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の
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﹂

明
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三
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リ
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娯
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五
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で
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翼
賛
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制
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の
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と
見
山
村

三
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シ
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賛
美
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三
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占
領
期
の
三
笠
宮
の
行
動
と
イ
メ
ー
ジ

二

｢
わ
が
思
い
出
の
記
﹂
を
め
ぐ
っ
て

三

紀
元
節
復
活
反
対
の
動
き

四

｢
史
学
会
発
言
﹂
を
め
ぐ
っ
て

｢
近
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と
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会
﹂
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者
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天
皇
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と
顕
彰

高

木

博

志

は

じ

め

に

本
論
集
で
は
︑
天
皇
制
と
そ
れ
を
支
え
る
社
会
を
含
み
込
ん
だ
視
点
か
ら
︑
日
本
近
現
代
史
を
考
え
て
い
き
た
い
︒
そ
も
そ
も

﹁
天
皇
制
﹂
と
い
う
言
葉
自
体
が
︑
日
本
共
産
党
の
三
二
年
テ
ー
ゼ
の
な
か
で
︑
一
九
三
〇
年
代
の
社
会
に
向
き
合
い
な
が
ら
生
み

出
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
︒

一
九
八
〇
年
代
ま
で
は
講
座
派
の
影
響
を
受
け
た
﹁
絶
対
主
義
的
天
皇
制
﹂
研
究
が
さ
か
ん
で
︑
国
家
論
が
論
じ
ら
れ
た
︒
な
ぜ

な
ら
一
九
七
〇
年
代
の
民
衆
史
研
究
に
お
い
て
︑
戦
う
相
手
で
あ
る
国
家
そ
の
も
の
が
わ
か
ら
な
い
と
さ
れ
︑
国
家
論
研
究
が
浮
上

し
た
こ
と
も
一
因
で
あ
る
︒
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
︑
ベ
ル
リ
ン
の
壁
や
ソ
連
が
崩
壊
し
︑
昭
和
天
皇
の
戦
争
責
任
問
題
が
遠
の
く

平
成
の
時
代
の
歩
み
と
と
も
に
︑
天
皇
個
人
の
研
究
で
あ
っ
た
り
︑
天
皇
像
・
イ
メ
ー
ジ
の
研
究
に
焦
点
が
移
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
明

治
・
大
正
・
昭
和
の
各
天
皇
を
そ
の
時
代
の
政
治
史
や
メ
デ
ィ
ア
状
況
に
位
置
づ
け
て
考
え
る
研
究
が
出
て
き
て
い
る
︒

そ
の
よ
う
な
な
か
︑
現
在
︑
明
仁
天
皇
の
退
位
と
代
替
わ
り
を
迎
え
︑
﹁
祝
意
﹂
へ
の
国
民
の
同
調
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
今
日

の
象
徴
天
皇
制
は
︑
一
九
～
二
一
世
紀
に
お
い
て
︑
も
っ
と
も
国
民
の
支
持
率
︑
認
知
度
の
高
い
時
代
の
一
つ
を
迎
え
て
い
る
の
で

3



は
な
い
か
︒
今
日
︑
も
っ
と
も
高
い
支
持
を
得
る
天
皇
制
が
現
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
な
ぜ
か
︑
そ
れ
を
解
明
し
た
い
と
の
問
題
意

識
か
ら
︑
近
代
か
ら
現
代
へ
と
形
成
・
展
開
し
て
き
た
天
皇
制
と
︑
そ
れ
を
支
え
て
き
た
﹁
社
会
﹂
の
秘
密
に
迫
り
た
い
︒

と
り
わ
け
本
論
集
で
は
︑
天
皇
制
と
社
会
の
あ
り
方
の
変
遷
に
留
意
し
た
︒

国
家
神
道
に
包
摂
さ
れ
な
い
神
武
信
仰
の
教
派
神
道
的
な
展
開
︑
明
治
維
新
期
に
強
い
政
治
的
役
割
を
果
た
し
た
天
皇
陵
︑
明
治

期
の
御
料
地
に
お
け
る
皇
室
不
在
の
地
域
の
紛
争
︑
﹁
不
敬
﹂
に
つ
い
て
の
公
的
な
説
明
や
対
応
の
な
い
森
有
礼
﹁
不
敬
﹂
・
暗
殺
事

件
と
い
っ
た
︑
皇
室
・
天
皇
制
の
制
度
形
成
過
程
に
あ
っ
た
明
治
期
︒
そ
れ
に
対
し
て
天
皇
制
が
社
会
に
浸
透
す
る
日
露
戦
争
後
か

ら
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
な
る
と
︑
大
衆
社
会
に
マ
ッ
チ
し
た
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
︑
一
九
三
〇
年
代
に
は
理
念
化

