
団

文

化

史

の

窓
①

団

高

句

麗

好

太

王

碑

文

を

め

ぐ

っ

て

下

川

逸

雄

朝
鮮
半
島

の
鴨
緑
江
北
岸

に
現
存
す
る
高
句
麗

好
太
王
碑
文

に

百
残
新
羅

旧
是
属
民

由
来
朝
貢

而
倭

以
二
辛
卯

年
一
来
渡
レ
海

破
二
百

残

□
□
□
羅

一以
為
二
臣
民
一

と

い
う
有
名
な
部
分
が
あ
る
。

こ
の
辛
卯
年

は
西
暦

三
九

一
年
を
さ
し
、

こ
れ
に
よ

っ
て
四
世
紀
末

に
は

大
和
朝
廷
が
朝
鮮
半
島

に
出
兵
し
、
高
句
麗

の
属

国
で
あ

っ
た
百
済

・
新
羅

を
う

ち
破

っ
て
日
本

の
属
国
と
し
、
南
朝
鮮

を
支
配

し
た
の
だ
と

い
わ
れ

て

き
た
。

在

日
朝
鮮
考
古
学
者
李

進
熈
氏

は
、

一
九
七

二
年

五
月

『
思
想
』

五
七

五

号

に

「
高
句
麗
好
太
王
碑

文

の
謎
」

と
い
う

論
文

を
発
表

さ
れ
、
現
在
我

々

の
知

る
好
太

王
碑
文

は
要
所

に
お

い
て
碑

文
の
原
文
字

を
削
り
取
り
石
灰

で

さ

こ
う

新

た
な
文
字

を
造
り
上
げ
た
も

の
で
、
そ

の
犯
人
を
酒
匂

大
尉

だ
と
断

じ
た
。

そ

の
事
実

を
知
ら
ず

に
そ

の
後
、
数

々
の
拓

本
が

と
ら
れ
日
本

の
学
者

た
ち

は
虚
構

さ
れ

た
行
文
を
盲
信

し
て
、
四
世
紀
に
天
皇
家
が

す
で
に
朝
鮮
半
島

に
進
出

を
し
て
い
た
証
拠
と
し
て
使

っ
て
き
た
と
い
う

も
の
で
あ

る
。

こ
の
問
題

は
佐
伯
有
清
氏

の

『
研
究
史

広
開
土
王
碑
』

(吉
川
弘

文

館

発
行
)

に
扱

っ
て
あ
る

の
で
、
諸
学
者

の
意
見
は
そ
れ

を
参

照
し
て
い
た
だ

き
た
い
が
、

こ
こ
で
は
古

田
武
彦
氏

の

『
失
わ
れ
た
九
州

王

朝
』

(角
川
文

庫
)

の
文
章
を
抜
き
書
き
し
な
が
ら
李

説

に
対

す
る
古

田
馬

の
説

を
紹
介
す

る
。李

氏

は
す
り
か
え
ら
れ
た
文
字
、
書
き

こ
ま
れ

た
文
字
と
し

て
、
全
部

で

二
十
五

ケ
所
掲
げ

ら
れ
る
が
、
そ

の

一
部

を
示
す
と
次

の
通
り

で
あ
る
。

〔
原
形
〕

〔改
造
文
字
〕

　

