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大海人皇子、近江大津宮から吉野宮へ入る
天智天皇が大津宮で亡くなる

おおとものふけい
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大海人皇子、東国に向けて進発
大海人皇子軍、不破関を閉鎖
大海人皇子、野上行宮に入る
大海人皇子方の大伴吹負ら、大和で挙兵
大和での戦闘が本格化
倉歴の戦い近江朝廷軍勝利
瀬田の戦い大海人皇子軍勝利
大友皇子が山前で自害
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藤原宮と平城宮の位置関係

五条野丸山古墳
ご  じょう   の   まる   やま    こ    ふん

畝傍山
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本薬師寺
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耳成山
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甘樫丘
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香具山
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藤原宮
ふじ  わら きゅう

大官大寺
だい  かん  だい   じ

飛鳥寺
あ  す  か  でら

の
新
し
い
技
術
や
異い

国こ
く

の
言こ

と

葉ば

な

ど
の
知ち

識し
き

を
吸

き
ゅ
う

収し
ゅ
うし
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

こ
の
頃
、
豪
族
の
子し

弟て
い

は
役や

く

人に
ん

と

し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
、
都
で

「
舎と

ね
り人
」と
し
て
仕つ

か

え
ま
し
た
。
博は

く

学が
く

の
古
麻
呂
は
そ
の
中
で
頭と

う

角か
く

を

現あ
ら
わし
、
官
僚
と
し
て
昇

し
ょ
う

進し
ん

。
地じ

元も
と

の
下
毛
野
に
下し

も

野つ
け

薬や
く

師し

寺じ

を
建
立

し
、
大た

い

宝ほ
う

律り
つ

令り
ょ
う
の
制せ

い

定て
い

を
は
じ

め
、
平へ

い

城じ
ょ
う

京き
ょ
う

遷せ
ん

都と

な
ど
、
大だ

い

臣じ
ん

と

し
て
多
く
の
仕し

事ご
と

を
手て

が
け
ま
し

た
。
7
0
9
年
、
古
麻
呂
は
藤ふ

じ

原わ
ら

京き
ょ
うの
屋や

敷し
き

で
家か

族ぞ
く

に
囲か

こ

ま
れ
生

し
ょ
う

涯が
い

を
閉と

じ
ま
し
た
。
彼
が
生
涯
を
か

け
活
躍
し
た
時
代
は
、
ち
ょ
う
ど

日
本
と
い
う
新
し
い
国
が
出で

来き

上あ

が
っ
て
い
く
時
代
で
し
た
。

藤原京復元模型図（写真提供 :橿原市）
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主
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登
場
人
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た
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天智天皇の娘。天武
天皇の皇后で草壁皇
子の母。文武天皇へ
譲位後は上皇

平
城
京
建
設
予
定
地
の
菅

原
や
秋
篠
付
近
の
豪
族
。

大
宝
律
令
選
定
メ
ン
バ
ー
。

菅
原
道
真
の
祖

708年に初代下野守
（国司）となる。後
に遣唐使大使。最終
官位は中納言従三位
兼式部卿

不
比
等
の
子
、藤
原
四
兄
弟

の
次
男
。
妹
は
光
明
子
（
聖

武
天
皇
の
妃
・
光
明
皇
后
）

藤原不比等

飛
鳥
時
代
以
前
か
ら
中
央
で

活
躍
し
た
有
力
軍
事
豪
族

ふじわらの
ふひと

那
須
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を
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て
い
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長

那
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直
韋
提

下
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野
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たじひのひろなり

はじの
すくねおい

ふ
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の

ふ
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き

文武天皇
草壁皇子・阿陪皇女
（のちの元明天皇）の
皇子。古麻呂を重用
する

もんむ
てんのう

じとう
てんのう

あわたの
まひと

お
お
と
も
の

お
と
な

お
お
と
も
の
む
ら
じ

み
ゆ
き

おおともうじ

と
く
よ
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す
い
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の
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ろ
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古麻呂の妻で、
常陸国造一族の出身

古麻呂の友人。学問僧として
唐へ留学経験あり

中臣（藤原）鎌足の子で、
母親は上毛野の豪族出身

天智天皇の娘で軽皇子
（のちの文武天皇）の
母。文武天皇が亡く
なった後、天皇に即位

元明天皇 げんめい
てんのう

◇
主
な
登
場
人
物
た
ち
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