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ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
を
へ
た
戦
後
考
古
学
・
歴
史
学
は
、
津つ

田だ

左そ

右う

吉き
ち

以
来
の
記
紀
神
話
の
史
料
批
判
や
文
化
財

と
し
て
天
皇
陵
を
考
え
る
こ
と
を
学
問
的
な
営
為
と
し
て
き
た
。
な
か
で
も
陵
墓
と
な
る
古
墳
（
天
皇
陵
古
墳
）
に
対

し
て
、
考
古
学
や
歴
史
学
の
一
〇
学
会
（
現
在
、
一
六
学
協
会
）
に
よ
る
一
九
七
六
年
五
月
に
始
ま
っ
た
陵
墓
公
開
運
動

は
、
皇
室
用
財
産
と
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
宮
内
庁
陵
墓
か
ら
文
化
財
と
し
て
市
民
に
開
か
れ
た
巨
大
古
墳
を
取
り
戻
す
運

動
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
一
つ
の
象
徴
が
、
戦
後
考
古
学
の
成
果
に
も
と
づ
い
た
現
在
の
陵
墓
比
定
へ
の
森
浩
一
に
よ
る
疑
義
の
表
明
で

あ
り
、
つ
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
現
行
の
陵
墓
呼
称
か
ら
日
本
考
古
学
に
お
け
る
通
常
の
遺
跡
命
名
法
に
よ
る
古
墳
呼
称

へ
の
言
い
換
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
記
紀
系
譜
に
も
と
づ
く
陵
墓
の
存
在
を
前
提
に
、『
延
喜
式
』
記
載
の
陵
墓
名
を

採
用
し
て
体
系
づ
け
た
近
代
国
家
に
よ
る
陵
墓
制
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
戦
後
の
あ
り
か
た
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
と
な

る
。
森
に
よ
る
仁に

ん

徳と
く

陵
を
大だ
い

山せ
ん

古
墳
、
応お
う

神じ
ん

陵
を
誉こ
ん

田だ

山や
ま

古
墳
と
地
名
で
呼
ぶ
提
案
は
、
考
古
学
・
歴
史
学
の
学
問
上

の
到
達
点
に
も
と
づ
く
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
た
ち
ま
ち
に
学
界
は
も
と
よ
り
広
く
市
民
に
支
持
さ
れ
、
教

科
書
記
述
に
も
反
映
を
み
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
二
一
世
紀
に
入
り
持
ち
あ
が
っ
た
、
天
皇
陵
古
墳
を
含
む
「
百も

ず
舌
鳥
・
古ふ

る

市い
ち

古
墳
群
」
の
世
界
文
化
遺
産
登

録
を
目
指
す
活
動
で
は
、
関
連
機
関
に
お
い
て
そ
の
構
成
資
産
名
が
、
森
提
案
に
よ
る
天
皇
陵
古
墳
の
呼
称
方
法
の
妥
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当
性
お
よ
び
そ
の
定
着
す
る
実
態
を
考
慮
せ
ず
、
一
方
的
に
「
仁
徳
天
皇
陵
古
墳
」「
応
神
天
皇
陵
古
墳
」
な
ど
と
決

め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
当
該
す
る
陵
墓
（
天
皇
陵
古
墳
）
に
対
し
て
文
化
財
保
護
法
に
よ
る
史
跡
指
定
を
行
な
い
保
存
施

策
を
講
じ
た
上
で
、
世
界
遺
産
登
録
を
図
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
国
有
財
産
法
の
皇
室
用
財
産
と
し
て
宮
内
庁
が

管
理
す
る
現
行
施
策
に
お
い
て
恒
久
的
な
陵
墓
の
保
護
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

つ
い
て
は
、
陵
墓
の
文
化
財
的
性
格
は
文
化
財
保
護
法
上
の
「
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
」
に
と
ど
ま
る
と
い
う
見
解
が

導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
文
化
財
保
護
法
で
は
、
文
化
財
の
定
義
の
う
ち
古
墳
な
ど
の
遺
跡
で
「
わ
が
国
の
歴
史
上
又

