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日

文

研

フ

ォ

ー

ラ

ム

は

、

国

際

日

本

文

化

研

究

セ

ン
タ

ー

の
創

設

に

あ

た

り

、

一
九

八

七

年

に

開

設

さ

れ

た

事

業

の

一
つ
で

あ

り

ま

す

。

そ

の
主

な

目

的

は
海

外

の

日

本

研

究

者

と

日

本

の
研

究

者

と

の
交

流

を

促

進

す

る

こ

と

に

あ

り

ま

す

。

研

究

と

い

う
人

間

の
営

み

は

、

フ

ォ
ー

マ

ル
な

活

動

の

み

で

成

り
立

っ
て

い

る

わ

け

で

は

な

く

、

た

ま

た

ま
顔

を

出

し

た

会

や

、

お

茶

を

飲

み

な

が

ら

の
議

論

や

情

報

交

換

な

ど

が
貴

重

な
契

機

に

な

る

こ

と

が

し

ば

し
ば

あ

り

ま

す

。

こ

の

フ

ォ

ー

ラ

ム

は

そ

の
よ

う

な
契

機

を

生

み
出

す

こ
と

を

願

い
、

様

々

な

研

究

者

が

自

由

な

テ

ー

マ
で

話

が

出

来

る

よ

う

に

、
文

字

ど

お

り

イ

ン

フ

ォ
ー

マ

ル

な

「
広

場

」

を

提

供

し

よ

う

と

す

る

も

の

で
す

。

こ

の

フ

ォ
ー

ラ

ム

の
報

告

書

の
公

刊

を

機

と

し

て

、

皆

様

の

日

文

研

フ

ォ

ー

ラ

ム

へ

の
ご

理

解

が

深

ま

り

ま

す

こ
と

を

祈

念

い
た

し

て

お

り

ま

す

。

国

際

日

本

文

化

研

究

セ

ン
タ

i

所

長

梅

原

猛





● テーマ ●

弥 生 時 期 日 本 に 来 た 中 国 人

TheChineseWhoCametoJapanintheYayoiPeriod

● 発 表者 ●

汪 向 榮

WangXiang-tong



発表者紹介

汪 向 榮

WangXiang-rong

中国 中日関係史研究会常務理事 ・

国際 日本文化研究セ ンター客員教授

1920年 生 まれ

1940年 日本留学

1978年 中 国社会 科学 院 研究員(世 界歴史研 究

所)と 共 に各大学教授 を兼任

1986年 中国社会科学 院 よ り停年退職

1984年 よ り現職兼任、86年 より専任

1986年5月 か ら11月 まで国際日本文化研究セ ン

ター客員教授

専攻 は中 日関係 史

主 な著作:

1944:中 日交 渉年表(中 国公論社)

(1949～78:研 究論文 などを発表することはで

きない。79年 以後殆 ど1年1冊 出版、86年 まで

略)

1986:中 日関係史文献論考(岳 麗書店)

1987:中 国的近代化与 日本(湖 南 人民)

1988:日 本教習(三 書店 、日訳本 は朝 日新 聞

社出版)

1989:古 代的中国和 日本(三 書店)

