 　 　 わ 　 　 　 な

み か た に つ い て 「漢 の 委 の 奴 の 国王 」 とい うの と，「漢 の
い 　 と

委奴の 国王 」 の 二 通 りがあ る。わたくし は後者 が 正 し い と

お もっ て い る。つ ま り，漢朝 が委奴国王 に金印をくれ た の

で あ る 。 金印 は ， 当時 ， 漢朝が第一級 の 朝貢国 に くれ た 印

で あ る 。 二 級は銀印 ， 三級は銅印で ある。い ま の オ リ ン ピ

ッ ク の メ ダル と同じで あ る。そ うす る と，委奴国 は紀元前

後 の 倭国 （目本） を代表す る だ け の 大国で あ っ た こ と に な

る 。

　ま え に の べ た が，日本 へ は朝鮮半島か らた くさん の 人が

移住 し て きた。そ し て，九州 に上陸 し た もの は ， 大陸に近

か っ た せ い で ，文化的 に はや くめ ざめ た と考え た い 。 そ う

す る と，博多湾 の 沿岸 に 日本を代表す る
一個の 統一国が生

まれ た と して も無理 で は ない 。

Octol⊃er ，　1980

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 特 別講 演

　 　 い 　 と

　こ の 委奴国は ，
の ち に魏志倭人伝 に 出て くる伊都国 （怡

土 ）の 前身 で あ る。伊都国 に は盛衰があ っ た。朝鮮 か らの

渡来者で さ ら に高い 文化 を身に つ け た集団は ， 日本海か ら．
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き 　 ぴ

あ る い は瀬戸 内海を東へすすん で吉備 （岡山県），大和 （奈

良県） に ， よ り強固 な統
一体を つ く りは じ めた。そ して，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 み 　 　h 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　や 　 　ば 　た い

紀元 3 世紀初め に な る と ， 奈良県の 三 輪山 を中心 に 邪馬台

国が生 まれ た の で あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 ひ 　 み 　 こ
　邪馬台国に は女 王卑弥呼 が い て ， 大和か ら九 州 ま で 29カ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 f 　 し

国を支配 して い た 。 こ の 邪馬台国 につ い て の 記事が 魏志倭

人伝な の で あ る。

　魏志倭人伝に は ，当時 の 目本 の 国 々 の こ と， 風 俗習慣 ，

産物そ の ほ か の こ とが詳 し く書 か れ て あ る 。 倭人伝の 記事

の 基 に な っ た の は宮廷 の 日記 で ある。た だ しか し，日記の

記録 は ，目本か らの 使者た ちが 語 っ た こ と だ か らか な り誤

りが多 い とみ なけれ ばな ら ない 。とい うの は ， 九州 か ら大

和まで の 国々 の 配置など，そ う詳 し く心得 て い た もの は な

か っ た だ ろ うか らで あ る 。 女王 卑弥呼 の こ とに つ い て も，

使者た ち が聞き伝え を し ゃ べ っ た にす ぎない。

　卑弥呼 は ヒ ノ ミコ
， ヒ メ ミコ な どい ろ い ろ の 解釈があ る。

天照大神を想像すれば よい の で は あ る ま い か 。
三 輪 山 は 日

の 神伝説 の 発祥地 で あ る 。 日本書記の 編者も卑弥呼 と天照

大神 を同一人 と考 え て い た よ うで あ る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 き　どう　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ま ど

　彼 の 女に つ い て は 「鬼道 を事 とし，よ く衆を惑 わ す 」 と

書い て あ っ て，どうや らミ コ の 性格 が 強 か っ た こ とが わ か

る。ミ コ は 北 ア ジア に 普遍的 な シ ャ
ーマ ニ ズ ム ，つ ま り自

然崇拝で神と人 間 の 閲 を取 り持 つ もの で あ る。い まで も こ

の 種 の ミ コ は 日本， 朝鮮 に強固 に 残 っ て い る e

　と もあ れ，ミ コ 性格 の 卑 弥呼 は29国 に 推戴され て ，九州

か ら大和 ま で を支配 して い た の で あ る 。 そ し て，そ の 配下

の 国 々 の 王 た ちに，中国か ら もら っ た鏡を分 か ち あ た えた
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 つば 　い

よ うで あ る。そ の 鏡 が 京都 の 椿井大塚 山古墳，岡山 の 車塚，
　 　 　 なか お　だ　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　さ ん か く ぶ ち

