
 
 

                                

「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
の
世
界
遺
産
登
録
、
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。 

 

五
世
紀
の
河
内
地
方
に
突
如
と
し
て
築
か
れ
た
中
期
型
巨
大

前
方
後
円
墳
群
、
堺
の
人
は
百
舌
鳥
巨
大
古
墳
の
被
葬
者
の
こ

と
を
「
御
陵
さ
ん
は
海
か
ら
来
た
」
と
言
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

 

記
紀
で
は
こ
の
巨
大
古
墳
を
し
て
「
古
く
か
ら
関
西
地
方
に

依
拠
し
列
島
を
支
配
し
続
け
た
王
者
『
天
皇
』
の
墓
」
と
位
置
付

け
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
「
海
か
ら
来
た
大
王
」
で
は
ち
ょ
っ
と

違
和
感
が
あ
り
ま
す
。 

 

と
に
か
く
こ
の
「
５
世
紀
の
巨
大
古
墳
の
大
ブ
レ
イ
ク
」
は
ま

だ
謎
だ
ら
け
で
す
。
こ
れ
を
じ
っ
く
り
と
解
い
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 
 ■

百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
の
ラ
ン
ド
プ
ラ
ン 

 

 

お
話
は
先
ず
、
こ
の
地
域
で
の
築
造
状
況
に
は
あ
る
「
不
思
議

な
ル
ー
ル
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。 

 

図
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
５
世
紀
の
河
内
地
方
巨
大
古
墳
は 

寺
山-

日
置
を
結
ぶ
東
西
線
以
北
に
す
べ
て
築
か
れ
て
い
ま
す
。 

さ
て
こ
の
図
は
『
あ
し
た
づ
』
前
号
で
紹
介
し
ま
し
た
「
大
和
盆

地
の
十
環
五
芒
星
結
界
構
造
」（
図
右
）
に
対
し
て
、
そ
の
西
側

「
河
内
地
方
」
に
同
サ
イ
ズ
の
結
界
円
を
接
合
し
た
も
の
、
こ
れ

が
「
河
内
の
古
代
」
を
見
事
に
描
出
す
る
よ
う
で
す
。 

 

図
２
が
そ
の
北
半
円
で
、
古
代
直
道
が
結
界
ラ
イ
ン
に
従
っ

て
造
ら
れ
、
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
は
そ
の
東
西
の
五
芒
星
結
界

に
沿
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ 
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市
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群
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環
上
」
に
伝
仲
姫
陵
や
伝
応
神
陵
が
築
造
さ
れ
る
と
い
う
不
思

議
な
構
造
が
見
ら
れ
、
こ
こ
を
起
点
に
石
川
西
岸
・
古
市
古
墳
群

の
展
開
と
な
り
ま
す
。
で
、
こ
の
二
大
巨
大
古
墳
の
う
ち
伝
仁
徳

陵
は
少
雨
地
域
の
灌
漑
用
水
の
役
割
も
、
伝
応
神
陵
は
石
川
の

氾
濫
を
制
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
そ
う
で
す
。 

 

実
は
こ
の
大
和
河
内
連
環
結
界
に
は
「
３
世
紀
の
箸
墓
」
設
計

（
図
１
）
が
内
蔵
さ
れ
て
お
り
、
古
墳
時
代
初
期
か
ら
の
存
在
が

う
か
が
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
５
世
紀
に
至
り
突
如
何
ら
か
の
大

集
団
が
こ
の
地
に
「
流
入
」
し
、
先
在
す
る
五
芒
星
結
界
ル
ー
ル

に
従
っ
て
巨
大
古
墳
群
を
営
ん
だ
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

多
分
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
「
仮
説
」
で
し
ょ
う
が
、
こ

の
ラ
ン
ド
プ
ラ
ン
は
そ
の
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
ま
す
。 

           

 

 

 

図２-３.百舌鳥-古市古墳群分布 

 

図１.大和-河内ペンタ連環結界 

 