その他 中 日関係史 、日本古代史に関 し論文が 多

数ある。



一
、
帰

化

人

と
移

民

縄

文

時

代

の
日

本

列

島

は

生

産

が

立

ち

遅

れ

、

社

会

の
発
展

も
長

い
間

に
停

滞

し

て

い
た

が

、

西
紀

前

三

、

四

百
年

に

い
た

っ
て
、
強

い
外

力

の
刺

激

の

も
と

に
、
情

況

は

一
変

し
た

。

採

集

経
済

か

ら
農
耕

経

済

へ
と
進

み

、
生
産

力

の
向

上

に

よ

っ
て
列

島

の
社

会

も
だ

ん
だ

ん
進

展

し
、

開
化

の
域

に
入

っ
た

の
が
弥

生

時
代

で

あ

っ
た

。
も

ち

ろ
ん
縄

文
晩

期

、

日
本
列

島

の

あ

る
地

区

で

は
、

時

に
農

耕

の
痕
跡

が

遺

跡

か

ら
見

つ
け

ら
れ

る
。

し

か
し

、

こ

の
農
耕

、

即

ち
縄

文

農
耕

の
存

在

地
域

は
極

め

て
制

限

さ
れ

て

い
る
だ

け

で
な
く

、

そ

の
耕

作
方

式

も
簡
単

で

、
す

こ
ぶ

る
原

始

的

な

も

の

で
あ

っ
た

か
ら

、
社

会

全
体

の
生

産

方
式

を
変

更

す

る
力

と
な

る

に
は

至

ら

な

か

っ
た

。
縄

文

時

代

は
数

千

年

に
及

ん
だ

が
、

そ

の
内

在

的
素

因

は
社
会

の
発

展

を

促

進

す

る
段

階

に

は

い
ま

だ

な

ら

な

か

っ
た
わ

け

で

あ

る

。

そ
れ

ゆ

え
、

西

暦

紀

元
前

三

、
四

百

年

こ
ろ

、
日

本
列

島

が

突
然

農

耕

を

主

と

す

る
弥

生
時

代

に
入

っ
た

の
は

、
主

と
し

て
外

か

ら

の
影

響

で
あ

る

。
当

時

、

こ

の
力

強

い
外

力

は

、
列
島

の
主

な
地

区
あ

る

い
は
先

進

地

区

の
生

産

方
式

を

採
集

経

済

か

ら
農

耕

経

済

に
変

え
た

。
変
化

は

さ

ら

に
東

へ
東

へ
と
拡

大

し

、
最

後

は

日
本

列

島

の
全
体

が

停

滞

の
縄

文

時
代

か
ら
文

明

の
域

に
入

っ
た

。

日
本

古

代
社

会

を
論

ず

る
場

合

、
殊

に
先

史

時
代

の
日
本
社

会

の
発

展

に
着

眼

す

る
と

き
に

は

、
当

時

列

島

の
生

産

力

を

促
進

さ
せ

た

の
が

、
外

力

作

用

で
あ

っ
た

こ
と

を
認

め
な

け

れ
ば

一
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な

ら

な

い
。

も

ち

ろ

ん
、

列

島

内

部

に
あ

っ
た

素

因

の
作

用

も

あ

る
が

主

な

る

こ
と

で
は

な

い
。

こ
れ

は

日
本

歴

史
学

者

の
定
説

で
あ

る
。

世

界

の
あ

ら

ゆ

る
国
家

、
民

族

の
社

会

の
発

展

は

み
な

そ
れ

ぞ
れ

の
素

因
を

も

つ
。
内

在
的

な

も

の
も

あ

り

、
外

来
的

な
も

の
も

あ

る
が

、

そ

の
作

用
、

又

は
社
会

の
発

展

を
促

進

す

る
力

の
違

い
に

よ

っ
て
、

主

と
従

、

軽

と
重

の
別

を
分

け

る

こ
と
が
出

来

る
。

日
本

列
島

の
社

会
発

展

が

縄

文

か

ら
弥

生
時

代

に
進

ん

だ
素

因

の
中

に

、
縄
文

か
ら
伝

承

す

る
も

の
も

、
弥
生

の
独

自

の
素

因

も

あ

る
が

、

そ

の
中

の
主

な

も

の
は

、
外

来
的

素

因

の
受
入

で
あ

る
。

よ
り
具

体
的

に

い

え
ば

、
中

国

大
陸

か

ら

の
先
進

文

明

、
生

産

技

術

と
知
識

、
例

え
ば
水

稲

の
植

付

、
金
属

器

の
製

造

と
使

用

な

ど

を
受

入

れ

た

こ
と

で
あ

る

。

こ
れ

ら
先

進

的

文

明

、
技

術

と
知

識

は

如

何

に
外

か
ら
日

本
列

島

に
導
入

さ
れ

た
か

。

古

代

、
殊

に
先

史

時
代

、
あ

ら

ゆ

る
知

識

と
技

術

、

あ

る

い
は
文
明

の
伝

播

は

、
人

の
往
来

に

よ

る
し

か

な

い
。

実
際

、
弥

生
時

代

と
そ

の
後

の
古

墳
時

代

に

お

い
て
、
列

島
土

着

の
人

々

で

は
な

い
、
大

勢

の
外

来

の
移

民
達

が

日
本
列

島

に
来

た

。
彼

ら
は
中

国

大
陸

の
先

進
文

明

を

日
本

列

島

に
将

来

し

、

日
本

社

会

の
発

展

に

巨
大

な

る
貢

献

を

な
し

た
が

、

か

つ
て
日
本

歴
史

に

お

い

て
、
彼

ら
は
帰

化

人

と

呼

ば

れ

て

い
た

。

帰

化

と

い
う
言

葉

も

、

や
は

り
中

国

か
ら

の
も

の

で
あ

る
。
知

ら

れ

て

い
る
よ

う
に

、
古
代
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に

お

い

て
、
中

国

の
文
明

程

度

と
生

産

面

の
発

達

は

、
遥

か
に
周

囲

の
民
族

、
国
家

よ

り
高

く

先

進

し

て

い
た
か

ら

、
自

然

に
中

国

を

中

心

と

し

て

の
中

華
思

想

が
生

ま

れ
た

。
中

国

に
定
住

し
た

非
中

国

本

土

の
住

民

達

は

、

み
な

中

国

の
徳

化

を
慕

っ
て
移
住

し
た

。

そ
れ
を
帰

化

と
称

し
た

。
過

去

の
日

本

に

お

い

て
も

、
や

は

り

こ
の
中
華

思

想

と
同
様

の
も

の
が
生

じ

、

日
本

に

永

住

す

る
外

国

人

を
帰

化

人

と

い

っ
た

。

し

か

し
、

先
史

時
代

の
日
本
列

島

の
文

明
程

度

、
生

産

発

展

の
レ

ベ

ル
は

、
中

国

と
朝

鮮

に
及
ば

な

い
だ

け

で
は

な
く

、
当
時

の
日
本

列

島

に
は
統

一
の
政

権

す

ら

な

い
。
中

国

か

、
朝

鮮

半
島

な
ど

か

ら

日
本

に
移
住

し
た
移

民
達

は

、
明

か

に

日
本

の
王

化

を

慕

っ
て
来

る

の
で

は
な

い
、

だ

か
ら

こ
れ
を
帰

化

と

い
う

こ
と

は

で
き
な

い
。

け
れ

ど

も
過

去

の
日
本

歴

史

学
者

は
、

皇
国

史

観

を
持

つ
、

日
本

支
配

者

と
同

じ
立
場

か
ら

、

帰

化

と

い
う
名

詞

を
使

っ
た

。

は
な

は

だ

不
適

当

な

こ
と

で
あ

る
か

ら

こ
の
三

、
四

十
年

来

、

極

く
少

数

の
人

を
除

い
て
、

こ

の
帰

化

の
名

詞

を

使

わ
ず

、
渡

来

、
渡

来
人

と
使

い
直

し
た

。

こ
れ

は
当

然

の

こ
と

と
思

う

。

日
本

の
立

場

か

ら

い
え
ば

、
渡

来

と

い
う
名

詞

は
適

当

で
あ

る
が
、
移

出

国
家

と

し

て

の
中

国

、
朝

鮮

か
ら

見

れ
ば

、

渡
来

と

い
う

こ
と
ば

は
適

切

で
は

な

い
か
ら

、
私

は

か

っ
て

に
移

民

と

い
う
語

を

使

っ
て

い

る
。

も
ち

ろ
ん

こ
れ

も
あ