広 島の 中小田古墳その ほ か か ら出て い る 。 三角縁神獣鏡 と

い うの がそ れ で あ る。

　卑弥呼女王 は紀 元 248 年 に 死 ん だ 。 そ し て ， 当 時 の 人 々

を驚かすような大 きな墓 が つ くられた。こ の 墓 は 奈良県 の
ぽ し は ぎ

箸 墓古墳が そ れ だ と
一

般 に い わ れ て い る。た だ し，あ くま

で推定 で あ る 。 発掘すれ ば ， あ る い は 実証 され る か も知 れ

ない 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 い　 l

　卑弥呼女 王 が 死 ぬ と， 娘 の 壱 与 が女 王 と な る。イ ヨ は ト

ヨ （台与） の 誤 りで ， 書紀 の トヨ ス キ イ リ ヒ メ が そ うだ と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し ん

い わ れ て い る 。 彼 の 女は ， 紀元 275年に 中国の 晉朝 に使者

を派遣す る が，そ の 後 ， 日本 の こ とが中国 の 史書 か ら姿を

消して しま う。

　た ぶ ん，こ の 間 に 邪馬台国 が倒 され て ， 日本の 統一がな

し とげ られ た の だ ろ うとい わ れ て い る 。

　続一の 主役 は 崇神天皇 ミ マ キ イ リ ヒ コ で あ る 。 崇神天皇

一族 は新た に朝鮮 か ら渡 っ て き た 人 た ち で ， か な り長 い あ
　 　 か わ ち

い だ 河内の あ た りで 勢力 を蓄 え て い た 。 そ れ が トヨ の 時代
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特別購演

に大和 に 進撃 し， 三輪山 の 邪馬台国を倒 して 崇神王朝をた

て ，日 本 の 統
一を完成 した の で あ る。

　 トヨ 女王 は どうな っ た か 。 た ぶ ん
， 彼 の 女は 三 輪山 を逃

　 　 　 　 　 　 か さ ぬ い の む ら 　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　 し 　ま

げ だ し，一族の 笠縫 邑に身を よせ，さらに志摩 に ゆき三 重

県 の 五 十鈴川 の ほ と りに 日の 神 の 鏡を祀 っ た の で は ある ま

い か 。 書紀 に トヨ ス キ イ リヒ メが現在 の 伊勢神宮をひ らい

た こ とが記 して あ るが ，こ の
一連 の 事件をさ して い る よう

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 し　 ま

に お もわ れ る。邪馬台国 に 斯 馬国 とい うの がある が，こ れ

が シ マ （志摩） で あ ろ う。

　余談 だ が，崇神天皇 の 大和進撃が神武天皇 の 東征物語 の

も とで は あ る まい か
。 ま え に の べ た が ， 神 武 東 征 に で て く

　 　 　 　 　 　 　 　 　 きん　し

る ヤ タ ガ ラ ス の話 も金鵄 （トビ） も， こ の 集団がか つ て 朝

鮮半島に い た と きに も っ て い た説話 で あ ろ う。

8．　 倭の五 王

　 3 世紀の 終わ り ， 日本の こ とが中国の 史書 か ら姿を消 し
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こら く 　 り こ う た い

て か ら， 次 に現れ る の は高句麗好太王 碑 で ある 。こ の 碑 は
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お う D エ く こ う

朝鮮 と満州 の 境を流 れ て い る鴨緑江 の 中流 に い まで も立 っ

て い る 大 きな石碑 だ が ， そ の な か に 高句麗 と 目本 との あ い

だ に す さま じ い 戦い の あ っ た こ とが書い て あ る。紀元 392

年，日本軍 は朝鮮半島を攻め の ぼ っ て ， 高句麗の 都 の 平壌

（ピ ョ ン ヤ ン ） に まで 迫 っ て い るの で あ る 。

　つ ま り， 日本で は紀 元 300 年 ごろ に 崇神天皇 に よ っ て 統

一が完成され て か ら， 100 年経つ か た た ない うち に ， 朝鮮
　　　　　　　　　　　　　　は
半 島で，当時 の 最強国高句麗 と覇 を争 うほ ど に強力 に な っ

て い た の で あ る 。

　た だ しか し，こ の 戦争 は 日本 の 敗戦 に終わ り， そ の 後 は

南鮮 の ミマ ナ を中心 と し て なお勢力 を保持 し て い る 。 とく

に 百済 を配下 に お い て ， 高句麗 と対峙 して い たの で ある 。

　朝鮮半島で 激 し い 戦い が繰 りひ ろ げられ て い る あい だ に ，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 そ う