百舌鳥古墳群 古市古墳群 

箸墓ライン 

か
「
中
世
堺
」
の
東
北
辺
も
五
芒
星
ラ
イ
ン
に
従
っ
て
い
ま
す
。

大
和
の
結
界
ル
ー
ル
は
河
内
地
方
に
も
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

さ
て
西
側
五
芒
星
を
観
察
す
る
と
そ
の
ど
真
ん
中
に
伝
仁
徳

陵
が
位
置
し
、
こ
こ
を
中
心
に
し
て
百
舌
鳥
古
墳
群
が
築
か
れ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
対
し
て
東
側
五
芒
星
で
は
、
左
袖
「
円 

        



                                

               

 

図３．法隆寺に隠された二重五芒星 

 

 

 

 

図５-６.西都原・メサホ塚と伝仲姫陵の黄金比 

メサホ塚 

 

図７.中期前葉・前方後円墳のサイズ比較   図４.記紀に見る宮崎県と大阪府 

■
中
期
前
方
後
円
墳
の
築
造
プ
ラ
ン 

 

 

さ
て
「
こ
の
頃
に
大
量
の
流
入
者
」
と
は
一
体
何
を
さ
す
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
時
期
に
伝
え
ら
れ
る
記
録
と
し
て
、「
記
紀
」

で
は
応
神
天
皇
（
神
功
皇
后
）
が
「
遠
征
先
の
九
州
か
ら
反
乱
軍

を
制
圧
す
る
た
め
に
進
攻
し
た
」、『
宋
書
・
倭
国
伝
』
で
は
倭
讃

か
ら
始
ま
る
「
倭
の
五
王
」
の
初
動
時
期
に
相
当
し
ま
す
。 

 

こ
の
「
記
紀
」
と
「
古
墳
」
に
絡
ま
る
事
柄
で
、
考
古
学
者
の

森
浩
一
さ
ん
が
面
白
い
指
摘
を
し
て
い
ま
す
（
図
４
）。「
中
期
型

初
頭
の
前
方
後
円
墳
で
宮
崎
・
西
都
原
メ
サ
ホ
塚
の
ち
ょ
う
ど

２
倍
が
伝
履
中
陵
、
仁
徳
天
皇
と
妃
・
髪
長
媛
の
伝
説
か
ら
河
内

と
日
向
は
深
い
関
係
が
あ
る
の
で
は
」
と
い
う
内
容
で
す
。 

 

図
５
の
西
都
原
古
墳
群
は
前
期
古
墳
時
代
に
営
々
と
築
か
れ

た
大
古
墳
群
で
、
メ
サ
ホ
塚
を
最
後
に
築
造
が
途
絶
え
る
と
い

う
不
思
議
な
古
墳
群
で
す
。
で
、
こ
こ
で
の
ラ
ン
ド
プ
ラ
ン
に
も

五
芒
星
設
計
が
入
っ
て
い
そ
う
な
の
で
す
。 

 

そ
の
メ
サ
ホ
塚
、
図
６
の
よ
う
に
五
芒
星
を
二
つ
組
み
合
わ

せ
て
の
「
ダ
ブ
ル
ペ
ン
タ
構
造
」
が
実
に
見
事
で
、
実
は
中
期
型

前
葉
の
前
方
後
円
墳
は
大
小
の
差
こ
そ
あ
れ
、
す
べ
て
が
こ
の

相
似
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
「
設
計
図
共
有
」
が

中
期
古
墳
の
大
ブ
レ
イ
ク
現
象
を
も
た
ら
し
た
の
で
し
ょ
う
。 

    

 

そ
し
て
「
大
小
の
差
こ
そ
あ
れ
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
の

「
大
小
」
に
も
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
し
た
。
図
６
は
日
向
・
メ
サ
ホ

塚
と
古
市
・
伝
仲
姫
陵
を
比
べ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
大
き
さ
が

