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幻
想
に
誘
わ
れ
る
「
壁
画
古
墳
」

増

山

雄

三

飛

鳥

の

高

松

塚

古

墳

が

、

彩

色

鮮

や

か

な

壁

画

古

墳

と

分

っ

た

時

、

天

智

帝

五

年

（

六

六

六

に

日

本

に

や

っ

て

き

た

、

満

州

の

草

原

の

中

に

住

ん

で

い

た

、

高

句

麗

国

の

国

史

だ

っ

た

首

長

が

、

そ

の

被

葬

者

で

は

な

い

か

、

と

思

わ

れ

て

い

た

。

彼

ら

は

、

漢

民

族

と

は

人

種

も

言

語

も

異

に

し

、

社

会

の

仕

組

み

は

、

騎

馬

民

族

と

共

通

し

た

も

の

を

持

っ

て

い

る

が

、

早

く

か

ら

漢

民

族

文

化

と

接

触

し

て

い

た

の

で

、

ゴ

ビ

砂

漠

の

周

辺

に

い

る

連

中

よ

り

は

、

遥

か

に

農

耕

的

に

な

っ

て

い

て

、

ま

た

、

優

れ

た

移

入

文

化

を

持

っ

て

い

た

と

い

う

。

こ

の

高

句

麗

人

は

、

北

朝

鮮

の

扶

余

へ

南

下

し

、

扶

余

族

と

も

呼

ば

れ

た

た

が

南

朝

鮮

人

よ

り

背

が

高

く

、

固

有

満

州

人

に

近

か

っ

た

の

で

騎

射

も

巧

み

な

の

で

、

軍

事

的

に

は

、

農

民

に

な

っ

て

い

た

、

南

朝

鮮

の

新

羅

人

や

百

済

人

よ

り

、

牧

畜

民

族

的

な

野
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趣

を

、

強

く

持

っ

て

い

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

で

、

朝

鮮

史

で

言

う

、

高

句

麗

・

新

羅

・

百

済

の

三

国

時

代

の

五

八

五

年

に

、

中

国

の

隋

帝

国

が

高

句

麗

に

攻

め

込

ん

で

き

た

が

、

当

時

の

高

句

麗

は

今

の

平

壌

を

首

都

と

し

つ

つ

、

故

地

で

あ

る

南

満

州

の

殆

ど

を

領

有

し

、

遼

東

半

島

や

無

順

そ

れ

に

藩

陽

な

ど

も

、

全

て

高

句

麗

の

領

土

だ

っ

た

。

隋

に

と

っ

て

は

、

辺

境

の

わ

ず

ら

い

を

、

未

然

に

防

ぐ

た

め

の

武

力

行

使

だ

っ

た

が

、

逆

に

高

句

麗

に

負

け

て

し

ま

い

、

こ

の

敗

北

が

、

隋

と

い

う

短

期

帝

国

の

衰

亡

原

因

の

一

つ

に

な

り

、

代

わ

っ

て

、

大

唐

帝

国

の

出

現

を

促

が

す

結

果

に

な

っ

た

。

そ

れ

で

こ

の

唐

が

、

大

規

模

な

軍

を

お

こ

し

て

攻

め

て

き

て

、

戦

争

状

態

は

二

十

年

間

続

い

た

が

、

つ

い

に

六

六

八

年

に

平

壌

は

陥

落

し

て

、

高

句

麗

は

滅

ぶ

が

、

こ

の

間

、

半

島

の

情

勢

は

混

乱

し

、

唐

は

高

句

麗

攻

撃

中

に

、

新

羅

と

同

盟

を

結

ん

で

、

百

済

は

日

本

へ

救

援

を

求

め

て

き

た

。

当

時

、

日

本

も

隋

唐

帝

国

の

出

現

の

心

理

的

大

津

波

を

う

け

、

大

急

ぎ

で

中

央

集

権

の

国

家

形

態

を

整
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え

て

、

万

一

の

侵

略

に

備

え

る

べ

く

、

い

わ

ゆ

る

、

「

大

化

改

新

」

を

進

行

さ

せ

つ

つ

あ

っ

た

。

当

時

、

日

本

に

お

け

る

政

策

決

定

者

は

、

国

際

情

勢

に

過

敏

す

ぎ

る

傾

向

を

持

っ

た

、

後

の

天

智

天

皇

と

な

る

中

大

兄

皇

子

で

、

彼

は

百

済

救

済

の

た

め

出

兵

し

た

が

、

そ

の

水

軍

が

白

村

江

で

、

唐

の

水

軍

と

戦

っ

て

全

滅

し

、

六

六

三

年

に

百

済

は

滅

亡

し

て

し

ま

い

、

つ

い

で

五

年

後

に

は

、

百

済

と

同

盟

し

て

い

た

、

高

句

麗