は
学
術
上
価
値
の
高
い
も
の
」
を
記
念
物
と
し
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
な
か
で
も
重
要
な
も
の
を
「
史
跡
」、
特
に
重

要
な
も
の
を
「
特
別
史
跡
」
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
構
成
資
産
と
な
る
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
の
天
皇
陵
古
墳

は
、
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
陵
墓
に
文
化
財
と
し
て
の
性
格
を
認
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
実
質
化

と
も
い
う
べ
き
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
顕
彰
の
対
象
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。
さ
ら
に
古
墳
群
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ

れ
ば
、
周
辺
開
発
に
対
し
て
許
認
可
権
が
行
使
さ
れ
る
史
跡
指
定
が
必
須
だ
ろ
う
。「
仁
徳
天
皇
陵
古
墳
」「
応
神
天
皇

陵
古
墳
」
な
ど
と
い
っ
た
呼
称
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
に
指
定
行
為
を
と
ら
な
い
と
い
っ
た
問
題
点
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
の
世
界
遺
産
登
録
が
五
世
紀
の
倭
国
王
墓
と
な
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
一
方
で
、

宮
内
庁
に
よ
る
現
行
の
陵
墓
比
定
と
折
衷
さ
せ
た
か
の
よ
う
な
表
記
は
、
戦
後
、
構
築
し
て
き
た
日
本
考
古
学
・
歴
史

学
の
学
知
を
否
定
す
る
ば
か
り
か
、
市
民
や
世
界
に
対
す
る
誤
っ
た
情
報
発
信
に
つ
な
が
る
危
険
性
す
ら
あ
る
。「
天

皇
」
号
が
五
世
紀
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
現
行
の
陵
墓
比
定
に
多
く
の
誤
り
が
あ
る
こ
と
は
、
研
究
者
の
間
で
は
広

く
共
有
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
わ
が
国
の
国
家
形
成
史
を
歪
曲
し
た
責
任
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
問
わ
れ
る
も
の
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と
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
は
明
治
期
以
来
の
宮
内
省
（
庁
）
管
理
の
陵
墓
の
「
秘
匿
性
」
を
温
存
す
る
こ
と
に
も
つ
な

が
る
。
陵
墓
の
体
系
と
は
、「
万
世
一
系
」
の
記
紀
系
譜
を
視
覚
化
し
た
も
の
で
あ
り
、「
仁
徳
天
皇
陵
古
墳
」「
応
神

天
皇
陵
古
墳
」
と
い
う
呼
称
は
、
記
紀
系
譜
に
も
と
づ
き
仁
徳
陵
・
応
神
陵
と
呼
ぶ
こ
と
と
本
質
的
に
変
わ
ら
な
い
。

そ
れ
は
わ
が
国
に
よ
る
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
へ
の
侵
略
と
植
民
地
化
の
反
省
の
上
で
、
ア
ジ
ア
各
地
域
の
人
々
と
の

歴
史
観
の
共
有
化
を
め
ざ
す
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し
た
呼
称
と
し
て
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
と
呼
ぶ
の
か
、
大

東
亜
共
栄
圏
の
構
築
過
程
に
お
け
る
欧
米
諸
国
か
ら
の
祖
国
防
衛
の
た
め
の
聖
戦
と
位
置
づ
け
て
「
大
東
亜
戦
争
」
と

呼
ぶ
の
か
に
、
同
質
の
課
題
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
は
、
考
古
学
、
歴
史
学
研
究
者
と
し
て
世
界
遺
産
登
録
活
動
に
よ
り
表
面
化
し
た
天
皇
陵
古
墳
呼
称
問
題
を
看

過
せ
ず
、
直
視
し
、
何
が
問
題
で
あ
り
、
ど
う
す
れ
ば
未
来
に
つ
な
が
る
か
を
問
う
一
書
と
し
て
企
画
し
た
。
記
紀
系

譜
へ
の
批
判
を
回
避
し
た
天
皇
陵
古
墳
の
表
記
を
問
題
視
し
、
世
界
遺
産
登
録
の
問
題
を
相
対
化
す
る
視
点
か
ら
、
こ