「
黄
金
比
」
の
関
係
に
あ
り
、
基
本
と
な
る
五
芒
星
図
型
を
そ
の

ま
ま
展
開
し
て
の
拡
大
築
造
が
簡
単
に
で
き
ま
す
。 

 

ま
た
こ
の
両
古
墳
を
有
す
る
古
墳
群
同
士
の
関
係
で
す
が
、

共
に
「
五
ヶ
瀬
川
」「
石
川
」
と
い
う
大
河
の
西
岸
丘
陵
上
に
あ

り
中
心
部
は
古
墳
の
空
白
地
帯
と
い
う
構
造
。
そ
こ
か
ら
デ
ザ

イ
ン
の
共
通
す
る
「
鞍
」
な
ど
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
、
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
軍
馬
を
育
て
る
「
牧
」
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ど

う
も
日
向
と
古
市
に
も
並
々
な
ら
ぬ
関
係
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
古
墳
の
築
造
集
団
で
す
が
、「
箸
墓
＝
土
師
墓
」
と

言
わ
れ
る
ほ
ど
の
古
代
の
大
土
木
技
術
集
団
「
土
師
氏
」
が
周
知

さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
大
和
河
内
結
界
造
り
に
も
関
わ
っ

て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
メ
サ
ホ
塚
は
「
中
期
型
前
方
後
円

墳
の
元
祖
」
と
も
思
わ
れ
る
古
さ
で
あ
り
、
こ
の
完
璧
な
設
計
図

が
こ
の
技
術
者
集
団
に
舞
い
込
ん
で
き
た
瞬
間
か
ら
大
ブ
レ
イ

ク
が
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
そ
の
伝
播
で
す
が
、
ど
う
も
「
九
州
か
ら
関
西
へ
ダ
イ
レ
ク
ト

に
入
り
そ
こ
か
ら
周
辺
に
爆
発
」
と
は
言
え
な
く
、
図
７
岡
山
・

造
山
古
墳
も
メ
サ
ホ
塚
の
２
倍
の
数
値
を
示
し
て
い
ま
す
。 

       

五芒星形クロス
ポイント活用で
稜線・段築線も
簡単につくれる 
 



                                

■
西
日
本
ダ
ブ
ル
ペ
ン
タ
古
墳
の
軌
跡
と
古
墳
文
化
の
東
遷 

 

 

こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
古
墳
の
年
代
を
決
め
る
方
法
に
つ
い
て
言

及
し
ま
す
と
、
出
土
す
る
土
器
編
年
と
共
に
ど
う
も
「
大
王
墓
の

原
型
は
先
ず
関
西
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
地
方
の
豪
族
に
配
布

さ
れ
た
」
と
の
論
も
導
入
さ
れ
て
の
判
断
の
よ
う
で
、
メ
サ
ホ
塚

な
ど
は
４
世
紀
末
か
と
も
囁
か
れ
て
お
り
、
築
造
年
代
は
「
か
な

り
の
年
幅
で
曖
昧
」
と
考
え
て
お
い
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
す
。 

 

で
、
ダ
ブ
ル
ペ
ン
タ
古
墳
で
す
が
、
図
８
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

メ
サ
ホ
塚
の
黄
金
比
倍
が
伝
仲
姫
陵
だ
と
紹
介
し
ま
し
た
が
、

そ
の
ま
た
黄
金
比
倍
が
伝
仁
徳
陵
に
あ
た
る
よ
う
で
、
こ
の
よ

う
な
巨
大
進
化
の
軌
跡
が
河
内
古
墳
群
内
で
観
察
で
き
ま
す
。 

 

ま
た
先
述
し
た
メ
サ
ホ
塚
の
２
倍
の
吉
備
・
造
山
古
墳
で
す

が
（
＊
伝
履
中
陵
と
ま
ず
同
じ
大
き
さ
な
の
に
、
こ
ち
ら
は
４
位

で
あ
ち
ら
は
３
位
・
笑
）、
墳
頂
に
は
出
土
し
た
阿
蘇
凝
灰
岩
製

石
棺
が
置
い
て
あ
り
、
造
山
古
墳
が
「
九
州
か
ら
海
を
渡
っ
て
来

た
王
者
」
の
墓
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

 