し
た
歴
史
上
の
天
皇
を
神
格
化
す
る
﹁
国
体
論
﹂
が
暴
走
す
る
の
で
あ
る
︒

か
つ
て
籠
谷
次
郎
が
︑
制
度
と
し
て
は
明
治
前
期
に
登
場
し
た
御
真
影
や
教
育
勅
語
の
奉
戴
が
︑
実
際
に
小
学
校
の
現
場
で
受
容

さ
れ
た
り
︑
日
の
丸
・
君
が
代
の
公
式
の
解
釈
が
定
着
す
る
の
は
一
九
三
〇
年
代
以
降
と
し
た
︑
教
育
史
か
ら
提
起
さ
れ
た
制
度
と

社
会
︵
実
態
︶
の
乖
離
の
問
題
が
︑
あ
ら
た
め
て
こ
こ
で
も
検
証
さ

(

)

れ
る
︒

1

(

)

国
民
道
徳
と
歴
史
学

1
近
代
に
創
り
だ
さ
れ
た
﹁
万
世
一
系
﹂
の
血
脈
神
話
を
核
と
す
る
歴
史
意
識
が
︑
国
民
道
徳
と
し
て
社
会
に
浸
透
す
る
こ
と
に
よ

り
︑
天
皇
制
存
続
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
な
っ
た
が
︑
本
論
集
で
は
そ
の
解
明
の
一
端
に
迫
り
た
い
と
考
え
る
︒

た
と
え
ば
今
日
︑
倭
五
王
の
一
つ
の
王
墓
で
し
か
な
い
大だ

い

山せ
ん

古
墳
が
仁
徳
天
皇
陵
古
墳
と
し
て
世
界
遺
産
登
録
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
︒
国
内
推
薦
が
決
ま
っ
た
二
〇
一
七
年
七
月
三
一
日
︑
文
化
庁
の
文
化
審
議
会
世
界
遺
産
部
会
の
記
者
会
見
で
︑
仁
徳
天
皇
陵

と
い
う
呼
称
は
﹁
学
術
的
に
は
違
う
墓
﹂
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
新
聞
記
者
の
質
問
が
で
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
部
会
長
を
務
め
る

古
代
史
研
究
者
の
佐
藤
信
は
︑
﹁
大
山
古
墳
︑
仁
徳
天
皇
陵
古
墳
に
つ
い
て
は
︑
陵
墓
と
し
て
資
産
に
入
れ
る
と
い
う
場
合
は
︑
そ

4



れ
な
り
に
︑
宮
内
庁
で
呼
ん
で
い
る
陵
墓
名
︵
仁
徳
天
皇
陵

引
用
者
︶
と
い
う
の
は
︑
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
ド
さ
れ
た
も
の
じ
ゃ
な
い

の
か
な
と
思
っ
て
い
る
﹂
と
答
え
た
︒
大
正
期
の
津
田
左
右
吉
は
︑
﹃
古
事
記
﹄
﹃
日
本
書
紀
﹄
は
五
～
七
世
紀
の
政
治
思
想
を
反
映

し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
論
じ
た
が
︑
こ
の
と
き
の
佐
藤
の
回
答
は
︑
そ
の
学
知
を
前
提
に
し
て
き
た
戦
後
歴
史
学
・
考
古
学
の
営

み
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
？

こ
の
﹁
仁
徳
天
皇
﹂
と
王
墓
を
結
び
つ
け
る
の
は
︑
律
令
国
家
形
成
期
と
一
九
～
二
一
世
紀

の
﹁
万
世
一
系
﹂
神
話
を
創
り
だ
す
︑
古
代
と
近
現
代
に
お
け
る
天
皇
制
の
支
配
の
物
語
で

(

)

あ
る
︒

2

ま
た
︑
四
條
畷
市
・
島
本
町
な
ど
六
市
町
村
に
よ
っ
て
︑
南
朝
に
仕
え
た
楠
木
正
成
に
か
か
わ
る
も
の
を
日
本
遺
産
と
し
て
顕
彰

す
る
動
向
が
あ
る
が
︑
楠
公
の
事
績
は
﹃
太
平
記
﹄
上
の
物
語
に
す
ぎ
な
い
も
の
も
多
い
︒
さ
ら
に
は
文
化
財
保
護
法
﹁
改
正
﹂
に

と
も
な
い
︑
﹁
活
用
﹂
と
い
う
美
名
の
も
と
に
観
光
至
上
主
義
が
ま
か
り
と
お
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
歴
史
の
真
正
性
よ
り
︑
神
話

や
物
語
が
優
先
さ
れ
る
︒
早
く
は
日
露
戦
争
後
の
社
会
に
現
れ
た
︑
歴
史
の
史
実
よ
り
名
分
論
を
重
ん
じ
︑
国
民
道
徳
を
優
先
す
る