れ
か
ら
の
天
皇
陵
古
墳
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
古
学
・
歴
史
学
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

　

な
お
、
挿
図
と
な
る
写
真
や
図
の
掲
載
に
つ
い
て
は
多
く
の
機
関
や
関
係
者
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
英
文

要
旨
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
シ
ャ
ン
ム
ガ
ラ
ト
ナ
ム
氏
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
氏
に
、
さ
ら
に
刊
行

に
つ
い
て
は
、
思
文
閣
出
版
の
田
中
峰
人
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

　

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
五
日	

今
尾
文
昭

高
木
博
志
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第Ⅰ部

呼 称 問 題

三　

天
皇
陵
古
墳
に
向
け
て
考
古
学
か
ら
の
呼
称

（
1
）
呼
称
変
更
の
提
唱

　

森
が
陵
墓
名
の
便
宜
的
呼
称
で
あ
る
「
仁
徳
陵
」
と
い
っ
た
呼
称
が
不
適
正
で
あ
る
と
世
に
問
う
の
は
、『
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
古
墳
時
代
の
考
古
学
』（
学
生
社
、
一
九
七
〇
年
六
月
）
の
な
か
で
の
発
言
が
最
初
だ
ろ
う
。
序
文
の
日
付
は
六

九
年
一
〇
月
と
あ
る
。
関
係
箇
所
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

天
皇
陵
の
問
題
に
入
る
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
一
つ
提
案
し
た
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
「
仁

徳
陵
」
と
つ
か
う
場
合
は
、
暗
に
何
か
、
仁
徳
天
皇
の
陵
墓
だ
と
み
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
発
言
に
な
る
。
だ
か
ら
、

そ
れ
が
考
古
学
的
に
疑
問
の
あ
る
時
は
、「
仁
徳
陵
古
墳
」
と
う
し
ろ
に
古
墳
を
つ
け
れ
ば
よ
か
ろ
う
と
、
だ
か

ら
天
武
・
持
統
の
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
う
た
が
い
が
な
い
の
で
、
そ
の
場
合
は
天
武
・
持
統
陵
で
よ
か
ろ
う
。
そ

の
方
が
考
古
学
者
が
崇
神
陵
と
み
と
め
た
な
ど
と
誤
解
さ
れ
な
い
か
ら
、
ご
め
ん
ど
う
で
す
が
、
多
少
な
り
と
も

疑
問
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
「
古
墳
」
と
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
森
が
司
会
を
し
た
。
東
京
で
一
回
、
長
野
で
二
回
に
わ
た
り
収
録
さ
れ
た
。
東
洋
史
の
重
鎮
で

も
あ
っ
た
三
上
次
男
以
外
の
出
席
者
は
、
関
東
か
ら
甘
粕
健
、
大
塚
初
重
、
九
州
か
ら
小
田
富
士
雄
、
岡
山
か
ら
間
壁

忠
彦
と
い
っ
た
森
と
ほ
ぼ
同
世
代
の
全
国
各
地
で
活
躍
す
る
古
墳
研
究
者
で
あ
っ
た
。

　

森
は
本
書
の
編
集
者
で
も
あ
っ
た
。
提
案
以
降
の
出
席
者
の
発
言
に
は
、
陵
墓
呼
称
の
あ
と
に
「
古
墳
」
が
付
け
ら

れ
て
い
る
。
森
提
案
の
現
陵
墓
の
呼
称
変
更
は
、
た
ち
ま
ち
広
く
支
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
一
年
後
に
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第 1 章
天皇陵古墳をどのように呼ぶか（今尾）

発
表
さ
れ
た
石
部
正
志
・
田
中
英
夫
・
堀
田
啓
一
・
宮
川
徏
「
古
市
・
百
舌
鳥
古
墳
群
に
お
け
る
主
要
古
墳
間
の
連
関

規
制
に
つ
い
て
」（『
古
代
学
研
究
』
第
六
〇
号
、
一
九
七
一
年
）
は
、
両
古
墳
群
に
お
け
る
超
大
型
前
方
後
円
墳
と
周
辺
の