ま

り
適
切

と
は

い

え
な

い
。
移

民

と

い
う

の

は

、

一
般

に
は
計

画

的

、

組
織

的

に
外
国

へ
移

住

す

る

こ
と
を

指

す
。

た
と

え
ば

六

、
七
十

年

一3一



前

の
日
本

か

ら
ブ

ラ
ジ

ル

へ
の
移

民

、

の
如

く

で
あ

る
。

し

か
し
古
代

中

国

か
ら
他

国

に
移

住

し

た
人

々
は

、
多

数

は

目
的

な
ど

持

っ
て

い
な

い

の
で
あ

る
。

そ

の
中

に
非
常

に
大

き
な
移

民

集

団

も
あ

る
が
計

画

的

、

又

は
組

織
的

移

住

と

は
言

え
な

い
。

か

れ
ら

は
多

く
飢
饉

と
兵

乱

を

避

け

る

た
め

、
別

の
地

方

へ
逃

亡

し

、

あ

る

い
は
酷

政

と
迫

害

を
避

け

る

た
め
外

に
亡

命

し
た

も

の
で
あ

る
。

す

な
わ

ち

一
定

の
目
的

を

も
た

な

い

の
で
、
移

民

と

い
う
名
詞

を
使

う

こ
と
も

あ

ま

り
適

切

で
は
な

い
。

が

、
中

国

人

の
立

場

か
ら

そ
れ

以
外

更

に
適
当

な

こ
と
ば

は
な

い
。

帰
化

人

に
せ

よ

、
渡

来

人

に

せ

よ
、
移

民

に
せ

よ
、
用

語

の
問

題

に
す

ぎ
ず
事

実

に
対

し

て
は

重
要

で

は
な

い
。
問

題

の
実
質

は
名

詞

で

は
な

い

の
で
あ

る
。

二
、
人

数

縄

文

晩

期

か

ら
弥

生

時
代

に
至

っ
て
日
本

列

島

の
社

会
発

展

に
変
化

の
生

ま
れ

る
段
階

に
、

外

か

ら
移

住

し

た
人

々

の
数

は
ど

の
位

で

あ

ろ

う
か

。

こ
れ
は

ま

こ
と

に
答

え
難

い
問

題

で
あ

る
。
精

確

に
答

え

る

こ
と

は

も
ち

ろ

ん
出
来

な

い
。
当

時

の
事
情

と
し

て
、

そ
れ

ら
移

民

を
受

け

入

れ
た

日

本

に

、
文

字

に

か

か
れ

た

歴
史

は

ま

だ
存

在

し

て

い
な

い
。

の
み
な

ら
ず

、
多

く

の
移

民

が

経

た
土

地

で
あ

り

、
移

民

と

多
大

な

る
関

係

を
有

す

る
朝

鮮
半

島

に
も
文

字

に
書

か

れ

た
歴

史

は

な

い
。
主

な
移

民

を

出

す
中

国

に
は

、

す

で
に
相
当

完

全

な
文
字

の
記

録

は
あ

る
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が

、

こ
れ

ら

の
文

字

記

録

は
主

に
漢

民
族

支

配

者

の

こ
と

を
記

し

、
周
囲

の
各

民
族

、
国
家

に

対

し

て

は
本

当

に
簡

略

で
あ

る

。
漢

民
族

支

配

者

に
関

係

の
薄

い
移

民
な

ど

に

つ
い
て
は

、

ほ

と

ん

ど
記

録

は

な

い
。

あ

っ
て
も

極

め

て
少

な

い

の
で
あ

る
。

そ

の
記
録

か

ら
当
時

外

国

に
移

住

し

た
者

の
人

数

を

計

測

す

る

こ
と

は
不

可

能

な

こ
と

で
あ

る
。

こ
と

に
当
時

日
本

列
島

に
入

っ
た

外

来

移

民

の
多

く

は
直

接

中

国

か

ら

で

は
な

い
。

ほ
と

ん
ど

朝

鮮

半

島

か

ら

で
あ

る

か

ら

、
中

国

の
史

籍

に
そ

れ

ら
移

住

の
記

録

を

見

つ
け

て
、

そ
れ

を
根
拠

と

し

て
移

民

の
数

を
計

測

す

る

こ
と

の
可

能
性

は
全

く

な

い
と
思

う
。

し

か
し

、

日
本

列
島

に
地

下

出
土

し
た

遺
物

の
、

弥
生

時
代

の
も

の
は
縄

文
時

代

の
も

の
と

明

ら
か

に
異

な

る
。

そ

の
遺

物

の
中

に
、
朝

鮮

半

島

や

、
中

国
大

陸

の
遺
物

と
似

て

る
も

の
が

あ

り

、
全

く

同

じ

も

の
も
あ

る
。

こ
の
事
実

か

ら

、

こ
れ
ら

の
遺
物

は
列
島

に
住

ん
だ
土

着
縄

文

人

の

も

の

で

は

な

く

、

外

来

移

民

と

し

て

の
弥

生
入

が
残

し

た

も

の
で

あ

る

と
考

え

て

よ

い

。

そ

れ

か

ら

人

骨

の
測

定

な

ど

各

方

面

か

ら

総
合

的

に
見

れ

ば

、
古

代

国

家

を
立

て

る
以

前

、

す
な

わ

ち
弥

生

だ

け

で
は

な
く

、

古
墳

時

代

ま

で
日

本
列

島

に
進

入
し

た
外

国
移

民

の
数

は
極

め

て
多

い
と
認

め

ら

れ

る

。

当

セ

ン
タ

ー

の
埴

原
教

授

は

か

っ
て
、

日
本

人

を
骨

の
形
態

か

ら
東
北

中

心
型

と
近

畿
中

心

型

の
二
種

類

に
分

け
、

近
畿

型

は

近
畿

を
中

心

に
西

日
本

に

い
る

が
大
陸

系

に
近

い
人

た

ち

で
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あ

る

と

し
た

。

そ

の
と

き

、
彼

は
確

実

な
入

数

は
言

わ
な

か

っ
た
が

、
形

態

か

ら
見

れ
ば

、
近

畿

型

の
人

は
か

な

り
多

い

の

で
あ

る
。

そ

の
後

、

埴
原

教

授

は
別

の
論
文

で
非
常

に
具

体
的

論

拠

を

あ
げ

つ

つ
、
弥

生

初

代

か

ら
初

期

歴
史

時

代

ま

で
の
千
年

、

即
ち
西

紀

前

三
百
年

か
ら
西

紀

七

百
年

に
至

る
間

に
、

日

本
列

島

に
移
住

し
た

外

国
人

は
百

万
人

以
上

に
達

す

る

こ
と

、
古

墳

時
代

に

お
け

る
縄

文

系

の
土
着

民

と

渡
来

人

の
比

率

は

一
と
九

か

ら

二
と
八

の
間

に
あ

る

こ

と
を

述

べ
た
。

そ

の
推

計

は

誠

に
驚

く

べ
き

も

の

で
あ

る
。

そ
れ

に

よ

る
と
、
今

日

の
日
本

人

の
血

統

は

、

た

い

て

い
当

時

列

島

に
来

た
外

国
移

民

と
関

係

が
あ

る

こ
と

に
な

る
だ

ろ
う
。
必

ず

し

も
渡

来

人

の
後

裔

で
な

く

と

も

、
混

血

は
免

れ

な

い
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
推

計

と
事

実

の
間

に

、
距
離

が

あ

る
だ

ろ

う

か
。

一
見

す

る

と

、
百

万

と

い
う
数

字

は
本

当

に
驚

く

べ
き

で
あ

る
が

、

そ

の
百

万

は
千
年

間

の

総
計

で
あ

り

、
年

平

均

は
千

人

位

で
あ

る
。

年
平

均

千

人

で
あ

っ
て
も

、
先
史

時
代

の
日
本

に

あ

っ
て
は

、

や

は

り
大

き

な
数

と

言

わ

な
け

れ

ば

な

ら
な

い
。
国

立

民
族

学
博

物
館

の
小

山
助

教
授

の
推

計

に

よ

れ
ば

、
縄

文

中

期
九

州

の
人

口

は

五
千

三
百

人

、
後

期

に

な

っ
て

も

一
万

百

人

で
あ

る
。
千

人

の
外

来
移

民

と
は

、

ま

こ
と

に
大

き
な
数

で
あ

る
。

し
か

し
後

世

の
文