神
武
聖
蹟
調
査
や
南
朝
顕
彰
・
明
治
天
皇
聖
蹟
史
蹟
指
定
な
ど
の
︑
﹁
名
教
的
な
歴
史
学
﹂
は
︑
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
後
の
戦
後

改
革
の
な
か
で
否
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
今
︑
復
権
の
き
ざ
し
が
あ
る
︒

歴
史
学
の
戦
後
改
革
の
ポ
イ
ン
ト
は
史
実
と
神
話
と
の
腑
分
け
で
あ
る
︒
戦
後
の
三
笠
宮
崇た

か

仁ひ
と

の
発
言
も
︑
そ
こ
に
位
置
づ
く

︵
本
論
集
河
西
秀
哉
論
文
︶
︒
皇
国
史
観
を
否
定
し
︑
社
会
科
の
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
二
一
世
紀
に
な
っ
て
︑
神
話
・
物

語
・
伝
説
が
︑
観
光
至
上
主
義
の
な
か
で
︑
無
批
判
に
復
権
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
戦
後
の
学
知
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る

こ
と
に
な
ら
な
い
か
︒

東
京
都
の
﹁
旧
跡
﹂
で
あ
る
平
将
門
の
首
塚
は
︑
日
露
戦
争
後
に
将
門
の
﹁
逆
賊
﹂
雪
冤
運
動
や
江
戸
文
化
・
神
田
祭
の
顕
彰
の

な
か
か
ら
新
た
に
史
蹟
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

(

)

っ
た
︒
﹁
仁
徳
天
皇
陵
古
墳
﹂
を
は
じ
め
百
舌
鳥

も

ず

古ふ
る

市い
ち

古
墳
群
の
多
く

3

は
︑
五
世
紀
の
倭
五
王
時
代
の
墳
丘
・
周
濠
の
形
状
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
︑
一
九
世
紀
の
修
陵
事
業
で
造
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

な
に
よ
り
も
天
皇
陵
名
そ
の
も
の
が
︑
記
紀
批
判
を
と
も
な
わ
な
い
﹁
一
九
世
紀
の
学
知
﹂
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に

序論に代えて（高木）

5



﹃
太
平
記
﹄
上
の
物
語
に
過
ぎ
な
い
︑
桜
井
の
楠
木
正ま

さ

成し
げ

・
正ま

さ

行つ
ら

父
子
訣
別
の
地
も
然
り
︒
黒
板
勝
美
が
い
う
よ
う
に
﹁
南
北
朝
時

代
の
史
蹟
と
し
て
は
何
等
歴
史
的
の
価
値
な
し
と
し
て
も
︑
幕
末
に
於
て
国
民
を
感
奮
せ
し
め
た
一
の
史
蹟
と
し
て
︑
ま
た
之
を
保

存
す
る
必
要
が

(

)

あ
る
﹂
︒
こ
れ
が
︑
国
民
道
徳
に
従
属
す
る
戦
前
期
の
歴
史
学
の
特
色
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
真
正
性
の
な
い
伝
説
地

4

を
二
一
世
紀
に
復
権
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒

(

)

天
皇
の
裁
可
の
絶
対
性

2
明
治
神
宮
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
︑
祭
神
は
﹁
な
ぜ
昭
憲
皇
后
で
な
く
昭
憲
皇
太
后
な
の
で
す
か
？
﹂
と
い
う
問
い
に
対
す
る
説
明

が
あ
る
︒
本
来
︑
生
前
の
最
高
位
を
も
っ
て
追
号
す
べ
き
と
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
︑
明
治
神
宮
の
祭
神
は
﹁
明
治
天
皇
・
昭
憲
皇

后
﹂
が
正
し
い
︒
し
か
し
昭
憲
皇
后
死
去
の
一
九
一
四
年
︵
大
正
三
︶
に
﹁
当
時
の
宮
内
大
臣
が
昭
憲
さ
ま
の
ご
追
号
を
皇
后
に
改

め
な
い
で
︑
﹁
昭
憲
皇
太
后
﹂
と
し
て
そ
の
ま
ま
大
正
天
皇
に
上
奏
し
御
裁
可
﹂
に
な
っ
た
ゆ
え
と
す
る
︒
こ
の
誤
り
を
改
め
な
い

理
由
の
一
つ
を
﹁
天
皇
よ
り
御
裁
可
さ
れ
た
も
の
は
た
と
え
間
違
っ
て
い
て
も
変
え
ら
れ
な
い
﹂
た
め
と
理
由
づ
け
る
︒

天
皇
の
勅
の
絶
対
性
に
か
か
わ
っ
て
︑
明
治
期
に
︑
画
家
よ
り
学
者
で
あ
る
と
の
自
意
識
を
持
っ
て
い
た
富
岡
鉄
斎
は
︑
長
野
県