古
墳
の
配
置
関
係
を
検
討
し
た
論
文
だ
が
、
大
山
古
墳
は
仁
徳
陵
古
墳
（
以
下
、「
仁
徳
陵
」
と
略
す
）、
誉
田
御
廟
山
古

墳
は
応
神
陵
古
墳
（
以
下
、「
応
神
陵
」
と
略
す
）
な
ど
と
記
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
見
過
ご
せ
な
い
点
が
あ
る
。
森
が
、
呼
称
問
題
に
際
し
て
例
に
あ
げ
た
の
が
、
欠
史
八
代
に
つ
づ
く
第
一
〇

代
の
崇
神
陵
と
し
た
点
で
あ
る
。
前
著
（『
古
墳
の
発
掘
』
中
公
新
書
、
一
九
六
五
年
）
で
は
、
欽
明
陵
の
現
治
定
へ
の
疑

問
を
表
わ
し
、
丸
山
古
墳
を
欽
明
の
真
陵
と
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
陵
墓
そ
の
も
の
の
呼
称
変
更
へ
注
意
が
及
ぶ

こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、「
一
部
の
人
が
敗
戦
以
来
も
考
え
て
い
る
ひ
と
つ
の
側
面
は
、

神
武
か
ら
開
化
ま
で
は
ダ
メ
だ
と
い
う
場
合
の
防
波
堤
と
し
て
、
せ
め
て
崇
神
か
ら
後
は
信
じ
た
い
と
い
う
…
…
」、

さ
ら
に
は
「
政
治
上
の
大
権
力
者
が
い
た
こ
と
が
、
考
古
学
的
に
言
え
て
も
、
そ
れ
が
、
必
ら
ず
し
も
特
定
の
人
物
と

は
結
び
つ
か
な
い
と
お
も
い
ま
す
け
れ
ど
も
ね
」
と
述
べ
て
い
る
。
崇
神
陵
に
つ
い
て
は
「
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
」
の
諡

号
に
合
致
し
た
内
容
が
備
わ
る
古
墳
編
年
上
の
相
対
的
位
置
に
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
前
方
後
円
墳
の
成

立
を
「
記
紀
」
に
示
さ
れ
た
崇
神
の
国
土
統
一
の
事
績
に
結
び
付
け
、
以
降
の
「
記
紀
」
の
記
載
に
信
頼
性
を
与
え
る

と
い
う
立
場
に
対
し
て
、
現
治
定
の
奈
良
県
天
理
市
行
燈
山
古
墳
は
最
古
式
の
前
方
後
円
墳
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い

う
考
古
学
上
の
検
証
を
披
瀝
し
た
上
で
、
特
定
人
物
に
直
結
す
る
崇
神
陵
か
ら
離
れ
、
考
古
学
の
評
価
を
盛
り
込
め
る

崇
神
陵
古
墳
へ
と
呼
び
方
を
変
更
し
た
。

　

現
治
定
へ
の
懐
疑
、
曖
昧
さ
や
旧
態
を
墨
守
す
る
現
況
の
打
開
が
、
現
陵
墓
に
よ
る
便
宜
的
呼
称
に
「
古
墳
」
を
付
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呼 称 問 題

け
た
真
意
で
あ
り
、
そ
れ
が
疑
問
の
あ
が
る
天
皇
陵
全
体
に
及
ぶ
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
古
墳
時
代
の
考
古
学
』
刊
行
直
後
も
、
天
皇
陵
の
呼
称
に
つ
い
て
の
こ
だ
わ
り
を
示
す
一
文
が
あ

る
。「
失
わ
れ
た
畿
内
の
古
墳
」（『
歴
史
読
本
』
一
九
七
一
年
六
月
。
の
ち
に
同
名
タ
イ
ト
ル
で
『
古
墳
文
化
小
考
』
三
省
堂
新
書
、