字

記

録

や

、
地

下

出
土

の
遺

物

か

ら
見

る
と

、

こ
の
千
人

と

い
う
数

字

は
決

し

て
多

く

は
な

い
。
あ

る

い
は
少

な

い
く

ら

い
か

も
知

れ
な

い
。
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『
日
本

書

紀

』

に
秦

造

の
祖

や

、
漢

直

の
祖

な

ど

が
朝

鮮
半

島

か

ら
日
本

に
来

た

と
き

、
あ

る

い
は
百

二
十
県

の
人

夫

を

率

い
て
と

か

、
あ

る

い
は
十

七
県

の
黨

類

を
率

い
て
来

た
と

か
書

い

て
あ

る
。

一
県

の
人

数

は

は

っ
き

り

し

な

い
が
決

し

て
十

人

、

二
十
人

で
は
な

い
と
思

う
。

も

ち

ろ

ん
、

そ

れ

ら

の
記
録

に

は
若

干
誇

張

も

あ

り

、
そ

の
ま

ま
信

ず

べ
き

で
は

な

い
が

、
少

な

く

と

も
彼

ら

が

日
本

に
入

る
と

き

は
大

集

団
的

行

動

で
あ
り

、
少
数

で
は

な

い
。

ご
存

知

の

よ

う

に
、

中
国

の
史

籍

に
徐

福

の
記
事

が
あ

り

、

そ

の
中

に

「
徐

福

は
千

人

以
上

の
若

い
男

女

と
技

術

者

な

ど
若

干

人

を
率

い
て
海

を
渡

る
、
平

原

広

沢

の
地

に
至

っ
て
止

ま
り

、
再

び
帰

ら

な

か

っ
た

」

と
あ

る
。

そ

の

「
至

る

と

こ

ろ
」

は
別

の
問
題

で
、

い
ま
討
議

は

し

な

い
が

、
徐

福

と

一
緒

に
国

を

出

て
、
海

を
渡

る
人

数

は
少

な

く

な

い
。

大
規
模

の
集
団

行
動

で
あ

る
。

も

し
彼

一
行

の
止

ま

る

と

こ

ろ
が

日

本

列

島

な

ら

、

そ

の
大

集

団

の
人
数

は
千

人

以
上

で

あ

ろ

う
。

そ

れ

ゆ

え
、
年

平

均

千

人

と

い
う

数

は
多

く

な

い
の

で
は
な

い
か
。

事
実

上

原

始
社

会

か
ら
封

建

社

会

に
至

っ
て

お
れ

ば

、
外

来

の
人

々
が
全

く
未

知

の
土
地

に

定
住

と
生

存

を
得

ら
れ

る

こ
と

は
き

わ

め

て
困

難

な

こ
と

で
あ

る

。

一
人

一
人

で
は

も
ち

ろ

ん

不

可

能

で

あ

る

。

少

人

数

で

も

だ

め

。
土

着

民

と
対

抗

出

来

る
力

を

持

た

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。
中

国

の
史

籍

、

日
本

の
史

籍

に

か

か
わ

ら
ず

、
移

民

、
渡
来

人

と

し

て
記

録

す

る
場

合

、

み
な

集

団
的

で
あ

り

、
大

人

数

の
行

動

と

し

、

そ

の
ゆ

え

に
年

間

千
人

程
度

は
外

来

移
民

が

日
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本
列

島

に
入

っ
て
定

住

す

る
入

数

と

し

て
は
決

し

て
多

く

な

い
と
思

う

。

か

れ

ら
は

先
ず

朝

鮮

半

島

と
最

も
近

い
北

九

州

に
入

っ
て
、
定
住

し

た

。
同
時

に
当

時
中

国

大

陸

の
先

進

文

明

や

、
生

産

技

術

、

知
識

な

ど

を

彼

ら

の
手

に

よ

っ
て
列

島

に
持

ち
込

ま

れ

た
。

列
島

の
生

産

力

を
上

げ

た

り

、

日
本
社

会

の
発

展

と
開
化

を

促
進

し

た
り

、
後

世
日
本

古

代

国

家

と

な

る
基
礎

を
造

る

こ
と

に
力

を
盡

す

。

こ
れ

ら
先

史
時

代

日
本
列

島

に
入

っ
た
外
国

移

民

達

は

ほ

と

ん
ど

再

び
故

国

に
帰

ら
な

か

っ
た
。

列
島

に
定
住

し

、
日
本

民

族

の

一
員

に
な

っ
た

。
三
、
何

処

か

ら
移

入
さ

れ

た

か

し

か

し

、
過

去

に

お

い

て
も

、

い
ま

に

な

っ
て
も

、

そ
れ

ほ
ど
多

人
数

の
外

来

移
民

が
連

続

的

に
列
島

へ
入

る

こ
と

は
簡

単

な

こ
と

で
は

な

い
。

こ
と
に
先

史
時

代

の
日
本
列

島

は
生
産

が

低

い
情

況

に

あ

る
。

先
進

文

明

や

、
生

産

技
術

を
有

す

る
集

団
的

移
民

は
何

処

か

ら
移
入

さ

れ

た

か

。

も

ち

ろ

ん
文

字

的

記

録

は
残

っ
て
な

い
が

、

多

く

の
地
下

出
土

の
遺

物

は

よ
く

こ
の

こ
と

を

説

明

し

て

い

る
。
外

来

移

民

は
多

く

朝
鮮

半

島

か

ら
入

っ
て
来

た

。

日
本

は
海

に

囲

ま

れ
た

島

国

で

、
大
陸

と

は
接

し

て
い
な

い
。
先

史
時

代

の
造

船

、
航
海

技
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術

の
も

と

に
中

国

か

ら
直

接

海

を
横

切

っ
て

、
日

本

に
渡

る

こ
と

は
不

可
能

で
は
な

い
が
非

常

に
む
ず

か

し

い
。
朝

鮮

半

島

か

ら
日

本

に
渡

る

の
は

わ
り

あ

い
に
簡
単

で
あ

る
。

半
島

南
端

と

日

本

の
北

九
州

の
間

は
海

を
隔

て

い
る

と

い

え
ど

も

、
距
離

は
近

い
。
海

面

も
静

か

で
、
原
始

的

丸

木

舟

な

ど

も
潮

に
従

っ
て
海

を
渡

る

こ
と

は
出

来

る

か
ら

、
古

い
時
代

か
ら

両
地

の
人

民

は
絶

え
ま

な

く
往

復

が
出

来

た
。

従

っ
て
日

本
列

島

に
来

た
外

来

移
民

は
多

く

、

あ

る

い
は

主

と

し

て
朝
鮮

半

島

か
ら

で
あ

る
。

し

か
し
朝

鮮

半

島

か

ら
来

た

人

々
が
全

部
朝

鮮

半

島

の
人

で
は
な

い
。
彼

ら

が

も

っ
て
来

た

先

進

文

明

と
生

産

技
術

、
知

識

な

ど

も
半

島

の
も

の

で
は
な

い
。
当
時

、
朝

鮮
半

島

の
文

明

、

知

識

レ
ベ

ル
は
日

本

に
比

べ

る
と

も
ち

ろ
ん
高

い
が

、
中

国

よ
り

は
遥

か

に
低

い
。

し

か
も
半

島

の
文

明

、

知

識

は

大

部

中

国

か

ら
導

入

し

た

も

の

で
あ

る

。

周
知

の
通

り
長

期

に
わ

た

っ

て
、

中

国
人

民

は
常

に
移

民

の
形

で

、
自

国

の
先
進

文

明

や

、
生

産

知
識

な

ど
を
他

の
民
族

、

国

家

、
特

に
周

り

の
遅

れ

た

地
域

に
伝

え
て

い
る
。

そ
れ

ら

の
地

区

に
住

ん

で

い

る
土

着

民

の

生
産

水

準

を

高

め

よ

う
と

す

る

。
朝

鮮

半
島

は

そ

の
中

で
も
最

も
顕
著

な
例

で
あ

る
。

朝
鮮

半

島

と
中

国

大

陸

と

は
境

を

接

し

て
、

陸
上

は

歩

い

て
も
達

す

る

こ
と
が
出

来

る
。
海

上

も
原

始

的
丸

木

舟

な

ど

を
使

っ
て
、
沿

岸