下
伊
那
の
浪な

み

合あ
い

村
で
﹃
浪
合
記
﹄
に
も
と
づ
き
尹ゆ

き

良よ
し

親
王
の
墓
を
決
め
よ
う
と
地
元
と
と
も
に
運
動
し
︑
一
八
八
一
年
に
宮
内
省
の

治
定
を
引
き
出
し
た
︒
し
か
し
の
ち
に
鉄
斎
は
︑
﹃
浪
合
記
﹄
は
江
戸
期
の
偽
書
と
見
抜
き
︑
内
心
は
治
定
さ
れ
た
浪
合
の
尹
良
親

王
墓
は
誤
り
で
あ
る
と
考
え
た
が
︑
い
っ
た
ん
天
皇
や
宮
内
省
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
陵
墓
は
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

た
︒同

様
に
宮
内
省
の
陵
墓
考
証
官
の
和
田
軍
一
は
︑
治
定
さ
れ
た
継
体
天
皇
陵
︵
太
田
茶
臼
山
古
墳
︶
は
誤
り
で
︑
一
九
二
〇
年
代
の

歴
史
地
理
学
・
歴
史
学
の
成
果
か
ら
今い

ま

城し
ろ

塚づ
か

こ
そ
が
真
陵
で
あ
る
と
︑
宮
内
省
内
部
で
唱
え
た
が
︑
い
っ
た
ん
天
皇
・
宮
内
省
に
よ

り
裁
可
さ
れ
治
定
さ
れ
た
陵
墓
の
体
系
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
天
皇
の
裁
可
は
︑
た
と
え
誤
っ
て
い
て
も
絶
対
で
あ
り
︑

6



国
民
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

(

)

な
い
︒

5

こ
う
し
た
国
民
道
徳
や
名
分
論
に
も
と
づ
く
歴
史
意
識
を
も
つ
天
皇
制
の
社
会
へ
の
浸
透
を
考
え
る
と
き
︑
ま
ず
は
羽
賀
祥
二
の

問
題
提
起
を
皮
切
り
に
︑
こ
こ
二
〇
年
間
に
研
究
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
き
た
﹁
顕
彰
﹂
の
問
題
を
考
え

(

)

た
い
︒
な
ぜ
な
ら
皇
室
に
つ

6

な
が
る
歴
史
の
顕
彰
や
天
皇
制
の
﹁
万
世
一
系
﹂
原
理
は
︑
近
代
に
創
り
だ
さ
れ
る
天
皇
制
の
権
威
の
源
泉
と
な
る
︒
そ
し
て
創
り

出
さ
れ
た
神
話
や
伝
説
は
︑
歴
史
の
史
実
よ
り
祖
先
崇
拝
や
家
族
国
家
を
重
ん
じ
る
︑
名
教
的
歴
史
観
や
国
民
道
徳
に
通
底
し
て
い

た
︒
そ
の
﹁
作
為
﹂
性
を
考
え
る
こ
と
で
︑
本
書
﹃
近
代
天
皇
制
と
社
会
﹄
の
序
論
に
代
え
た
い
︒

一

明
治
維
新
と
神
武
顕
彰

顕
彰
論
の
総
論
と
し
て
︑
近
現
代
を
通
じ
て
︑
も
っ
と
も
重
要
と
さ
れ
た
︑
神
武
天
皇
・
南
朝
・
明
治
維
新
の
﹁
三
大
顕
彰
﹂
を

考
え
た
い
︒
そ
し
て
近
現
代
に
お
け
る
顕
彰
を
め
ぐ
る
研
究
上
の
問
題
点
を
︑
史
跡
な
ど
の
文
化
財
や
歴
史
意
識
を
中
心
に
取
り
あ

げ
た
い
︒

(

)

記
紀
の
な
か
の
神
武
天
皇
陵

1
『
古
事
記
﹄
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
基
づ
く
︑
神
武
東
征
の
神
話
で
は
︑
日
向
国
か
ら
東
征
の
末
︑
辛
酉
の
年
︵
神
武
紀
元
元
︶
の
正
月

朔
日
︵
Ｂ
Ｃ
六
六
〇
年
二
月
一
一
日
︶
に
橿
原
宮
で
即
位
し
た
︒
即
位
後
四
年
︑
皇
祖
の
霊
の
祭
場
で
あ
る
鳥と

見
山
中
霊
畤

み
の
や
ま
な
の
ま
つ
り
の
に
は

を
た
て

た
︒『

日
本
書
紀
﹄
の
記
述
に
よ
る
と
︑
紀
元
七
六
年
三
月
一
一
日
︑
橿
原
宮
で
神
武
天
皇
は
一
二
七
歳
で
死
を
迎
え
た
︒
翌
年
九
月

