
こ
の
物も

の

語が
た
りの
主し

ゅ

人じ
ん

公こ
う

で
あ
る
下し

も

毛つ
け

野の

古こ

麻ま

呂ろ

が
活か

つ

躍や
く

し
た
西せ

い

暦れ
き

6
5
0
〜
7
0
0
年ね

ん

代だ
い

の
初は

じ

め
こ
ろ
は
、
約や

く

4
0
0
年ね

ん

間か
ん

続つ
づ

い
た
古こ

墳ふ
ん

時じ

代だ
い

か
ら
新あ

ら

た
に
大お

お

き
く
国く

に

の
し
く
み
が
変へ

ん

化か

し
た

時
代
で
し
た
。

こ
の
変
化
は
、
日に

っ

本ぽ
ん

の
長な

が

い
歴れ

き

史し

の
中な

か

で
、
江え

戸ど

時
代
か
ら

明め
い

治じ

時
代
へ
の
変
化
と
よ
く
比く

ら

べ
ら
れ
ま
す
。
幕ば

く

末ま
つ

か
ら
明
治

時
代
に
活か

つ

躍や
く

し
た
新し

ん

選せ
ん

組ぐ
み

の
近こ

ん

藤ど
う

勇い
さ
みや
土ひ

じ

方か
た

歳と
し

三ぞ
う

、
西さ

い

郷ご
う

隆た
か

盛も
り

、
大お

お

久く

保ぼ

利と
し

通み
ち

、
伊い

藤と
う

博ひ
ろ

文ぶ
み

た
ち
の
こ
と
は
皆み

な

さ
ん
よ
く
ご

存ぞ
ん

じ
の
こ
と
と
思お

も

い
ま
す
。
こ
の
時と

き

、
彼か

れ

ら
の
よ
う
に
歴
史
に

名な

前ま
え

を
残の

こ

し
た
多お

お

く
の
人ひ

と

た
ち
は
、
関か

ん

東と
う

地ち

方ほ
う

や
現げ

ん

在ざ
い

の
鹿か

児ご

島し
ま

県け
ん

、
山や

ま

口ぐ
ち

県け
ん

な
ど
地
方
出し

ゅ
っ
し
ん身
の
人
た
ち
で
し
た
。
下
毛
野
古

麻
呂
も
彼
ら
幕
末
の
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
と
同お

な

じ
く
、
地
方
出
身
の

一ひ
と
り人
で
し
た
。

明
治
時
代
に
比
べ
古
麻
呂
が
活
躍
し
た
時
代
は
、
東と

う

北ほ
く

・
関

東
や
九

き
ゅ
う

州し
ゅ
うは
、
都み

や
こ
が
置お

か
れ
た
近き

ん

畿き

地
方
と
は
さ
ら
に
か
け
離は

な

れ
た
、
未み

発は
っ

達た
つ

の
地
と
考か

ん
が
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
揺ゆ

れ
動う

ご

く
時
代
の
中
で
、
都
か
ら
遠と

お

く
離
れ
た

東と
う

国ご
く

出し
ゅ
っ

身し
ん

の
古
麻
呂
は
、
強つ

よ

い
意い

思し

を
も
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
知ち

識し
き

を
学ま

な

び
、
盟め

い

友ゆ
う

た
ち
と
の
固か

た

く
結む

す

ば
れ
た
友ゆ

う

情じ
ょ
うに
助た

す

け
ら
れ

な
が
ら
、
多
く
の
活
躍
を
成な

し
遂と

げ
た
本ほ

ん

県け
ん

で
初は

つ

の
歴
史
に
名

を
遺の

こ

し
た
実じ

つ

在ざ
い

の
人じ

ん

物ぶ
つ

で
す
。

こ
の
物
語
を
読よ

ん
だ
皆
さ
ん
も
、
1
0
0
年
後ご

、
1
0
0
0

年
後
に
下し

も

野つ
け

市し

や
栃と

ち

木ぎ

県け
ん

、
さ
ら
に
日
本
を
代だ

い

表ひ
ょ
うす
る
よ
う
な

活
躍
を
し
た
古
麻
呂
の
よ
う
な
歴
史
上じ

ょ
うの
人
物
に
な
れ
る
よ
う

が
ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い
。

◇
読ど

く

者し
ゃ

の
み
な
さ
ん
へ

一
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6.24

6.26

6.27

6.29

7.4

7.5

7.22

7.23

6
7
2
年

田
川

思
川

黒
川

姿
川

飛
鳥

あ
す
か

な
に  

わ   

づ

下
毛
野

し
も
つ
け  

の

東
山
道

と
う
さ
ん
ど
う

藤原宮と平城宮の位置関係

今い
ま

か
ら
約や

く

1
6
0
0
年ね

ん

前ま
え

、
近

畿
地
方
を
中

ち
ゅ
う

心し
ん

に
成せ

い

立り
つ

し
た
ヤ
マ

ト
王お

う

権け
ん

と
呼よ

ば
れ
る
勢せ

い

力り
ょ
くが
、
そ

の
勢
力
の
大
き
さ
を
古こ

墳ふ
ん

の
規き

模ぼ

で
示
す
よ
う
に
、
現げ

ん

在ざ
い

の
大お

お

阪さ
か

府ふ

や
奈な

良ら

県け
ん

に
巨き

ょ

大だ
い

な
前ぜ

ん

方ぽ
う

後こ
う

円え
ん

墳ふ
ん

を
造つ

く

り
ま
し
た
。
こ
の
勢
力
下

に
入は

い

っ
た
地
方
の
豪ご

う

族ぞ
く

た
ち
は
、

中ち
ゅ
う

央お
う

と
同お

な

じ
か
た
ち
の
前
方
後

円
墳
を
造
る
こ
と
が
認み

と

め
ら
れ

ま
し
た
。

6
世せ

い

紀き

の
中な

か

頃ご
ろ

、
緊き

ん

張ち
ょ
うす
る
東

ひ
が
し

ア
ジ
ア
情

じ
ょ
う

勢せ
い

の
中
で
百く

だ
ら済
国こ

く

の
聖せ

い

明め
い

王お
う

か
ら

仏ぶ
つ

像ぞ
う

と
経

き
ょ
う

典て
ん

が

送お
く

ら
れ
て
き
ま
す
。
国く

に

と
し
て
外が

い

来ら
い

の
神か

み

を
認
め
る
か
ど
う
か
で
戦

た
た
か

い
が
起お

こ
り
、
仏ぶ

っ

教き
ょ
うを
崇す

う

拝は
い

す
る

王お
う

家け

や
豪
族
た
ち
が
勝

し
ょ
う

利り

し
、
彼

ら
は
巨
大
な
古こ

墳ふ
ん

の
代か

わ
り
に
寺じ

院い
ん

を
建こ

ん

立り
ゅ
うし
ま
し
た
。
ま
た
、
7

世
紀
の
中
ご
ろ
に
は
大た

い

化か

の
改か

い

新し
ん

（
乙い

っ
し巳
の
変へ

ん

）
な
ど
の
政せ

い

変へ
ん

に
よ

り
、
政せ

い

治じ

の
仕し

組く
み

み
が
大
き
く
変

化
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
6
6
3

年
、
同ど

う

盟め
い

国こ
く

で
あ
る
百
済
を
助
け

古こ

麻ま

呂ろ

が

活
躍
し
た
時
代

二
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を
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。
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下野薬師寺全景 CG（南側から）

四