も

滅

亡

し

て

し

ま

っ

た

。

そ

れ

で

、

日

本

書

紀

で

は

、

高

句

麗

を

高

麗

と

書

き

コ

マ

と

読

む

が

、

こ

の

鴨

緑

江

流

域

の

大

国

と

日

本

と

の

関

係

は

、

南

朝

鮮

の

新

羅

や

百

済

と

比

べ

て

割

合

と

薄

い

が

、

濃

密

に

な

る

の

は

、

隋

の

勃

興

で

圧

力

を

受

け

て

か

ら

で

、

高

句

麗

が

隋

を

敗

走

さ

せ

て

、

推

古

帝

二

十

六

年

（

六

一

八

）

に

国

史

を

よ

こ

し

て

、

戦

利

品

の

鼓

や

笛

な

ど

を

齎

し

て

い

る

。

そ

れ

か

ら

半

世

紀

経

ち

、

冒

頭

に

触

れ

た

天

智

帝

五

年

に

、

高

句

麗

の

玄

武

若

光

と

い

う

国

史

が

や

っ

て

く

る

が

、

そ

の

慌

た

だ

し

さ

と

い

う

の

は

、

高

句

麗

情

勢

の

緊

迫

化

を

感

じ

さ

せ

、

そ

れ

は

、

恐

ら

く
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救

援

を

乞

う

も

の

だ

っ

た

の

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

天

智

帝

と

し

て

は

、

百

済

を

援

け

る

た

め

、

そ

の

三

年

前

に

は

、

白

村

江

で

大

敗

し

、

そ

の

始

末

の

た

め

混

乱

し

て

い

た

の

で

、

高

句

麗

を

援

け

る

軍

事

的

余

裕

な

ど

な

く

、

こ

れ

を

断

っ

た

。

と

こ

ろ

で

、

高

句

麗

族

と

い

う

の

は

、

満

州

を

故

郷

と

す

る

騎

射

が

上

手

い

と

い

う

、

ツ

ン

グ

ー

ス

の

よ

き

蛮

性

を

残

し

て

い

る

と

共

に

、

そ

の

文

化

吸

収

力

の

創

造

性

能

力

と

い

う

の

は

、

温

暖

な

農

耕

地

で

国

を

作

っ

て

い

た

、

百

済

や

新

羅

よ

り

も

、

む

し

ろ

上

位

に

位

置

す

る

の

か

も

お

知

れ

な

い

。

と

い

う

の

は

、

富

強

も

さ

る

こ

と

な

が

ら

、

一

つ

に

は

歴

史

地

理

的

に

高

句

麗

は

有

利

で

、

か

つ

て

朝

鮮

に

あ

っ

た

、

漢

の

郡

県

の

あ

と

に

国

が

出

来

た

た

め

、

四

百

年

続

い

た

漢

文

化

を

、

ま

る

ま

る

、

自

分

の

も

の

に

す

る

事

が

出

来

た

か

ら

で

あ

る

。

そ

う

い

っ

た

素

地

の

上

に

、

隋

唐

以

前

に

は

、

中

国

の

南

北

朝

時

代

に

は

、

高

句

麗

は

南

北

朝

と

と

も

に

、

万

遍

な

く

交

通

し

、

南

北

朝

の

文

化

を

総

合

的

に

取

り

い

れ

、

そ

の

事

は

、

こ

の

華

麗

な

壁

画

古

墳
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の

、

絵

画

技

術

や

画

題

を

見

て

も

分

る

。

も

っ

と

も

、

高

句

麗

の

壁

画

古

墳

の

壁

画

に

つ

い

て

は

、

印

刷

物

で

し

か

知

ら

な

い

が

、

有

名

な

舞

踏

塚

に

お

け

る

、

騎

馬

狩

猟

図

天

王

地

神

塚

の

天

王

図

を

見

て

も

、

古

拙

さ

な

ど

全

く

な

く

、

様

式

の

完

成

の

高

さ

は

比

類

な

く

、

竹

原

古

墳

の

壁

画

な

ど

と

比

べ

て

も

、

技

術

の

上

で

は

別

格

で

あ

る

。

そ

れ

で

、

高

句

麗

古

墳

の

壁

画

テ

ー

マ

の

特

色

と

い

う

の

は

、

天

体

と

方

角

と

が

描

か

れ

て

い

る

事

で

あ

り

、

天

体

と

し

て

日

月

星

辰

が

描

か

れ

、

方

角

の

神

と

し

て

、

青

竜

、

白

虎

、

玄

武

、

朱

雀

と

い

う

、

四

種

の

怪

動

物

で

あ

る

、

四

神

が

描

か

れ

る

。

そ

れ

で

、

今

回

発

掘

さ

れ

た

高

松

塚

古

墳

の

奥

に

は

、

そ

れ

ら

が

鮮

や

か

な

色

彩

と

技

術