一
二
日
︑
畝
傍
山

う
ね
び
や
ま
の

東

北

う
し
と
ら
の
す
み
の

陵
み
さ
さ
ぎ

に
埋
葬
さ
れ
た
︒
﹃
古
事
記
﹄
で
は
﹁
御
陵
は
畝
火
山
の
北
の
方
︑
白
檮

か

し

の

尾お

の
上へ

に
在
り
﹂
と
さ

れ
た
︒
﹃
日
本
書
紀
﹄
で
は
﹁
明
年
の
秋
九
月
の
乙

卯

き
の
と
の
う

の
朔

丙

寅

ひ
の
え
と
ら
の
ひ

に
︑
畝
傍
山
東
北
陵
に
葬は

ぶ

り
ま
つ
る
﹂
と
の
み
記
さ
れ
た
︒

序論に代えて（高木）
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ま行

松江観光協会 232,234

『団団珍聞』 347,374

円山派・四条派 320,322,323

満洲国 226,236,237,243

満洲事変 287,288,466

水分神社 167

湊川神社(楠社) 146〜152,155,156,171

見山村 465,484

民衆宗教 71

明治会 283,284,288

明治神宮

433,434,438〜440,442,452,455,456

明治天皇祭 182,184

明治天皇陵 439

明六社 352

模範村 484

や行

安江八幡宮 84,90,107

遙拝儀礼 177

遙拝式 184,190,191,202

遙拝所 177,179,180,186,187,189〜193,

196,201,202

遙拝所碑

177,178,181,182,194〜196,202,203

翼賛模範村 465,489

翼賛壮年団 480

翼賛体制 476

横川山御料林 382〜384

ら行

乱刺法 467,468

陸軍歩兵第七連隊 104

立憲養正会

283,288,289,291,294〜297,303

立身出世主義 488

留守官 129

龍池会 327〜330,332

陵墓・皇霊祭祀 115

陵墓祭祀 116,119

労働争議 450,451

ロシア革命 439

わ行

若草山遙拝所 190,191,202

xii



『田中正造之生涯』 268

治安維持法 439

地価修正運動 468

千早城 145,147,156,166〜168

千早神社 156

地方改良運動 471

『中外新論』 260,261,263

『中外日報』 423〜425

朝鮮通信使 103

通俗道徳 488

ツーリズム 242,244,442,444,451,453

鶴沢(派) 321

帝国大学 353,355,359

帝室技芸員 329,333,334

帝人事件 255〜257

天皇機関説 253,257,422

天皇機関説事件 250,279,281,282,

294〜296,298,299,302〜304

天皇制イデオロギー 488

天皇制ファシズム 466

天皇の代替り 435

天満天神社(大阪) 360

天理教(会) 50,52,71,168

天龍寺 129

道院 285,286,288,292

同志社 375

土佐(派) 321

主殿寮出張所 132

虎ノ門事件 283

な行

内儀祭 134

内国絵画共進会 314,328,329,332〜334

内務省 411〜416,420,422,423

内務省式改良便所 484

南木神社 155,158,169

楠公首塚 158

楠公祭 149,150

楠公誕生地 158,162,169,172

楠公父子関係史蹟 156,171

楠公墓所(碑) 147,148,150

楠公六百年祭 147

南山義勇講社 53

南朝 146,152,171,251,266,272

南北朝正閏問題 146,253,256,257,274

日露戦争 168,169

日韓同祖論 101

『日新誌』 162

日清戦争 166,168,172

日中戦争 221,237,238,243

『日本』(『東京電報』)

346,347,350,351,365,369,370,373

『日本外史』 145,152

日本型政教分離 47

日本主義ジャーナリズム 251,254

『日本書紀』 502,505,507

『日本人』 347,350〜352

日本農民組合 289

日本美術協会 329,331

女房 124

女官 127

仁徳天皇陵 115

農村経済更生指定村 484

農村ファシズム 465

は行

八幡信仰 88

八幡大菩薩 88,96

埴生八幡宮 92

万世一系 116

藩祖前田利家三百年祭 100

番町会 255,256

『日出新聞』 370

ひもろぎ 421,423,427

琵琶湖疏水下流補償要求運動 468

賓日館 349,362

ファシズム 466,481

普通選挙 271

文化誌 406,409

文久の修陵 116

平癒祈願 438

別格官幣社 152,164,166,171

報国社 52

戊辰戦争 124

没収指定図書 466

歩兵第二一連隊 239

歩兵第六三連隊 238,239,242
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小楠公五五〇年祭 165