「
阿
蘇
凝
灰
岩
製
石
棺
」、
こ
の
「
石
棺
石
の
瀬
戸
内
海
東
遷
」

も
、
５
世
紀
を
中
心
に
「
九
州
か
ら
瀬
戸
内
・
関
西
へ
」
盛
ん
に

運
ば
れ
た
重
要
な
古
墳
文
化
の
ひ
と
つ
で
す
。「
関
西
の
王
者
が

あ
る
日
突
然
阿
蘇
石
が
気
に
入
っ
て
、
大
量
に
輸
入
す
る
こ
と

に
な
っ
た
」
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
ね
（
笑
）。 

 

２
０
０
５
年
、「
大
王
の
ひ
つ
ぎ
実
験
航
海
」
が
熊
本
県
宇
土

市
に
よ
り
実
行
さ
れ
ま
し
た
。
古
代
を
想
定
し
た
阿
蘇
石
海
上

輸
送
実
験
（
図
９
）、
吉
備
地
方
は
こ
の
途
中
で
す
。（
図
⒑
） 

                   

 

も
う
一
度
中
期
型
前
方
後
円
墳
、「
ダ
ブ
ル
ペ
ン
タ
古
墳
」
の

軌
跡
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。（
図
８
） 

 

先
ず
関
西
の
初
期
古
墳
で
代
表
的
な
も
の
が
箸
墓
、
シ
ン
プ

ル
な
シ
ン
グ
ル
ペ
ン
タ
で
す
。
こ
れ
は
先
述
し
た
「
大
和
河
内
連

環
結
界
」
構
造
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
時
既
に
五
芒
星
へ
の
知
見

は
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
、
５
世
紀
頃
に
な
っ
て
か
ら

九
州
よ
り
ダ
ブ
ル
ペ
ン
タ
設
計
思
想
が
入
り
込
み
ま
す
。 

 

こ
の
「
メ
サ
ホ
塚
設
計
図
」
が
九
州
か
ら
関
西
に
渡
っ
て
爆
発

的
な
展
開
を
み
た
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
「
阿
蘇
石
棺
」
が
九
州
か

ら
関
西
に
渡
っ
て
広
く
活
用
さ
れ
始
め
た
頃
と
重
な
り
ま
す
。 

 

古
墳
設
計
は
巨
大
化
へ
の
要
請
か
ら
「
黄
金
比
倍
」「
２
倍
」

更
に
は
「
黄
金
比×

黄
金
比
倍
」
と
進
化
を
重
ね
ま
す
。
で
、
最

後
に
は
何
ら
か
の
理
由
で
後
期
型
古
墳
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、

ダ
ブ
ル
ペ
ン
タ
設
計
は
姿
を
消
し
ま
す
（
＊
今
城
塚
）。 

 

「
古
墳
は
ヤ
マ
ト
王
権
が
各
地
の
首
長
に
配
布
（
指
導
）
し
た

も
の
」
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
考
古
学
の
シ
ナ
リ
オ
で
し
た

が
、
こ
の
中
期
古
墳
時
代
で
の
考
古
学
的
知
見
か
ら
は
、「
九
州

と
関
西
の
関
係
」
で
は
逆
の
ベ
ク
ト
ル
を
示
し
そ
う
で
す
。 

こ
う
し
た
「
記
紀
」
に
従
っ
て
の
「
ヤ
マ
ト
中
心
思
考
」
で
は

本
当
に
「
謎
を
深
め
る
」
ば
か
り
。
せ
っ
か
く
の
世
界
遺
産
登
録

を
機
に
、
歴
史
の
真
実
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

            

  

 

 

 

初期・箸墓 

後期今城塚 

図８.中期前方後円墳のダブルペンタ設計システム変遷と中期ダブルペンタ古墳の軌跡 

 