を

も

っ

て

、

見

事

に

描

か

れ

て

い

る

と

い

う

の

は

、

遠

い

昔

の

遠

い

国

だ

っ

た

高

句

麗

国

か

ら

、

墳

墓

だ

け

が

、

突

然

こ

こ

に

、

舞

い

降

り

て

き

た

よ

う

な

感

じ

で

あ

る

。

ま

た

、

こ

の

古

墳

の

壁

画

に

は

、

被

葬

者

の

生

前

の

光

景

が

主

題

に

な

っ

て

い

た

り

す

る

が

、

高

松

塚

古

墳

で

も

、

被

葬

者

が

交

じ

っ

て

い

る

と

思

わ

れ

、
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四

人

の

男

子

像

の

ほ

か

、

四

人

の

若

い

婦

人

像

が

描

か

れ

て

い

る

が

、

彼

女

ら

は

、

高

句

麗

古

墳

に

あ

る

像

と

同

様

に

、

裾

に

ギ

ザ

ギ

ザ

の

フ

リ

ル

が

つ

い

て

い

る

、

ス

カ

ー

ト

を

は

い

て

い

る

。

そ

れ

で

も

、

被

葬

者

が

日

本

の

高

官

や

豪

族

と

し

た

ら

、

在

来

の

様

式

で

葬

礼

さ

れ

る

の

が

常

識

な

の

で

、

や

は

り

そ

れ

は

、

高

句

麗

人

が

祖

国

の

方

式

で

葬

む

ら

れ

た

と

見

る

の

が

自

然

で

、

あ

え

て

想

像

す

る

な

ら

、

国

史

と

し

て

や

っ

て

き

て

亡

く

な

っ

た

、

玄

武

若

光

と

し

か

考

え

ら

れ

な

い

。

そ

れ

で

も

、

最

近

の

発

掘

調

査

で

、

藤

原

京

跡

の

輪

郭

が

明

ら

か

に

な

る

と

、

そ

こ

を

南

北

に

貫

く

朱

雀

大

路

正

中

線

の

延

長

線

上

に

、

文

武

天

皇

陵

や

天

武

・

持

統

合

葬

陵

の

、

墳

墓

ら

し

い

も

の

が

か

た

ま

っ

て

い

て

、

そ

の

正

中

線

上

付

近

に

、

こ

の

鮮

や

か

な

壁

画

を

持

つ

、

高

松

塚

古

墳

が

位

置

し

て

い

る

の

で

、

天

皇

や

皇

族

以

外

の

墳

墓

は

、

設

置

さ

れ

る

は

ず

は

な

い

、

と

い

う

見

解

が

あ

る

。

し

か

し

、

墓

地

の

設

定

方

法

を

日

本

に

教

え

た

の

は

、

半

島

か

ら

き

た

人

々

で

、

墳

墓

は

展

望

の

良

い
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高

い

地

に

置

か

れ

た

の

で

、

天

皇

陵

が

営

ま

れ

る

前

に

は

、

高

句

麗

の

人

が

こ

の

見

晴

ら

し

の

良

い

地

を

見

つ

け

て

い

て

、

自

分

達

の

首

長

を

葬

っ

た

あ

と

、

や

が

て

藤

原

京

が

き

た

よ

う

だ

。

一

方

、

同

時

代

に

日

本

に

亡

命

し

て

い

た

、

百

済

の

王

族

の

鬼

室

集

斯

と

い

う

人

物

は

、

儒

学

の

総

元

締

め

の

官

と

し

て

優

遇

さ

れ

、

亡

く

な

っ

た

後

、

儒

礼

で

葬

ら

れ

、

廟

所

に

は

そ

の

神

体

と

し

て

、

儒

礼

の

犠

牲

つ

な

ぎ

の

石

柱

が

立

て

ら

れ

て

い

る

が

、

高

句

麗

の

玄

武

若

光

の

場

合

は

、

高

松

塚

古

墳

に

厚

葬

さ

れ

て

い

た

様

に

思

わ

れ

る

。

そ

れ

で

も

、

高

松

塚

古

墳

の

被

葬

者

が

誰

で

あ

る

に

せ

よ

、

高

松

塚

と

い

う

華

麗

な

壁

画

古

墳

の

出

現

は

、

我

々

の

歴

史

が

、

決

し

て

孤

独

な

も

の

で

は

な

く

、

東

ア

ジ

ア

の

大

き

な

広

が

り

の

中

で

、

生

き

生

き

と

息

付

い

て

い

た

事

を

、

改

め

て

証

拠

つ

け

て

く

れ

た

が

、

特

に

、

天

智

帝

の

頃

は

、

日

本

が

国

際

社

会

の

紛

争

や

争

乱

を

も

ろ

に

受

け

た

、

最

初

の

時

代

だ

っ

た

の

も

、

影

響

し

た

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

令

和

四

年

十

一

月