小楠公墓所 163

聖母 87

昭和神聖会 273,281,290,292〜294,

299,300,302〜304

如雲社 320〜324,326,331,332

諸陵寮 120

神宮司庁 351,363

辛亥革命 286

神祇院 422,423

神祇官 119

神祇省 121

神宮神部署

412,413,416,417,420,422,424

神宮教 427

神宮教院 411

神功皇后伝説 84

神功皇后陵 117

神宮大祭典会 67

神宮大麻 405〜410,412,415,416,

418〜420,422〜424,426

神宮奉斎会 412,413,415,427

神国大博覧会 221,223〜228,235,236,

238,239,243,244

神社局 412,413,415,422,427

神社局長 416,421

神社非宗教論 454,456

真宗 424,425

神習教天輪王講社 51

神職会 415,416

新体制 473,474

神道畝火教会 60

神道直轄畝傍教会八ヶ国徳島本部 65

『神徳記』 168

新日本国民同盟 290,292

神風講社 368

神仏分離 130

神武創業 106

神武天皇祭 178,188,190,191

神武天皇陵 56,59,117,179,182,184

神武レンゾ 86

人類愛善会 285,287,288,293,303

『水郷松江と神国出雲』 232

住吉(派) 315,316

住吉大社 89

諏訪薪炭株式会社 391,392,394

生活改善運動 444

正辰祭 115

済々黌 360

青年会 199

青年団体 185,195,198〜202

『政論』 351

世界紅卍字会 285,286,292

世界宗教連合会 285,303

選挙粛正中央連盟 297

全国神職会 407,415

全国篤農家懇談会 481,482

戦争責任 489

泉涌寺 118

宣命 116,117

創建神社 97

創唱系新宗教 48

即位大典 182

祖国民衆主義 265

た行

第一次大本事件 285

第一次大戦 439

大逆事件 435〜437

第九師団 104

体験至上主義 434,456

大正大礼 438

大成教 51,52

大成教畝傍橿原教会 52,64

大成教太祖教会 53

大成教天倫教会所 51

大政翼賛会 473,474,479,480

大政翼賛会中央協力者会議 487

大政翼賛会臨時中央協力者会議 481,489

大喪 438

太祖教会 64

『大楠公奮忠事歴』 158,162,170

第二次大本事件 302

大日本生産党 292

『太平記』 145,152

大麻 405,411〜413,417,421,423,

424,427,428

建水分神社 155,169,170

x



近代遙拝所 177,178,188

楠大神社 156,157

『楠氏遺跡志』 167

楠氏紀勝会 166,167,169,172

『楠氏研究』 163

楠木城 147

宮内卿 131

宮内省 252,381

宮内庁 115

黒住教 365

軍人勅諭 487,488

経済国策研究会 289,303

血盟団事件 289

建国会 288

建国記念日 495,496,502,505,515,516

憲本合同 469

建武中興 145,146,152,250

建武中興関係史蹟 147

建武中興六百年祭 147

皇恩社 64

皇居 329

『皇国時報』 423

皇室財産 380

皇室祭祀令 137

皇室神道 116

皇室中心祖国民衆主義 264,267,270

皇典講究所 364,374

皇道会 289

公土公民 266,267

孝明天皇祭 190

皇陵巡拝 70

皇霊祭 131

皇霊祭祀 116,119

凍豆腐 168,169

湖岸道路 228,230

｢国史一本槍」入試 471,472

国体 408,419,422,425

国体明徴 226,227,250,417,421,425

国体論的ナショナリズム 249,273

国定教科書 440

国民健康保険法 485

国民精神総動員 147,417,422

国民同盟 274

黒龍会 292

御香宮神社 87

『古事記』 502,505

国家改造運動

282,286,288,291,294,303,304

国家神道 47,71,97,132,138,433,434,438

五・一五事件 289

辞別 104

五人組 484,488

米騒動 439

御用絵師 313,315,318,319,326

御料局 382,383,390,391,395,396

御料地 380〜382,390,395

御料林 384

金剛山 162,168

金剛寺 147

誉田八幡宮 158

さ行

在郷軍人会 185,187,195,200〜202

榊葉神明宮 91

桜井駅 145,146,152,153

里見日本文化研究所 289

山陰新聞社 238,240

三月事件 287

三韓征伐 85〜87,96,101

参宮急行電鉄(参急) 443