へ

①
履
一龍

ー

黄
龍

ヘ

ヘ

ヘ

へ

②

□
□
□
ロ

ー

・来
渡
海
破

へ

③
□
卯
年

1

↓
来
卯
年

へ

④
大
軍

ー
↓

水
軍へ

⑤
討
□
残
国

ー

討
利
残
国

し
か
し
、
こ
れ
を
見

て
誰

で
も
疑

問
に
思
う

だ
ろ
う
。

こ
れ
ら

は
い
ず
れ

も
直
接
イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
的
な
問
題

を
ふ
く

ん
で
い
な

い

し
、
「
日
本
軍
国
主

義
」

の
立
場
か
ら
特

に
有
利

と
思

え
な

い
。

か
り
に
酒
匂
大
尉
が
造
字
し
た

と
し
て
も
、
日
本
軍
国
主
義

は

一
体
、
何

の
利
益
を
う
け
る

の
だ

ろ
う
か
と

古
田
氏
は
大
き

な
疑
問

を
投
げ

か
け
ら
れ
た
。

さ
ら

に
、
今

ま
で
も
現

地
に
お
も
む
き
苦
心
し
て
実
際

に
こ

の
石
碑

を
調

査
し
た
人

々
が
あ

る
。
と

こ
ろ
が
、
誰

一
人
と
し
て
李

氏

の
よ
う
な

「酒
匂

改

削
の
事
実
」

を
発
見

し
え
な

か

っ
た
。

こ
と
に
問
題

の

「
倭

以
辛
卯
年
来

.,



渡
海
破
…
…
」

の

一
節
に

つ
い
て
は
、
当
然

こ
れ
ら

の
研
究
者

は
関
心
を
集

中
し
た
が
、
何

の
不
審

な
点

を
も
、
そ

こ
に
見
出
さ
な

か

っ
た
と

い
う
。
古

田
氏
は
、
現
存
者

中
現
碑

に
接

し
た
末
松
保
和

・
梅
原
末
治

の
諸
氏
を
訪
れ

て
直
接

こ
れ
を
た
し
か
め
て
い
ら
れ
る
。

注

目
す

べ
き
点

は
、
研
究
方
法

の
差
異

で
あ
る
。
今
西
氏
た
ち

は
、
現
碑

を
直
接
詳

細
に
調
査

し
て
い
る
。

こ
れ

に
対
し
李

氏

は
拓
本
、
ふ
ち
ど
り
本

や
写
真

の
比
較

と
い
う
間
接

の
方
法
を
と

っ
て
い
る
。
金
石
文

の
研
究
方
法

と
し
て
前
者
が
決
定
的

に
ま
さ

っ
て
い
る
こ
と

は
い
う
ま

で
も
な

い
。
し
か

し
李

氏
ば
多
く

の
拓
本
、

ふ
ち
ど

り
本
や
写
真
類
を
あ
げ
、
そ
れ
ら

の
比
較

を
お

こ
な
い
、
実

証
的
性
格

を
も
そ
な
え

て
い
る

の
で
人

々
に
注
目
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
古

田
氏
は
東
京

・
京
都

に
か
け

て
、

お
び
た
だ
し

い
数

の
拓

本
、
ふ
ち
ど
り
本
、
写
真
類

を
集

め
、
そ
れ
ら

に
つ
い
て

一
つ

一
つ
検
証
を

重
ね
て

い
か
れ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
あ
ら

わ
れ

た
文
字

の
異
同
が

「
拓
工

の

仕
業
」

で
な
く
、

「
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的

加

工
」

に
よ
る
と

い
う
客
観
的
証
拠

は
つ
い
に
発
見
す
る

こ
と
が

で
き

な
か

っ
た
の
で
あ

る
。

李
氏

は
酒
匂
大
尉
自
身

の
証
言

は
発
見
し
え
な
か

っ
た
が
、
広
開
土

王
陵

碑
文

の
解
読
作
業
が
参
謀
本
部

で
行
わ
れ
た

こ
と
を
は

っ
き

り

つ
か
む

こ
と

が

で
き

た
と

の
べ
て
い
る
。
し

か
も
、
「
参
謀
本
部
で
解
読
作
業

の
行

わ

れ

た
こ
と

は
世

に
知
ら
さ
れ
な

か

っ
た
。
…
…

こ
う
し
た

こ
と

は
、
参

謀
本
部

か
ん
こ
う
れ
い

か