一
九
七
四
年
に
再
録
）
に
「
見
瀬
丸
山
古
墳
が
な
に
ゆ
え
欽
明
陵
で
あ
る
か
と
い
う
根
拠
は
こ
こ
で
は
省
く
け
れ
ど
も
、

も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
当
然
問
題
に
な
る
の
は
欽
明
陵
古
墳
（
古
く
は
梅
山
と
い
っ
た
の
で
以
下
梅
山
古
墳
の
名
称
を

使
う
）
は
い
つ
ご
ろ
の
古
墳
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
断
り
を
括
弧
内
に
記
す
。
森
が
天
皇
陵
も
現
陵
墓
名
で

は
な
く
、
近
代
以
前
の
古
称
に
よ
る
と
い
う
考
古
学
の
一
般
的
な
遺
跡
呼
称
方
法
を
採
用
し
た
初
期
の
事
例
と
し
て
あ

げ
て
お
き
た
い
。

（
2
）
適
正
な
呼
称
の
模
索

　

欽
明
陵
を
梅
山
古
墳
の
名
称
で
呼
ん
で
か
ら
、
お
よ
そ
一
年
半
後
に
、
仁
徳
陵
に
対
す
る
適
正
な
呼
称
を
引
き
続
き

模
索
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
文
章
が
あ
る
。「
天
皇
陵
へ
の
疑
惑
」（『
流
動
』
一
九
七
三
年
一
月
号
。
の
ち
に
同
名
タ
イ
ト

ル
で
『
古
墳
文
化
小
考
』
三
省
堂
新
書
、
一
九
七
四
年
に
再
録
）
で
あ
る
。

古
墳
の
研
究
と
い
う
と
、
す
ぐ
発
掘
か
と
お
も
う
人
が
あ
る
が
、
発
掘
は
医
学
で
い
う
解
剖
に
相
当
し
、
墳
丘
の

土
の
盛
り
方
や
、
葺
石
の
大
き
さ
や
種
類
を
見
る
だ
け
で
も
、
多
く
の
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
日

本
最
大
の
前
方
後
円
墳
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
、
大
阪
府
堺
市
に
あ
る
大
山
陵
（
仁
徳
天
皇
の
陵
に
治
定
さ
れ
て

い
る
）
で
も
、
墳
丘
の
上
に
立
っ
て
実
際
に
見
た
研
究
者
は
お
そ
ら
く
十
名
前
後
で
は
な
か
ろ
う
か
。
草
刈
り
や
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市庭古墳 23, 89
市野山古墳 79
稲荷山古墳 184
稲荷山古墳出土鉄剣銘 101
茨木城 145
いましろ大王の社 154
今城塚古代歴史館 154
今城塚古墳 
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中山正暉 160
並河誠所 39

に

西川宏 28
西田直二郎 147
仁賢天皇 82
仁徳天皇（大鷦鷯天皇） 

31, 40, 58, 78, 105, 119, 187

ぬ・の

糠手姫（田村皇女） 97
野本松彦 207

は

間人皇女 97
秦豊 207
浜田耕作 7, 141, 151
原田淑人 151
春成秀爾 7
反正天皇 31, 75
伴信友 113

ひ

東藤次郎 144
疋田棟隆 121, 129
彦五瀬命 98
菱田哲郎 135
敏達天皇 100
比婆須比売命 56
平塚瓢斎（津久井清影） 46, 113

広姫 96

ふ

藤波大超 144
藤原温子 152
藤原不比等 93
藤原宮子 56
武寧王 73
武烈天皇 105

ほ

細井知慎 37
ホムタワケ 58
堀田啓一 15

ま

間壁忠彦 14
松下見林 36, 135

み

瑞歯別（ミズハワケ） 40
宮川徏 15, 207
三好長慶 135

も

本居宣長 116, 136
森浩一 3, 5, 9, 10, 14, 21, 22, 24, 31, 

84, 161, 176, 195, 202, 207, 221, 
240, 241 

文武天皇 119
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聖徳太子（上宮王） 57, 105
白石太一郎 177, 188, 253
申敬澈 65
神功皇后 56
神武天皇 94, 96, 110