山陵祭 126

史学会 495,496,510〜512

式年祭 125

式年遷宮 435,441

式部職 132

式部寮 121

『時事新報』 255,346,347,354

四條畷神社 162,164〜167,171

四條畷の戦い 160,161

四條畷表忠碑 161,163

支那事変博覧会 223,238〜242

社会誌 406,409

修学旅行 446

十月事件 287

修史館 161

『週報』 422,423

小中農教俱楽部 263,274

小南木神社 159,163
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【事 項】

あ行

赤坂(阪)城 145,147,162,167

赤羽神社 106

アジア太平洋戦争 466

足尾銅山 258,259,269,271,272

安宅住吉神社 89

新しいナショナリズム 434

坐摩神社 167

石倉市政 227,230〜232,234〜237,243

伊勢神苑会 468

伊勢神宮(大廟) 345,348〜350,356,

362,371,372,375,376,405,407,418,

426,428,433〜437,439,440,455,456

板谷(派) 315,316,318

石清水八幡宮 89

宇佐八幡宮 92

卯辰観音院 91,92

卯辰八幡宮 90,93,94,107

宇都宮藩 116

畝傍橿原教会 59,61,63,65,66,68

畝傍橿原皇祖教会本院 64

畝火教会 59

畝傍公園 67,69

宇美八幡宮 87

営内神社 104,106

『絵本楠公記』 145,171

大阪会議 161

大阪電気軌道(大軌) 443

大阪陸軍幼年学校 147

大鳥神社 158,159

多坐弥志理津比古神社 59

大神教会 54

御師 410,411

鬼退治伝説 85

尾山神社 96,100,106

御嶽教 51

御嶽教天龍教会 50

御嶽教天輪王教会所 50

か行

開明社 382〜385,387〜392,395,396

廻礼 444

画学校 320,324〜326,332,333

加賀八幡起上り 83

革新官僚 471

角柱 181

橿原宮 55

橿原神宮

45,46,86,179,182,184,439,452

橿原神宮講社 68,70

｢橿原神宮十六景」 67

金沢開始三百年祭 99

金谷御殿 98

狩野(派) 315,318

川下げ 382,385〜387,391,392,394

『河内名所図会』 157

川俣事件 259,264

鑑画会 330

韓国併合 106

観心寺 158

『観心寺史要』 159

関東軍 287

関東大震災 445

惟神の道 97

『観文堂額由来記』 103

官有林 384

官林・官有山林原野 382

起業公債 86

紀元節 103,496,502,505〜517

紀元二六〇〇年 178,183

｢義人紀念録」 261

『義人全集』 262〜264,267,268

逆賊 255,272

京都画壇 313,317,321,322,324,326

郷土史 266,270

京都美術協会 331

教派神道 45〜48,70

教派神道(狭義) 47,48,54,55

教部省 121

キリシタン墓碑 467

近代創建神社 45,46

近代天皇制 186,187,203,249,405

viii



松方正義 352,357,358

松平康昌 290

松村光三 272

松村仙造 285

松本善録 52,53,64

三浦梧楼 369

三笠宮(崇仁) 495〜517

三谷清 287

水戸光圀 150

南次郎 286

蓑田胸喜 299

美濃部達吉 253,256,294

宮井貞彦 98

三宅雄二郎(雪嶺) 351

宮里(防南)忠次郎 64

宮地茂平 368

宮武外骨 370

武藤山治 255

村上義雄 99

明治天皇 86,122,146,149,161,284,

297,298,300,304,410,438,440,445

目加田護法 375

毛利敬親 364

本居豊頴 358

桃井直正 158

森有礼 345〜363,367,368,370〜375,435

森寛斎 322〜324,331,333

森田柿園 97

護良親王 147

や行

薬師寺晃照 427

安井英二 465,471,472,490

安岡正篤 486

安河内麻吉 415

山井栄子 137

山崎延吉 482

山田顕義 352,358,369,373

山高信離 314,328,329

芳川顕正 370

吉川勝司 50〜53

米澤弘安 101

ら行

頼山陽 145,152

李東郭 102

盧占魁 285

わ行

若槻礼次郎 284

渡辺吾朗 392

渡辺昇 152,153

渡辺洪基 354,355,358,359,361
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田中正造 258,259,261,262,265,269,270