日本か ら中国の 南朝 の 宋に使 い が遣 わ され る。宋 の 歴史 を

書 い た宋書 に倭 の 五 王 の こ とがみえ る の がそ れ で ， そ の 初

め は紀元 421 年 の こ とで あ る。
　 　 　 　 　 　 さ ん 　　ちん 　　せ い 　　 よ う 　　 ギ

　倭 の 五 王 は 讃 ・珍 ・済 ・興 ・武の 5 人 で ， 讃 は 仁徳天皇

とい うの が通説に な っ て い る 。 使者を遣わ した の は ， 朝鮮

半島で の 日本の 支配権を認 め て も らい た い とい うの で あ る 。

しか し， 宋もそ う簡単に は 応 じ なか っ た。とい うの は ， 咼

句麗 か ら も同じ よ うな 要請がなされ て い たか らで あ る 。

　朝鮮 で の 戦争は だ ん だ ん 日本 に 不利 に な っ て い っ た。最

後 の 武 王 （雄略天皇）は悲愴きわ ま りない 国書を宋 に 奉 っ

て い る。文章は 六朝風 の ど うど うた る もの だが，い うとこ

ろ は泣きお と し で あ る 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 と う　　　　　　　　 し ら ぎ

　高句麗 は しか し， そ の 後，中国の 唐と朝鮮 の 新羅 の 連合

軍 の た め に滅 ぼ され る。そ し て，日本軍が最後の よ り ど こ
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き ん めい
う に して い た ミマ ナ の 日本府も欽明天皇 の とき に新羅 の た

め に占領 され て ， 朝鮮半島に おけ る 目本 の 勢力はまっ た く

一掃 され て し ま うの で あ る。

　長い ， 大陸との 交渉に い ち お う終止 符が うた れ る の で あ

る 。

9．　 飛 鳥 ， 奈良文化

　大陸か ら民族と文化 が た えず大波 ・小波とな っ て うちよ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 も の のべ
せ た こ とは こ れ まで 繰返 し の べ た 。 日本史で有名 な物部氏
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 モ 　が

なども，もと もと朝鮮か らきた もの とい われ て い る。蘇我
　 　 　 　 　 　 　 　 ＃ お とも　　　　 か つら ぎ

氏 もそ うだ ろ う し，大伴氏，葛城氏 な ど も例外で は あ る ま

い
。

　か れ らは，朝廷 に あ っ て 外交 ・文書をつ か さ ど り， 支配層
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 L・もOt ・s
に の し あ が っ て い くの で あ る。奈良県天理 市に 石 上神宮 と

い うの が あ る が ，
こ れ は 物部氏 の 社 で あ る 。 こ こ に 百済王

　 　 　 　 　 　 　 ひ ち 　 し　と う

が朝廷 に奉 っ た 七支刀 とい う七 本 の 枝の 出た 矛がい ま で も

保存 され て い る。

　なぜ ， 七本の枝が出 て い る の か。こ れ こ そ 朝鮮 七 道 （朝

鮮全土） を象徴し て い る とみた い 。倭 の 五 王 が 宋 の 朝廷 に

七 国大将軍 の 称号 を執拗 に 要求 した の と考 え あ わ す と 興味

がふ か い 。 百済 は 目本 の 援助をうけ て い た か ら，あな た こ

そ朝鮮七 道 の 王 で す よ と七 枝刀 を奉 っ た の で あろ う。

　 しか し
， 戦い は 敗れ た。そ の あ と に な に が残 っ た か。

　長い 大陸との 交渉 で えた文化が日本島で実を結ん だ の で

あ る 。

　日本島は ル ツ ボ だ と前に の べ た 。 民族 も文 化 も ス ポ ン ジ

の よ うに 吸い こみ ，
こ こ で こ ね あげ られ て ， 新しい 民族 と

文化 を生 みだ した の で あ る。

　それ が 日本人 で あ り， 飛鳥 ・奈良文化な の で ある 。 日本

に は北 か ら南ま で言語 ・
風俗 を一にす る 日本人が 住 ん で い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 な ま e

る、多少 の 違い は，言葉 の 訛 ・方言 に すぎず，基本的 に は

全 く同 じな の で あ る 。

　文化 の 点 で も， そ うで あ る e こ の ル ッ ボの 中か らは 新 し

い もの がたえず生 み だ され て い く。 例えば ， 平安時代 に な

っ て現わ れ て くる カ ナ 文字 ， カ ナ文学が そ うで あ り，目本

文化 の
一つ の 特色 で あ る ワ ビ，サ ビ と い っ た もの も他 に類

例 が な い
。

　最後 に もう
一つ 余談をの べ る なら，今日で も百済とか新

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ 　 ま

羅 とい っ た 地名が各地 に残 つ て い る。高麗 と い うの もあ る。

そ れ は朝鮮か ら の 移住 の 名残 り で あ る。

　ただ し，朝鮮半島の 住民 は た えず北か ら補充 され ， 南 へ

押 し 出され て い くか ら，現代 の 朝鮮入 と日本 人 は 厳密 に は

同祖 で は ない こ と を つ け く わ え て お き た い 。

　　　　　　　　　　　　　　　　 （原稿受理 　19舶．7．7）
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