 
 図９.海を渡った阿蘇石棺 

 図１０.阿蘇石棺移動と吉備・造山古墳 



                                

★壬申乱 

■
５
世
紀
西
日
本
で
の
東
遷
文
化
と
「
倭
の
五
王
」 

 

 

「
九
州
か
ら
関
西
へ
の
古
墳
文
化
の
流
れ
」
が
見
ら
れ
る
５
世

紀
の
こ
の
時
期
は
、「
記
紀
」
の
記
述
か
ら
は
〔
応
神―

武
烈
〕

と
続
く
「
応
神
・
仁
徳
朝
」
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。
ま
た

中
国
史
書
「
宋
書
」
か
ら
は
〔
讃
・
珍
・
済
・
興
・
武
〕
と
続
く

「
倭
の
五
王
時
代
」
に
相
当
し
ま
す
。
で
、「
応
神
・
仁
徳
朝
の

天
皇
＝
倭
の
五
王
」
が
ガ
チ
ガ
チ
の
定
説
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

は
た
し
て
こ
の
視
点
か
ら
こ
の
「
文
化
東
遷
」
を
説
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

実
は
こ
の
定
説
に
は
脆
弱
な
部
分
が
数
多
く
あ
り
、
そ
れ
を

「
と
に
か
く
倭
武
＝
雄
略
天
皇
は
間
違
い
な
い
の
だ
か
ら
」
と

の
理
由
で
押
し
切
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
根
拠
の
ひ
と
つ

に
〔
中
国
風
一
字
名
称
「
武
」
は
雄
略
の
名
前
で
あ
る
「
大
泊
瀬

幼
武
」
の
「
武
」
の
字
を
切
り
取
っ
た
も
の
〕
と
の
見
解
が
あ
り

ま
す
が
、
お
隣
の
百
済
で
は
「
武
寧
王
（
斯
摩
）
＝
余
隆
」
な
ど

の
例
が
あ
り
、
必
ず
し
も
「
一
字
切
り
取
り
使
用
」
が
絶
対
で
は

な
い
よ
う
で
す
。
ま
た
他
に
「
武
」
字
を
記
す
人
物
が
い
た
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。 

 

そ
れ
か
ら
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
の
刀
剣
銘
文
が
熊
本
と
埼
玉
で
出

土
し
て
い
る
こ
と
よ
り
、「
雄
略
は
九
州
か
ら
関
東
ま
で
の
支
配

者
な
の
で
、
倭
武
＝
雄
略
」
と
い
う
主
張
も
根
拠
に
し
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
固
有
名
と
い
う
よ
り
汎
用
名
で
あ
り
、
実
際
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
の
息
子
に
も
「
ワ
カ
タ
ケ
ル
」
が
登
場
し
ま
す
。 

 

そ
し
て
決
定
的
な
の
は
、
雄
略
の
死
亡
年
が
〔
紀
・
四
七
九―

四
八
九
・
記
〕
な
の
に
対
し
、
倭
王
武
へ
の
進
号
記
事
が
「
梁
書
」

の
五
〇
二
年
に
登
場
す
る
こ
と
で
す
。（
次
頁
参
照
） 

 

と
に
か
く
「
倭
王
武
＝
雄
略
」
を
絶
対
視
せ
ず
に
倭
の
五
王
の

活
躍
を
記
す
武
の
上
表
文
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。（
図
⒒
） 

 

先
ず
日
本
列
島
や
朝
鮮
半
島
で
の
征
戦
に
明
け
暮
れ
て
い
た

五
王
は
「
自
ら
甲
冑
を
着
て
戦
っ
た
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
応

神
・
仁
徳
朝
の
天
皇
達
に
は
そ
ん
な
形
跡
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。 

       

「
東
征
毛
人
・
五
十
五
国
、
西
服
衆
夷
・
六
十
六
国
、
渡
平
海
北
・ 

九
十
五
国
」。
中
国
の
認
識
で
は
倭
は
東
夷
の
一
国
で
あ
り
そ
の

東
は
毛
人
の
国
、
武
は
そ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
表
現
し
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
、「
国
」
と
は
魏
志
倭
人
伝
に
あ
る
よ