航
行

し

て
も
半

島

に
至

る

。
日
本

列
島

に
渡

る
よ

う

な
風

浪

の
危

険

は

少

な

い
の

で
中

国

の
歴

史
上

、
社

会
上

の
大

き

な
変

動

が
あ

る
ご

と

に
人
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口

の
大

き
な

移

動

が
行

わ

れ

る
場

合

に
は

、
常

に
朝

鮮

半
島

の
方

へ
逃

れ

て

い
る
。

こ
こ
に
大

き
な

変
動

と

い

う

の
は

、
天

災

と
人

災

を
指

す

。

天
災

す

な
わ

ち
水

、

旱

の
災

に
際

し
、
多

く

の
住

民
達

は
衣

食

生
計

を

計

る
た

め

に
ふ

る

さ

と
を
離

れ

、
遠

い
異
地

に
行

か

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
。

人
災

す
な

わ

ち
支

配

者

の
惨

酷

な

る
圧

政

に
耐

え
き

れ
ず

、
や

む

え
ず
異

郷

に
逃

げ

て

命

を
助

け

る

。
原

因

の
違

い

に
よ

っ
て

か
れ

ら

の
組

成

も
違

う

し
、
目

標

と
す

る
到
達

地

区

の

要

求

も
同

じ

で

は
な

い
。
天

災

の
た

め
食

を
求

め

る
人

々
は
貧

乏

の
庶

民

で
、

た
だ
生

活

の
出

来

る

と

こ

ろ

、
衣

食

の

み
足

り

る
地

区

を

探

す

だ

け

が

、

圧
政

を
避

け

る
人

達

は
庶

民

の
外

に

、
貴

族

、
奴

隷

主

や
官

吏

ら

も
含

ま
れ

た

。

か
れ

ら

は
禍

を
避

け

る

の
で
、

目
標

地
区

は
必

ず

中

国

大

陸

の
支

配

勢
力

の
及

ば

な

い
と

こ
ろ

で
あ

り

、

そ
れ

は
遠

け
れ
ば

遠

い
ほ
ど

よ

い
。

こ
と

に
秦

王
朝

が
六

国

を

ほ

ろ
ぼ

し

、
中

国
全

国
を

統

一
し

た
際

、

ま
た
漢

王
朝

が

朝
鮮

半
島

を
征

服

し

、

四
郡

を

置

い
て
以

後

は

、
安

全

の
立

場

か
ら

い

え
ば

朝
鮮

半
島

は

理
想

的
避

難
地

と

は

い
え
な

い
。

け
れ

ど

も
朝

鮮
半

島

と
た

だ

一
海

の
隔

に
あ

る
日
本

列
島

は
大
海

の
中

に
孤

立

し

た
離

れ

島

な

の

で
、
強

大

な

る
大

陸

に
あ

る
統

治

力

は
及
ば

な

い
と

こ
ろ

で
あ

る
か
ら

一

番

理
想

的

な

地

区

と
認

め

ら

れ

る
。
従

っ
て
数

多

く

の
中
国

人

が
本
土

を

離
れ

、
朝

鮮
半

島

に

移

居

し

、

間

も

な

く

日
本

列

島

に
転

居

す

る

こ
と

は

、
全

く

あ

り

え
な

い

こ
と

と

は

い
え

な

い
。

中

国

の
史
籍

に
、

日
本

列

島

へ
移

住

す

る
中
国

人

の
こ
と

は
記
録

さ
れ

て

い
な

い
が

、
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朝
鮮

に
移

住

の
記

録

は

、

正
史

に
も

沢
山

あ

る
。
周

の
武
王

が
箕

子

を
朝

鮮

に
封

じ

る
。
燕

王

盧

綰

が

朝

廷

に
叛

旗

を

ひ

る

が

え

し

、
匈

奴

に
入

っ
た

後

、

衛

満

は

千

余

の
亡

命

者

を
集

め

て

、
朝

鮮

に
進

入

し

、
自

ら
王

と

な

る
。

あ

る

い
は

辰
韓

の
長

老
達

は
秦

王
朝

の
苛

政

を
避

け

る

た
め

、
朝

鮮

に
行

っ
た

と
語

る
。
後

漢
書

は

、
漢

の
初

め
中

国

は
大

乱

と
な

り

、
燕

、
斉

、

趙

か
ら
朝

鮮

に
逃

げ

る
者

は

数

万
人

も
あ

る

と
記

録

し

た
。
実

際
上

、
秦
漢

の
前

に
、
大

陸

か

ら
朝
鮮

に
禍

を

避

け

る
人

も

相
当

の
数

と
考

え

ら
れ

る

。
漢

の
武
帝

に
至

っ
て
朝

鮮
半

島

は

正

式

に

大
陸

の
行
政

権

に
入

っ
た

。
四

郡

を
設

け

、
数

多

く

の
官

吏

と
庶
民

を
朝

鮮

に
送

っ
た
。

そ
れ

ゆ

え
西

暦
紀

元

前

後

、
朝

鮮

半

島

の
居

民

の
中

に
中
国

大
陸

か
ら
来

た
人

々

の
数
量

は
極

め

て
大

量

的

と
思

わ

れ

る

。

そ

の
数

多
く

の
中

国
移

住

民

の
う

ち
僅

か
な

中
国

東
北

地

区

の
人

を
除

け
ば

、

ほ

か
は

ほ

と

ん
ど

漢

民
族

で
あ

る

。

い
う

ま

で
も
な

く

、
そ

れ

ほ
ど
多

く

の
漢
人

の
う
ち

に
あ

っ
て
、

き

わ
め

て
多
数

は
衣

食

の
み
を

要
求

す

る
庶

民
逹

で
あ

る
。

か
れ

ら
は
働

く
人

で
あ

り

、
深

く

、
高

い
学

問
的

知

識

は

な

い
が

生
産

面

の
技
術

、
知

識

は
必

ず

も

っ
て

い

る
。

こ
れ

ら
生

産

面

の
技

術

と
知

識

は

、
当

時

の
中

国

に
お

い
て
は
、
普

通

な

も

の
と
思

う
が

生

産

レ
ベ

ル

の
低

い
周

囲

の
民
族

、
国

家

に
対

し

て
は
先
進

的

な

も

の
と

い
う

べ
き

で
あ

る

。

前

に
述

べ
た

と

お

り

、
中

国
大

陸

の
人

口
移

動

は
周

囲

の
遅

れ

た
民
族

や
国
家

に
大
陸

の
先

進

文

明

や

、
生
産

技

術

、
知
識

な
ど

を
伝

え

る
、
輸

出

す

る
機

会

で
あ

る

。
そ

れ
ら

の
民
族

、
国
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家

は

生
産

力

を

向

上

さ

せ
、

社

会

の
発

展

を
得

る
。
朝

鮮

半
島

の
開

化

は

そ

の
最

も

顕
著

な
例

で
あ

る
。

日
本

列

島

で
も
同

じ

で
、
長

い
間
生

産

停
滞

に
あ

っ
た
縄

文

期

か
ら
弥

生
期

へ
と
移

行

し

た

こ
と

も

、

こ

の
中

国

人

口

の
移

動

と

関
係

す

る
と
思

う
。

四
世

紀

の
初

め

、

朝
鮮

半

島

北
部

に

あ

る
高
句

麗

が

南
下

し

て
、
楽

浪

郡
を

滅

ぼ
し

、
漢

王

朝

の
勢

力

が
半

島

か
ら

し

り

ぞ
け

ら

れ

る
と

き

、
大

陸

か

ら
来

た
中
国

人

に

、

一
部

は
海

を
越

し

、

日
本

列

島

に
渡

っ
た

日
本

書

紀

に
書

か
れ

て
あ

る
秦
帝

、
漢

王

の
裔

孫

と
自

ら
称

す

る
人

々
は
恐

ら
く

こ
れ

ら

の
人

で
あ

ろ
う

。

弥

生
時

期

前
後

、
数

多

く

の
中

国

移

民

が
朝

鮮
半

島

を
経

て
日
本
列

島

に
至

っ
た

こ
と

は
、

伝

説

や
史

籍

記

録

に
筋

書

き

を
見

る

の
み

な

ら
ず

、

日
本

の
学

者

が
出
土

し
た
人

骨

を
検
証

し

た
結

果

も

こ
の
事

実

を
証

明

し

て

い
る
。
九

州

大

学

の
金

関
教

授

は

か

っ
て
北
九

州

と
山

口
県

で
出

土

し

た
人

骨

の
特

徴

を

分
析

し

て