ら
き
び

し
い
縅

口
令
が
出

て
い
た

か
ら
だ
と
し

か
考
え
ら
れ

な

い
。」

と

云
う
。

こ
れ
に
対

し
て
古

田
氏

は
、

こ

こ
で
李

の
操
作

し
て
い
る
論
理

は

つ
ぎ

の
よ

う

だ
。
"
参
謀
本
部

は
学

者
た
ち
を
動
員

し
て
解

読
作
業

を
行
な

っ
た
。
そ

の
証
拠

は
何
も
な

い
。

し

か
し
、

証
拠

の
な

い
こ
と
こ
そ
、
参
謀
本
部
が

い
か
に

「
き
び
し

い
縅

口
令
」
を
し

い
て

い
た
か
、

と
い
う

こ
と

の
、
何

よ
り

の
証
拠

で
あ
る
"
。

こ
れ
は
論

理
の
、

い
わ
ば

"
永
久
自
転
"
で
あ
る
。

要

は
、
李

自

身

が

"
そ
う
思

え
ば
"
も

は
や
そ
れ

で
十
分

で
あ
り
、
格

別

に
、
「
史
料

上
の
証

拠
」
な
ど
必
要
と
し
な

い
の
で
あ
る
。

と
手
き
び

し
い
非
難
を
加
え
ら
れ
た
。

そ

の
後
、
韓
国
史
学
界

で
も
、
李

説

に
対

し
て
、
核

心
的

な
問
題

の
解
決

に
お
け

る
資
料

の
補
完
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
と

の
べ
ら
れ
た
り
、
井
上
光

貞
氏
が

「
王
碑

の
ナ
ゾ
」

(毎
日
新
聞

一
九
七
三
年
五
月
九

日

付
)

で
、

李

氏
が

「危
な

い
と
す

る
文
字
」
は
字
数
も
少
く
記
事

の
大
部
分

の
文
字
と

そ

の
文
脈

は
オ
リ
ジ
ナ
ル
通
り
と

い
う

こ
と

に
な
る
と
述
べ
、
李
説

は

「
け

っ
き

ょ
く
空
中

に
築

い
た
楼
閣
だ
と
お
も
う
」

と
し
た
。
李

氏
は
字
数

の
問

題

で
は
な
い
と
承
服

で
き
な

い
様
子
で
あ
る
。

一
九
八
二
年

の
七
月

・
八
月

は
、
社
会
科
教
科
書

の
現
代
史

の
記
述
に

つ

い
て
、
中

国

・
韓
国

か
ら
異
議
が
と
な
え
ら
れ
、
テ

レ
ビ

の

ニ
ュ
ー

ス
は
連

日
そ

の
報
道
で
に
ぎ

わ

っ
た
。

し
か
し
中
国

∴
韓
国

か
ら
す
れ
ば
事

は
現
代

史
ば

か
り
で

は
な

い
の
で
あ
り
、
各
時
代

に
つ
い
て
問
題
が

の
こ
さ
れ

て
い

る

で
あ

ろ
う
。
そ
う

い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
今

ま
で
と

は
違

っ
た
観
点

か
ら
新

し
い
研
究
が
す
す

め
ら
れ
、

学
問
が
よ
り
以

上
に
進
歩
す

る
こ
と

は
大
変
喜

ぽ

し
い
こ
と

で
あ
る
。
し

か
し
、
中
国

・
韓

国
か
ら
の
問
題
提
起
が
、

か
つ

て
の
日
本

の
軍
国
主
義
と
同
じ
よ
う
な
偏
狭

な
も

の
で
は
な
く
、
純
粋

に
学

問
的

な
立
場

に
た

っ
て
公
正
な
論
議
を
展
開
す
る
も
の
で
あ

っ
て
ほ
し
い
こ

と
は
勿
論

で
あ
り
、
卒
業
生
、
学
生
諸
君
も
こ
う

い
う
問
題

に
対
処

で
ぎ

る

よ
う

で
あ

っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
好
太
王
碑

文

に
関
す
る
問
題
点

を
知

る
た

め
に
も
、
古

田
武
彦
、
佐
伯
有
清
両
氏

の
前

掲
著
書

を

一
読
し
て
ほ
し
い
と

思
い
、

こ
の
文

を
し
た
た

め
た
次
第

で
あ
る
。

(専
任

・
月
本
文
化
史
)
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