う
に
「
依
山
嶋
為
国
邑
」
の
小
さ
な
単
位
（
＊
朝
鮮
半
島
で
九
十

五
国
も
あ
る
こ
と
よ
り
推
定
で
き
る
）
で
し
ょ
う
。
さ
て
武
は
、

何
処
の
視
点
か
ら
こ
の
状
況
を
俯
瞰
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

図
⒓
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ヤ
マ
ト
王
権
の
視
点
か
ら
は
「
東
征

毛
人
」
は
東
日
本
方
面
で
、「
西
服
衆
夷
」
は
西
日
本
方
面
と
な

り
ま
す
。
で
「
渡
平
海
北
」
は
朝
鮮
半
島
方
面
と
言
い
た
い
と
こ

ろ
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
「
海
西
」
に
な
っ
て
し
ま
い
、
ち
ょ
っ
と

違
和
感
が
あ
り
ま
す
。 

で
は
「
チ
ク
シ
王
権
」
だ
っ
た
と
す
れ
ば
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

「
東
征
毛
人
」
は
中
国
・
四
国
・
関
西
方
面
で
、「
西
服
衆
夷
」

は
周
囲
の
九
州
一
帯
。
で
、「
渡
平
海
北
」
は
ま
さ
し
く
朝
鮮
半

島
方
面
と
な
り
、
上
表
文
面
と
一
致
し
そ
う
で
す
。 

 

そ
れ
か
ら
中
国
・
四
国
で
の
「
西
服
・
東
征
」
ベ
ク
ト
ル
に
ご

注
目
下
さ
い
。「
ヤ
マ
ト
視
点
」
と
「
チ
ク
シ
視
点
」
で
は
全
く

逆
の
進
攻
コ
ー
ス
と
な
り
ま
す
。
先
述
し
た
「
中
期
古
墳
設
計

図
」
や
「
阿
蘇
凝
灰
岩
製
石
棺
」、
更
に
は
「
馬
具
」
や
「
河
内

へ
の
流
入
状
況
」
か
ら
は
「
西
か
ら
東
へ
」
の
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ

「
チ
ク
シ
視
点
」
に
説
得
力
が
あ
り
そ
う
で
す
。
※
ち
な
み
に

「
神
武
東
征
」
伝
説
と
か
古
代
考
古
事
象
の
伝
播
も
こ
の
ベ
ク

ト
ル
に
乗
る
こ
と
が
多
々
あ
り
、
古
代
文
化
の
流
れ
軸
は
こ
の

「
西
か
ら
東
へ
」
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、「
武
＝
雄
略
説
の
脆
弱
さ
」
や
「
武
の
上
表
文

が
示
す
征
戦
版
図
」
と
か
「
古
墳
文
化
の
流
れ
」、
ま
た
「
近
畿

天
皇
家
が
倭
の
五
王
の
よ
う
に
主
体
的
に
征
戦
活
動
を
行
な
っ

た
形
跡
が
な
い
」
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、「
倭
の
五
王
＝
近
畿

天
皇
家
」
説
に
は
大
変
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 
 
 
 

 

で
は
、「
倭
の
五
王
」
と
は
一
体
何
者
だ
っ
た
の
か
、
こ
れ
が

『
日
本
書
紀
』
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

   

 

図１１.倭王武の上表文＜東征・西服・北平＞ 

『
宋
書
』「
倭
国
伝
」
倭
王
武
の
上
表
文 

５
世
紀
「
倭
の
五
王
」
の
活
躍
を
４
７
８
年
に
中
国
へ
上
表 

 

図１２.ヤマトとチクシの＜東征・西服・北平＞比較 

 



                  

 

太極陰陽・五芒星・古墳形の合成図 

 

 

 

図１２.倭の五王と紀氏 

京 
図１３.〔讃・珍・済・興・武〕天皇家と紀氏 

京 

■
「
海
か
ら
来
た
大
王
」
の
正
体 

 