す

推古天皇 36, 95, 100
綏靖天皇 94, 96, 110
末永雅雄 24
崇峻天皇 100
砂川政教 208

せ

清寧天皇 81
関祖衡 39
関野貞 139

そ

蘇我氏 96, 106
蘇我稲目 105
蘇我入鹿 56
蘇我蝦夷 56
蘇我遠智娘 97

た

高木博志 114, 240
高志芝巌 40
高志養浩 40
高橋健自 6
竹口栄斎（尚重） 43

手白香皇女 96
田尻紋右衛門源重次 138
田中教忠 12
田中英夫 15
谷森善臣 35, 113, 121, 129, 136, 208
田村皇女 96

ち

茅渟王 96, 97
仲哀天皇 109

つ

辻善之助 147, 151
津田左右吉 100, 114, 142
角井宏 207

て

天智天皇 96, 97
天坊幸彦 

130, 134, 138～140, 143, 144
天武天皇 56, 90, 96, 97

と

外池昇 129
藤間生大 9
戸田忠至 113
訥祗王 68
豊城入彦命 152

な

中島乗彜 115
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押坂彦人大兄皇子 96, 97
尾谷雅比古 129
小田富士雄 14
オホシ 82
オホヒコ 101

か

開化天皇 96, 110
海門承朝 150
上宮大娘姫王 56
蒲生秀実（君平） 45
軽大姫皇女 119
河田賢治 207
川端康成 144

き

岸俊男 93
北浦定政 113
喜田貞吉 6, 137, 143
堅塩媛 221
木梨軽（キナシカル）皇子 71, 80, 119
衣笠一閑（宗葛） 35
吉備姫王 96, 97
木村一郎 137
欽明天皇 96, 100, 105

く

草壁皇子 56
久保哲三 207, 212
倉西裕子 74, 75
黒板勝美 132, 141, 143, 147, 151, 154

け

景行天皇 109
継体天皇 73, 96, 97, 100, 105
顕宗天皇 82

こ

小出義治 207, 212
皇極天皇 97
孝元天皇 94, 96
孝徳天皇 96, 97, 119
河野太郎 255
光明皇后 56
孝明天皇 121
後光明天皇 133
後藤守一 8
小浜成 134
小林達雄 188
小林行雄 6
駒井和愛 8
子安信成 115

さ

酒井清治 67
桜井清彦 207
猿渡容盛 115

し

志貴皇子 56
持統天皇 96, 97
芝葛盛 147
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【人　　名】

あ

秋里籬島 42
足立正声 140
甘粕健 14, 201, 207
安閑天皇 73
安寧天皇 94, 96

い

飯豊皇女 57, 75
諫早直人 68
石田茂輔 212
石橋新右衛門直之 38
石姫皇女 96
石部正志 15, 28, 202, 207
イチノベオシハワケ王 71, 79
伊藤武雄 152
懿徳天皇 94, 96
五十瓊敷入彦（命） 57, 98, 118
今井貫一 143
今井堯 207

今尾文昭 244
磐隈皇女 97
岩崎卓也 207
石前皇女（磐隈皇女） 96, 97
允恭天皇 75, 119

う・え

上田長生 129
宇佐美毅 207
菟道稚郎子（ウジノワキイラツコ）、

菟道太子 36, 71, 98
梅原末治 17, 22
江上波夫 8

お

応神天皇 72
オオサザキ 58
大沢清臣 119, 129, 136
大谷正男 147
大塚初重 14
大伴皇女 96, 97
大橋長憙 119, 129, 136
大俣皇女 96, 97
荻野仲三郎 141, 147

索　　引

＊本索引は、本文中の人名・事項について重要度の高いものを検索する
ために作成した。したがって網羅的な索引とはなっていない。

＊採録語句が章・節・項の見出しに出てくる頁は太字にした。
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高 木 博 志（たかぎ　ひろし）
1959年生．立命館大学大学院文学研究科博士後期課程修了．京都大学人文科学
研究所教授．

『近代天皇制の文化史的研究─天皇就任儀礼・年中行事・文化財』（校倉書房，
1997年），『近代天皇制と古都』（岩波書店，2006年），『陵墓と文化財の近代』（山
川出版社，2010年）．