、

こ
れ

ら

の
人
骨

は
渡

来

人

と
縄
文

人

の
混

血

で
あ

る

こ
と
を

主

張

し

、
長
崎

大

学

の
内
藤

教

授

は
西

北

九

州

の
弥
生

人
骨

を
分
析

し

て
、

九
州

平
原

地

区

の
も

の
は
渡

来

人

の
特

徴

を
有

し

、
沿

海
地

区

の
も

の
は

ま
だ
縄

文
人

の
ま

ま

で
あ

る
と

結

論

し
た

。

有
明

海

地

区
出

土

の
人
骨

は
、

こ

の
二

つ
の
特

徴

を
共

に
も

つ
。

内
藤

教
授

は

平

原
地

区

の
弥

生
人

は
農
耕

生

産

に
従

事

し

、
沿

海

の
人

々
は

い
ま
だ
漁

猟

を
主

と

し

て
暮
す

と

主

張

し

た
。

今
度

吉

野

ゲ

里

か

ら
出

土

し

た
人

骨

の
分

析

に

も
渡

来
系

の
結
論

を

得

た
。

こ
れ

一12一



ら
分

析

の
結

果

か

ら

、
当
時

日
本

列

島

に
来

た
中

国
移

民

の
活
動

地

区

は
主

に
生

産

レ

ベ
ル
高

い
北

九

州

地

区

で

あ

り
、
時

間

の
流

れ

に
従

っ
て
、
.
北

九
州

か
ら
九
州

、
瀬
戸

内
海

、
近

畿

に

拡

が

っ
た

の
で
あ

ろ
う

と
推

測

さ
れ

る

。

ま
と

め

て

い
え
ば

、
縄

文

晩

期

以
後

、
日

本
列

島

に
は
数

多

く

の
中

国

移
民

が
朝

鮮
半

島

を

経

由

し

て
渡

来

し
、

一
番

先

に
到
達

す

る
地

点

は
当

時

生
産

レ
ベ

ル
高

い
北

九

州

を
中
心

と

す

る
地

区

で
あ

り

、
そ

れ

か

ら
周

辺

よ

り
列

島

の
各

地

に
拡

大

し
た

。

か
れ

ら

の
移

住

し

た
と

こ

ろ
は

だ

ん

だ

ん
と
在

来

の
漁

猟
様

式

か
ら
農

耕

の
生

産
様

式

へ
と
変

え
、

日
本
社

会

の
発

展

に

貢

献

し

た

。
け

れ

ど

も
魚

猟

の
様

式

が

日
本

人

民

の
間

か
ら
消

え
た
わ

け

で
は

な

い

の
で
、
長

い
間

に

こ
の
両
種

の
生

産

方
式

が
共

存

し

た

。
当

時
移

民
集

中

地
区

の
北

九
州

で
あ

っ
て
も
例

外

で
は
な

い
。
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四
、

平

和
的

移

住

で
は

な

い

移

民

、

あ

る

い
は

渡
来

人

、
帰
化

人

た
ち

が

日
本

社
会

の
発
展

に

な

し
た
貢
献

は

、
皆

様

は

ご

存

知

の
と

こ
ろ

で
再

び
述

べ
る
必

要

は

な

い
が

、
そ

れ

ら
日
本

社
会

の
発

展

に

な

さ
れ
た
貢

献

は

、
移

民

達

が

長
期

に
わ

た

っ
て

し

ん
ぼ

う

し
頑

張

っ
た
結

果

で
あ

る

こ
と

に

つ
い
て
述

べ

て
お

き

た

い
。

こ
と
ば

を

か

え
れ
ば

、
か

れ

ら

の
移

住

は
決

し

て
平

和

的

な

こ
と

で
は
な

い
の



で
あ

る

。

古

い
時

代

か
ら

の
人

類

社

会

だ

け

で
な

く

、
動

物

の
間

で
も
絶

え
ず

あ

ら
そ

い
が

あ

る
。
原

始

社

会

に

お

い

て
も

、
常

に
相
互

同

士

間

に
食

物

を

奪

い
と

る

た
め

の
決
死

的
闘

争

が
行

な

わ

れ

る
。

い
ま
時

々
見

ら

れ

る
原

始

石
器

の
中

に

、
石

鏃

が
あ

る

。

こ
れ
は
獣

を
捕

る
場
合

使

う

も

の
だ

け

で
は
な

い
。
人

間

同

士

の
戦

闘

に

も
使

う
武
器

で
あ

る
。
出

土

す

る
人
骨

の
中

に
、

石

鏃

そ

の
他

の
武

器

に

よ

っ
て
傷

を
受

け

た

も

の
が

時

々
発

見

さ

れ

る
。

ふ

る
さ

と

か

ら
離

れ

、
全

く

知

ら

な

い
土
地

に
生

を
求

め

る
移

民
達

は
武

力
が

な

け
れ

ば
ど

ん
な

と

こ
ろ

へ
も
定

着

す

る

こ
と

は
出

来

な

い
。
生

を

求

め

る

こ
と

も

も
ち

ろ
ん
出
来

な

い
。
当
時

の
事

状

は
、
武

力

に

よ

っ
て
土
着

住

民

を
征

服

し
た

り

、
統

治

し

た

り
す

る

か
、

ま
た

は
土
着

住

民

か
ら
征

服

さ
れ

、

か
れ

ら

の
奴

隷

に

な

る

か

で
あ

る

。
別

の
道

は
な

い
。

即
ち

平
和

的

に
定
着

す

る
可

能

性

は
全

く

な

い

の
だ

か
ら

、
中

国

大

陸

か

ら
周

辺

地
区

に
移

住

す

る
人
達

は
み
な

武
器

を
持

っ

て
大
規

模

の
集

団
行

動

を

と

る
。
少

人

数

ま

た

は

一
人

で
は
絶

対

に

い
け
な

い
。
中
国

の
史

籍

の
中

で
徐

福

の

こ
と

を
述

べ

る
場

合

に
も

、
徐

福

は

ま
ず

明

ら

か
に
千
単

位

の
若

い
男

女

を
引

い
て
海

を
渡

り
、

ま

も

な
く

、
徐

福

が

国

に
戻

っ
て
秦

の
始
皇

帝

に
武

器

と
射
撃

の
上

手

な
人

を
要

求

し

、
再

び
海

を
渡

る
、

と

あ

る
。

す

な

わ
ち

徐
福

を

中
心

と
す

る
移

民
集

団

は

、
数

多

く

の
労
働

力

と
技

術

者

の
み
な

ら
ず

、
傍

に
力
強

い
戦

闘
力

を
持

つ
も

の
を
率

い
て

い
た
。

そ
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ん
な

例

は
僅

か

一
つ
で
は
な

い
。

そ

の
他

に

も
沢

山

あ

る
。
例

え
ば
朝

鮮
王

衛
満

、
南

越

王
趙

陀

ら

は

み

な

そ

の
よ

う

な
大

き

な
力

強

い
武

装

を

持

っ
て
、
大

規
模

な
移

民

を
行

な

っ
た

。

か

れ

ら

は
新

し

い
土
地

に
到

着

し
次

第

、

武
力

に

よ

っ
て
土
着

民

を
征

服

し

、
統

治

し

た

か
ら

こ

そ
定
住

で

き
た

。

そ

う

で
な

け
れ

ば

、
先

進

文

明

、
生

産
技

術

と
知

識

な
ど

の
導

入

は
全

く
不

可

能

な

こ
と

で
あ

る

。
世

界

の
歴

史

か

ら
見

れ

ば

、
古

代

、

こ
と

に
原
始

社
会

に
、
平

和
的

、

あ

る

い
は

話
合

の
形

で
文

明

の
伝

播

、
知

識

の
導
入

は

ほ
と

ん
ど
出

来
な

い

こ
と

で
あ

る
。

こ
の
事

実

は

、

日
本

列
島

の
出

土
遺

物

か
ら

証
明

で
き

る
。

九

州

に
鏃

傷

、
ま

た

は

そ

の
他

の
武

器

に
よ

っ
て
傷

を

う
け

た
人
骨

が

か
な

り
出

土

す

る
。

こ
れ

ら

武
器

に

よ

る
傷

を
有

す

る
人

骨

は

、

み
な
戦

闘

の
間

に
亡

く

な

っ
た
も

の
で
あ

っ
た

。

も
ち

ろ
ん
集

落

同

士

の
間

に
も
戦

闘

は
起

こ
る

。

そ

の
場

合

に

も
戦
死

者

が
出

る
が

、
北

九
州

と

近

い
山

口
県

土
井

ケ
浜

遺

跡

か

ら
出

土

し

た
人

骨

は

、

二

つ
の
異
な