 

左
表
は
中
国
正
史
に
記
さ
れ
た
「
倭
の
五
王
」
の
全
記
録
で
、

四
一
三
年
の
讃
か
ら
始
ま
り
五
〇
二
年
の
武
（
＊
先
述
）
で
終
わ

る
実
に
九
〇
年
間
に
渡
っ
て
中
国
に
朝
貢
し
続
け
た
記
録
、
こ

こ
で
は
常
に
半
島
領
有
権
の
主
張
と
授
号
を
求
め
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ほ
ど
半
島
に
密
着
し
、
ま
た
列
島
に
も
強
大
な
勢
力
を

誇
っ
た
集
団
が
『
書
紀
』
の
中
に
い
ま
し
た
、「
紀
氏
」
で
す
。 

図
⒓
は
そ
の
活
躍
し
た
氏
名
を
マ
ッ
プ
化
し
た
も
の
で
、
倭
の

五
王
の
征
服
エ
リ
ア
と
重
な
り
ま
す
。 

    

 

図
⒔
は
「
倭
の
五
王
」
に
「
天
皇
家
」
と
「
紀
氏
」
そ
れ
ぞ
れ

の
「
系
図
と
事
蹟
」
を
対
照
さ
せ
て
、
天
皇
家
と
紀
氏
の
ど
ち
ら

が
倭
の
五
王
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
も
の
で
す
。

結
果
は
す
べ
て
が
「
倭
の
五
王
＝
紀
氏
」、
を
示
唆
し
て
お
り
、 

お
そ
ら
く
天
皇
家
は
紀
氏
倭
王
に
東
征
を
任
さ
れ
た
九
州
の

「
ワ
ケ
」
軍
団
（
＊
応
神
朝
に
は
「
○
○
ワ
ケ
」
が
多
い
）
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
彼
ら
は
「
海
か
ら
来
た
大
王
」
で
す
。

そ
れ
で
棺
に
は
故
地
の
「
阿
蘇
石
製
」
を
望
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。 

そ
し
て
お
そ
ら
く
「
武
＝
紀
生
磐
」、
彼
は
四
八
七
年
に
任
那 

で
三
韓
王
を
目
論
ん
で
「
開
府
」
し
、「
神
聖
」
と
称
し
ま
し
た
。 

「
記
紀
」
は
紀
氏
を
あ
く
ま
で
天
皇
家
の
家
臣
と
し
て
扱
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
政
権
正
史
の
常
套
手
段
で
す
。 

              

「
記
紀
」
は
紀
氏
を
あ
く
ま
で
天
皇
家
の
家
臣
と
し
て
扱
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
政
権
正
史
で
は
当
然
の
常
套
手
段
で
す
。

『
書
紀
』
は
紀
小
弓
を
「
大
将
軍
」（
宋
書
）
と
直
記
し
ま
す
が

彼
の
主
人
は
あ
く
ま
で
雄
略
、
こ
れ
が
書
紀
の
手
口
で
す
。 

 

河
内
地
方
を
席
捲
し
た
中
期
巨
大
前
方
後
円
墳
分
析
が
思
わ

ぬ
展
開
を
み
ま
し
た
が
、
い
か
が
で
し
た
か
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
気
に
な
る
の
が
５
世
紀
に
西
都
原
台
地
か
ら

忽
然
と
消
え
た
あ
の
「
日
向
族
」
の
こ
と
で
、
彼
ら
は
一
体
ど
こ 

に
行
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

■
そ
れ
こ
そ
一
冊
の
本
に
な
り
そ
う
な
課
題
を
ブ
ッ
チ
ギ
リ
で
ま
と
め

ま
し
た
の
で
、
大
変
掴
み
に
く
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
と
思

い
ま
す
が
、
皆
さ
ま
の
既
知
識
で
補
っ
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

（
東
大
阪
文
化
財
を
学
ぶ
会
） 

            