田中澤二 283,284,288,295,296

田中智学

281,283,284,289,290,295〜297,303

田中光顕 290

田邊信成 386〜388

谷喜一 157,158

谷森善臣 121

秩父宮 497

仲哀天皇 91

張作霖 285

塚本清治 413,414,416,427

辻新次 354,357,358,361

出口宇知麿 299

出口王仁三郎 273,280,285〜287,

290,292,293,298,300〜302

出口なお 280,292

出口直日 287

出口日出麿 287

寺本慧達 424

天坊幸彦 477

土肥原賢二 287

東郷平八郎 284

頭山満 260,290

徳川慶勝 148

徳川慶喜 124

戸田忠至 121

富岡鉄斎 158

富田治部左衛門 90

富村準一 287

外山正一 361

な行

中川元 354,360

中島久万吉 250,251,254

長島隆二 292

永田鉄山 290

中田美則 65

仲谷長一郎 166,168

中西音治郎 50

中山慶子 134

半井清 474,475

新海梅麿 59〜61,65,66

和田源(賢)秀 160,165

西内成郷 61,63,68

西川平忠 197

西田又二 389〜391

西野文太郎

345〜347,353〜355,363〜373,375

西村捨三 164〜167

西四辻公業 165

乃木希典 104

野口春蔵 262,264,269,271

野村彦四郎 361

は行

パークス，ハリー・Ｓ 153

花輪正摸 63

林逸郎 299

原田熊雄 287

東久世通禧 148,149

一松又治 414,415,427

ヒトラー，アドルフ 478

平沼騏一郎 423,436

平山省斎 358,359

廣瀬吉進 94

フェノロサ，アーネスト 328

福島一造 413

藤井斉 286

藤田精一 163

船口万寿 289

古河虎之助 254

不破彦三 90

別宗祖縁 102

誉田別命 88

ま行

前田綱紀 95,102,107

前田利家 97,107

前田利嗣 99

前田利常 91

前田利為 99

前田利治 92

前田直信 98

前田斉広 83

前田慶寧 95,96,98

前田米蔵 444

牧野伸顕 284,290

vi



勝田永吉 468,470

加藤完治 482

加藤里路 98

加藤高明 284

嘉納治五郎 364

鏑木勢岐 91

川島浪速 286,287

川島芳子 287

河瀬秀治 327,330

河野法雲 424

川端信治郎 470

川村景明 361

菊池侃二 167,169

菊池大麓 361

菊池武夫 252,253,257,294

貴志彌次郎 292

北畠親房 147

北村整三 385

北村隆光 285

木戸幸一 290

木下尚江 268,269

桐山純孝 98

九鬼隆一 354,373

楠木正成(大楠公) 145〜147,149,150,

152,153,155〜157,159,163,166,168,

169,171,359

楠木正行(小楠公) 145〜147,152,153,

155,156,160,163〜166,171

葛巻蔵人 93

熊山真理 64

栗原彦三郎

252,258〜263,265,267,270,271,274

黒田清隆 352,356〜358

黒本稼堂 102,103,107

孝明天皇 117

五代友厚 161,162

後醍醐天皇 145,155

近衛文麿 417,422,471,472

木場貞長 348

小林省三郎 286

小林六左衛門 94

後村上天皇 159

さ行

西園寺公望 287

西行法師 455,456

税所篤 155〜163,166,169

座田重秀 354,367,368

斎藤謙蔵 465

斎藤孝治 372

佐上信一 416

相良長綱 357

櫻井能監 364

佐々井一晁 290

里見岸雄 289

三条実美 161,163,165

重野安繹 357

四條畷表忠 161

島田宗三 268

島津久光 147

章嘉活佛 286

正力松太郎 254

昭和天皇(裕仁皇太子) 146,298

神功皇后 84〜86

神武天皇 45,84,85,183,283,284,296,

298,304,507,514

菅原道真 94,359

杉紫郎 424

鈴木喜三郎 416

鈴木貞一 483

鈴木暢幸 454

宣統帝(溥儀) 286,287,303

た行

大正天皇 445

高崎親章 169,170

高瀬道常 189

高津雅夫 413

高野房子 137

高橋常雄 425

高松宮 497

高山彦九郎 365

武内宿禰 83,85,88,89

竹園真証 189

建川美次 292

田中義一 286
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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。

【人 名】

あ行

青地礼幹 102

青山悳次 98

現津御神 423,427

暁烏敏 425

足利尊氏 250〜252,266

厚見紀伊守 90

厚見摂津(守) 90,93

天照大神

284,292,298,303,409,423〜425,427

天野高信 477

鮎澤治郎兵衛 387,388

飯沢家 394

石井邦猷 348,349,356,362

石井秀雄 289

石川武美 448

石倉俊寛 226,228〜230,236,237

礒村弥右衛門 470,473

伊藤俊輔(博文) 148,161

伊藤幸野 102,107

伊藤義賢 424,425

稲津幸次郎 284

稲葉六郎 387〜389

犬塚勝太郎 170

井上馨 358,369

井上毅 345,374

井上哲次郎 273

今井惣治郎 50

今城重子 137

井本常治 372

岩倉具定 357

岩下左次右衛門 148,149

植場平 468〜470

宇垣一成 286,287

宇陀太郎 63

内田信也 449

内田良平 292

内村鑑三 375

浦田長民 409〜412

英照皇太后 127

江藤源九郎 299

種田邁 392

応神天皇 91,96,107

王天誠 286

大植清登 467〜469

大植啓治 465〜467,469〜472,474,

476〜479,481〜483,486,489,490

大川周明 287

大久保利武 170

大久保利通

151,157,158,160〜163,170,171

大熊権平 158,162,163

大隈重信 258,260

大谷光演 425

大谷繁次郎 473,475,486

岡倉覚三 330,333

岡崎鉄首 285

岡嶋市郎兵衛 93

岡田啓介 294,297,305,417

岡田温 482

岡本清一 289

奥六兵衛 51

奥野陣七 52,56,59〜61,67〜69

小河一敏 155,156,159,163

尾崎拓郎 387

帯谷伝三郎 448

小和野広人 63

か行

加賀の千代 107
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