る
文

化
集

団

の
間

の
激

し

い
戦

闘

の
た

め
戦

死

し

た

も

の
で
あ

る

こ
と
を

証

明
す

る

。

こ

の
二

つ
の
異

な

る
文

化
集

団

と

は

、
外

来

移
民

集

団

と
土

着

民

の

こ
と

を
指

す

。
土

井

ケ
浜
遺

跡

に

、
同

じ
く

弥
生

初
期

に

属

す

る
が

異

な

る
地

区

文
化

を
代

表

す

る
須

玖

系
土

器

と
櫛

目
文

土

器
が

発
見

さ
れ

た
。

こ
の

発

見

か
ら

土
井

ケ
浜

は
当

時

こ
の
異

な

る
地

区
文

化

の
接
点

で
あ

る
と
認

め

ら
れ

る

。

こ
こ
に

出

土

し
た

二
百

体

以

上

の
人

骨

は

一
体

を

除

き

、

み
な
弥

生

初
期

の
土

層

か

ら
出

土

し

た

の
で
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あ

っ
た

。

こ
れ

ら

の
人

骨

に
は

、
多

数

抜

歯

と
屈

葬

の
特

徴

が
あ

り

、

こ
れ
ら

の
特
徴

か
ら
見

れ

ば

、

こ
れ
ら

の
人
骨

は
縄

文
晩

期

に
属

す

る
遠

賀

川
系

の
も

の

で
あ

る
と
判
断

さ
れ

る
。
同

時

に
、

こ
れ
ら

入

骨

の
中

に

一
般

縄

文

人

と
違

う
長

身

の
特
徴

を

も

つ
男
性

人
骨

が

あ

る
。

こ

の
長

身

の
特

徴

は

当
時

の
中

国
華

北

地

区

の
人

々

の
も

の
で
あ

る
か

ら
、

お

そ
ら

く
縄
文

晩
期

か

ら
弥
生

初

期

ま

で

の
、
中

国
華

北

地

区

か

ら

の
移

民

で
は

な

い
か

と
考

え

ら
れ

る
。

こ
れ

ら
人

骨

の
中

に

、
鏃

傷

を
受

け
た

人
骨

が

少

な

く
な

い
。

一
人

の
男

性

の
人
骨

に
は
十

六

ケ

の
鏃

傷

が

あ

り

、
頭

骨

も
砕

け

て

い
る

。
右

腕

に

は
二

つ
の
貝
輪

が

あ

っ
た

。
そ

の
鏃
傷

を

う
け

た
人

骨

と

同
時

に
出

土

し

た
土

器

の
情

況

か
ら
見

る
と
、
恐

ら
く
西

紀
前

二
、
三

世
紀

頃

、

即

ち
弥

生

初

期

に

、
土

井

ケ
浜

で
須
玖

系

文

化

を
有

す

る
外
来

移

民
集

団

と
遠
賀

川

文
化

系

の
土

着

民

と

の
間

に

、
激

し

い
戦

闘

が
起

こ

っ
た

こ
と
を
認

め

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
れ

ら
多

く

の
人

骨

が

そ

の
戦

闘

の
激

し

さ
を
証

明

す

る
も

の

で
あ

る
。
遠

賀
川

系

の
土
着

民

の
長

身

特
徴

も

か
れ

ら

が

日
本

列

島

の
原

始

的

土
着

民

で
は

な
く

、
や

は

り
中
国

華
北

地
区

か
ら
移

住

し

た

も

の
で
あ

る

と
考

え
ら

れ

る

。
彼

ら

が
日

本

列
島

に
入

っ
た
時

期

は
須
玖

系

の
人
達

よ

り
ず

い
ぶ

ん
以
前

で

あ

る

か
ら

、
金

属

器

文
化

な

ど

は

ま
だ
知

ら
な

か

っ
た
た

め
、
金

属

器
文

化

を

も

つ
須

玖

系

移

民

集

団

と

の
戦

闘

に

は

敗

北

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ
た

の

で

は

な

い

か
。
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い
ろ

い
ろ

の
事

情

か
ら
見

れ
ば

、
弥

生

時

期

は
先

進

文
明

や
生

産
技

術

と
知

識

を
有

す

る
中

国

、
朝

鮮

の
大

量

移

民
集

団

が
朝

鮮
経

由

、

あ

る

い
は
直

接

海
を

横
切

り

、
中

国

か
ら

日
本

列

島

に
入

っ
た

。
激

し

い
戦

闘

の
後

、
土

着

民

を
征

服

し

、
支

配

し
、

そ

の
土

地

に
定

住

し

た
。

次

第

に
、
知

ら
ず

覚

え
ず

の
間

に
中
国

の
先
進

文

明

や

、
生
産

技

術

と
知
識

を
導
入

し

、
伝

播

ん

し
た

。
言

う
ま

で
も

な
く

、

移

民
集

団

が
定

着

す

る
に
は

、

そ
し

て
農
耕

文

化

を
導
入

す

る

こ
と
な

ど

は

、

み
な

時
間

を

必

要

と

す

る
も

の
で
あ

る
か

ら
、

日
本

に
農
耕

が

始

ま

っ
た

の
は

弥

生

初

期

、
即

ち

西

紀
前

二

、
三

世
紀

ご

ろ

の

こ
と

と
考

え
ら
れ

る

。
農
耕

文

化

が
日
本

列

島

に

も
た

ら

さ

れ
た

時

期

が

こ
れ

よ
り
ず

っ
と

以
前

と

い
う

こ
と

は
な

い
で
あ

ろ
う

。
土
井

ケ
浜

遺

跡

は
恐

ら
く

そ

の
時

期

の

も

の
と
推

測

さ
れ

る
。

こ
れ

ほ

ど
数

多

く

の
中

国

か
ら

の
移

民

は

、
中

国

の
ど

こ
か

ら
来

た

の
か
。

こ
れ

は
誠

に
答

え
難

い
問
題

で
あ

る
が

、
地

理

の
面

と
人

骨

の
検

証

か
ら
言

え
ば

、
華

北
地

区

が
最

も
適

当

と

思

わ

れ

る
。
前

に
述

べ

た

よ

う

に
、
中

国

の
史
籍

に
日

本
列
島

へ
移
民

す

る

こ
と

、
ま

た

は
亡

命

す

る

こ
と

は

一
つ
も
記

さ
れ

て

い
な

い
が

、
兵

乱

を
避

け

、
圧
政

に
耐

え

ら
れ
ず

朝
鮮

半

島

に
亡

命

す

る
燕

、

斉

、

す

な
わ

ち
華

北

地

区

の
人

々
は
沢

山

い
た

。

そ
れ

か

ら
九
州

に
大

量

出

土

さ
れ

た
甕

棺

は

、

中
国

夏

商

か

ら
戦

国
時

代

ま

で
華

北

地

区

に
見

ら
れ

る
墓
葬

で
あ

る
が

秦

漢

、

す

な

わ
ち

西

紀
前

二

、
三

世
紀

に
至

る
と

、
華

北
地

区

は
も

う
使

わ

れ

て

い
な

い
。
た

だ
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華
北

と
華

中
沿

海

地

区

の
貧

乏

庶

民
達

は

い
ま

だ

こ
の
簡
単

な
甕

棺

を
使

っ
て

い
る

。
そ

れ

か

ら
北

九

州

に
多

く
見

ら
れ

る
高

床

式
建

築

も
、

中
国

華

北
地

区

の
も

の
で
は

な

い
。
華

中

、
華

南

、

こ
と

に
沿
海

の
湿

気

の
多

い
地

区

の
建

築

様
式

で
あ

る
。

日
本

の
初

期
弥

生

時
期

農
耕

集

落

の
代
表

的

な

も

の
は
板

付
遺

跡

で
あ

る

が

、

こ

の
遺

跡

に
あ

る
倉

庫

は
穴

倉

で
あ

り

、
高

床

倉

庫

で
は
な

い
。

す

な
わ

ち

当
時

板

付

に
農

耕

技

術

な
ど

を

も
た

ら

し
た
移

民
集

団

は

、

こ

の

以

後

と

は
異

る
地

区

か

ら
来

た

こ
と
を

認

め
な

け
れ

ば
な

ら

な

い
。
私

は
縄

文
晩

期

か

ら
弥
生

初

期

に
か

け

て
日

本
列

島

に
進

入

し

た
中

国
移

民

は

多
く

華
北

地

区

か
ら

の
人

々
で
あ

り
、
弥