後 藤 　 真（ごとう　まこと）
1976年生．大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程修了．国立歴史民俗博
物館准教授．

『写真経験の社会史』（編著，岩田書院，2012年），『アーカイブのつくりかた』（分
担執筆，勉誠出版，2012年），「人文社会系大規模データベースへのLinked Data
の適用─推論による知識処理─」（『情報知識学会誌』25 ─ 4 ，2015年）．

新 納 　 泉（にいろ　いずみ）
1952年生．京都大学大学院文学研究科博士課程学修退学．岡山大学大学院社会
文化科学研究科教授．

「前方後円墳廃絶期の暦年代」（『考古学研究』56 ─ 3 ，2009年），「 6 世紀前半の
環境変動を考える」（『考古学研究』60 ─ 4 ，2014年），「誉田御廟山古墳の設計原
理」（日本考古学協会編『日本考古学』39，2015年）．

茂 木 雅 博（もぎ　まさひろ）
1941年生．國學院大學文学部卒業．博士（歴史学）．茨城大学名誉教授．土浦市
立博物館館長・奈良県立橿原考古学研究所特別指導研究員．

『常陸国風土記の世界』（同成社，2011年），『箱式石棺』（同成社，2015年），『楽
石雑筆（補）』（書写・解説，博古研究会，2016年）．

今 井 邦 彦（いまい　くにひこ）
1967年生．京都大学文学部（考古学専攻）卒業．朝日新聞編集委員．

「百舌鳥・古市古墳群、世界遺産暫定リスト記載決定」（『歴史のなかの天皇陵』
思文閣出版，2010年）．

※
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■執筆者紹介（掲載順，※印は編者）

今 尾 文 昭（いまお　ふみあき）
1955年生．同志社大学文学部文化学科文化史学専攻卒業．博士（文学）．関西大
学非常勤講師．

『律令期陵墓の成立と都城』（古代日本の陵墓と古墳 2 ，青木書店，2008年），『古
墳文化の成立と社会』（古代日本の陵墓と古墳 1 ，青木書店，2009年），『ヤマト
政権の一大勢力　佐紀古墳群』（新泉社，2014年）．

久 世 仁 士（くぜ　ひとし）
1947年生．法政大学文学部史学科卒業．文化財保存全国協議会常任委員．

『泉州の遺跡物語』（和泉出版印刷，2004年），『百舌鳥古墳群をあるく』（創元社，
2014年），『古市古墳群をあるく』（創元社，2015年）．

岸 本 直 文（きしもと　なおふみ）
1964年生．京都大学大学院文学研究科博士後期課程（考古学専攻）中退．大阪市
立大学大学院文学研究科教授．

『史跡で読む日本の歴史 2 古墳の時代』（編著，吉川弘文館，2010年 7 月），「倭
における国家形成と古墳時代開始のプロセス」（『国立歴史民俗博物館研究報告』
185，国立歴史民俗博物館，2014年 2 月），「 7 世紀後半の条里施工と郷域」（『条
里制・古代都市研究』30，条里制・古代都市研究会，2015年 3 月）．

仁 藤 敦 史（にとう　あつし）
1960年生．早稲田大学大学院文学研究科満期退学．博士（文学）．国立歴史民俗
博物館研究部教授・総合研究大学院大学文化科学研究科教授（併任）．

『卑弥呼と台与』（山川出版社，2009年），『古代王権と都城』（吉川弘文館，1998
年），『古代王権と支配構造』（同前，2012年）．

上 田 長 生（うえだ　ひさお）
1978年生．大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了．博士（文学）．金沢大
学人間社会研究域准教授．

『幕末維新期の陵墓と社会』（思文閣出版，2012年），「近代陵墓体系の形成─
明治初年の陵墓探索・治定と考証家─」（『日本史研究』600，2012年），「陵墓
と朝廷権威─幕末維新期の泉涌寺御陵衛士の検討から─」（『歴史評論』771，
2014年）．

※