生

初

期
後

半

か
ら

中
期

、
後

期

の
移

民

は

主

と

し

て
華
北

、
華

中

沿
海

地
区

か
ら

の
庶
民

で
あ

る

と
推

定

し

て

い
る
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は

、
後

漢

書

な
ど

の
中

国

の
正
史

に
あ

る
秦
王

朝

が

中

国

全

土

の
統

一
を

行

な

お

う
と

す

る
時

代

に

、
華

中
地

区

、

こ
と

に
沿
海

地

区

の
琅

邪
郡

な

ど

か

ら
多

く

の
人

々
が
朝

鮮

に
や

っ
て
来

た

と
考

え
ら

れ

、
そ

し

て
楽
浪

郡

の
墓
葬

方
式

は
当

時

江
蘇

省

あ

た

り

の
も

の
と
合

致

し

て

い
る

の
で

、
弥

生
初

期
後

半

に
朝

鮮
半

島

を
経

由

し
、

日
本

列

島

に
入

っ
た
中

国
移

民

は

、

こ
れ

ら
華

中
地

区

と
華

北
地

区

沿
海

の
人

々

で
は
な

い
か

と

考

え

ら

れ

る
。

も

ち

ろ

ん
弥
生

期

に
日

本
列

島

に
き

た
外

国

移

民
達

の
ほ

と
ん

ど
が
朝

鮮

半
島

経
由

で
あ

る

が

、

か

れ

ら
は

日
本

社

会

の
発
展

、
生

産
力

の
向

上

に
対

し

、
莫
大

な

る
貢

献

を
な

し

た
。

こ
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の
移

民

集

団

の
人

々
が
朝

鮮

半

島

か

ら

に
せ

よ

、
中

国

か

ら
に

せ

よ
、
日

本
列

島

に
も

た

ら
し

た
文

化

と
知

識

は

み
な
中

国

か
ら

の
も

の

で
あ

る
。

か

れ
ら

は
武

力
を

使

っ
て
日
本

列
島

の
土

着

民

を

征
服

し
た

が

、

そ

の
後

、

か

れ

ら
自
身

は
再

び
故

里

に
帰

る

こ
と

は
な

く

、
日
本

民
族

の

一
員

に

な

っ
た

の

で
あ

る
。
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*****発 表を終 えて*****

中 ・日両国の間に、一 時"同 文 同種"の スロ
ー ガンが盛ん に言われたが、私 はこれを賛成 し

ない。けれども両国の間に久 しい歴史 と深 い関

係 が有 る ことは否定す ることの出来 ない事実で

あ る。 日本 民族 の 開化 、大和 国家 の成 立 に際

し、外来移民の貢献は究 めて大 いことは認め な

ければな らない。 これ ら外来移民の中に中国人

は無論 入っていた。私は この五、六年以来、先

史 時代 日本 に来 た中国移民 の ことに関心 を持 っ

て きた。中国で若干論文 を発表 したが、資料不

足 のため、満足で きるものではなかった。 この

度セ ンターに招かれ、客員教授 に就任 した機会

を利 用 し、吉野ケ里遺跡、藤の木古墳遺跡 など

の見学 が出来 、日本方面諸碩学 の謦顔 に接 する

ことが出来 たのは誠 に嬉 しいことだった。 こと

に任期 の終 る前 に、梅原所長の臨席 を得 、埴原

教授 司会の もとに、この発表 をさせて いた 重い

た ことは有難 い。 日本各界諸賢の御意見を聞 く

ことは、私の研究 に対 し、本当に有益 なること
!で あ る。 今 、 この 発 表 を印 刷 し、 よ り広 く読 者

に捧げ る。何卒 、御遠慮 な く、率直 な御指摘 と

御教 示 を下 され た い。将来 の私 の研究 の ため

に、中 日両国永久 的友好の ために。

御教示 は当セ ンター気付、又は直接"中 国北

京小雅宝胡同二十 四号"ま でお願い します。

f
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日 文 研 フ ォ ー ラ ム 開 催 覧

回 年 月 日 発 表 者 ・ テ ー マ

1

62.10.12
(1987)

ア レ ッサ ン ドロ ・バ ロー タ(ピ サ大 学 助教 授)
AlessandroVALOTA

「近 代 日本 の 社会 移 動 に 関 す る一 、二 の考 察 」

2

62.12.11
(1987)

エ ンゲ ル ベ ル ト ・ヨ リ ッセ ン(日 文 研 客員 助 教 授)

EngelbertJORIﾟEN

「南 蛮 時 代 の 文書 の成 立 と南 蛮学 の発 展 」

③

63.2.19

(1988)
リーA.ト ンプ ソン(大 阪 大学 助 手)
LeeA.THOMPSON

「大 相 撲 の近 代 化 」

4

63.4.19
(1988)

フ ォス コ ・マ ラ イー 二(日 文研 客 員 教授)
FoscoMARAINI

厂庭 園 に 見 る東 西 文 明 の ちが い 」

5

63.6.14

(1988)
宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)
SONGWhiChil
「大塩平八郎研究の問題点」

6

63.H.9

(19881

セ ップ ・リンノ丶ル ト(ウ ィー ン大学 教 授)

SeppEINHART

「近 世 後 期 日本 の遊 び 一拳 を 中心 に 一」

U

63.10.11

(1988)

スー ザ ンJ.ネ イ ピア(テ キサ ス大 学 助 教授)

SusanNAPIER

厂近 代 日本 小 説 に お け る女 性 像 一現 実 と幻 想 一」

⑧

63.12.13
(1988)

ジ ェー ムズC.ド ビンズ(オ ベ リン大 学 助教 授)

JamesC.DOBBINS

「仏 教 に生 き た中世 の女性 一恵 信尼 の 書簡 一」

⑨
元.2.14

(1989]

厳 安生(北 京外国語学院 日本語学部助教授)
YANAnSheng
「中国人留学生 の見 た明治 日本」

(1ﾔ)

元.4.11

(1989)

劉 敬文(遼 寧大学 日本研究所副所長)
LIUJingwen
厂教育投資 と日本の戦後経済高度成長」



⑪
元.5.9

(1989)

スザ ン ヌ ・ゲ イ(オ ベ リン大学 助 教 授)

SuzanneGAY

「中 世 京都 に お け る土倉 酒 屋 一都 市 社 会 の 自由 とそ

の 限 界 一」

⑫
元.6.13

(1989)

夏 剛(京 都 工 芸 繊維 大 学 助教 授)
HSIAGang

「イ ン タ ビ ュー ・ノ ンフ ィク シ ョ ンの 可能 性 一猪 瀬

直 樹 著r日 本 凡 人 伝 』 を手 掛 りに 一」

13
元.7.11

(1989)

エ ル ンス ト ・ロコバ ン ト(東 洋 大 学 助 教授)

ErnstLOKOWANDT

「国 家神 道 を考 え る」

14
元.8.8

(1989)

キ ム ・レー ホ(ソ 連科 学 ア カデ ミー ・世界 文 学 研 究

所 教 授)
KIMRekho

「近 代 日本 文 学 研 究 の問 題 点 」

15
元.9.12

(1989)

ハル トムー ト0.ﾟ一 一ター モ ン ド(フ ラ ンス国 立 高

等 研 究 院教 授)

HartmutO.ROTERMUND
「江 戸 末期 に お け る疱 瘡 神 と疱 瘡 絵 の 諸問 題 」

16

元.10.3

(19891

汪 向榮(中 国中 日関係史研究会常務理事 ・日文研
客員教授)
WANGXiang-rong
「弥生時期 日本 に来た中国人」

17

一
兀.11.14

(1989)

ジ ェ フ リー ・ブ ロ ー ドベ ン ト(ミ ネ ソ タ大 学 助 教

授)
JeffreyBROADBENT

「地 域 開発 政 策 決 定過 程 を通 してみ た 日米 社 会 構 造

の 比 較 」

18

一
兀.12.12

(1989)

エ リック ・セズ レ(フ ラ ンス国立 科学研 究所 助教

授)
EricSEIZELET
「日本の国際化の展望 と外国人労働者問題 」
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2.1.9
(1990)

ス ミエ ・ジ ョー ンズ(イ ンデ ィアナ 大学 準 教 授)

SumieJONES

「レ トリ ック と して の江 戸 」

○は報告書既刊



**********

非売 品

発 行 日1990月1月31日

編 集 発 行 国 際 日本文 化研 究 セ ン タ ー

京 都 市 西 京 区大原 野 東 境谷 町2-5-9

電 言舌(075)331-4101

問合先

◎1990

国際 日本文化研究センター

管理部 ・研究協力課
**********

国際 日本文化研究セ ンター





■ 日時

1989年10月3日

午後2時 ～4時

■場所

国際交流基金 京都支部
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