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１，本目録は,   1995 年１月から巴月までの聞に，日本国内で刊行・発表された，中国考

古学 

 に関する文献を集成したものである。 

２，集成の対象とした文献は，中国考古学に関するものの他，東洋史学・美術史学関係の

う 

 ち，出土資料をあつかったものに限り，収録している。また対象地域は当然中国内が中

心 

 であるが，他地域出土の中国系文物についても，関運の深いものに限り収録している。 

３，単行本，論文，翻訳，書評・動向，図録の５項目に分類したが，あくまでも目録編集

の 

 便宜的な分類でしがないことをお断りしておく。 

３，各項目内の文献データは，著者名による 50 音順の配列を原則としている。 

４，文献収集にあたっては，『史学雑誌』，『東洋史研究』，『ＣＨＩＮＡ３』京都大学人 

 文科学研究所作成），『Ｊ・ＢＩＳＣ』（［司立国会図書館作成］，『しにか』の各目録を 

 参照させていただいた。 

 

 

 

 ［単行本］ 

●東晋次 『後漢時代の政治と社会』名古屋大学出版 

●東潮，田中俊明編著 『高句麗の歴史と遺跡』 監修：森浩一 1995.4 

●伊藤滋 『秦漢瓦當文』 日本習字普及協会 

●今泉怐之介 『兵馬俑と始皇帝』 新潮社 

●稲盛和夫・梅原猛 『幻の長江文明 良渚遺跡への旅』 ＰＨＰ研究所 

●浦野俊則編 『近出殷周金文集成』第四集（二松学舎大．東洋学研） 

●江上波夫 『学問の夢と騎馬民族 私の履歴書』 日本経済新聞社 

●大庭脩 『居延漢簡索引』（関西大学東西学術研究所 索引シリーズ） 関西大学出版部 

●大庭脩・王暁秋 『歴史』日中文化交流史叢書第一巻（全 10 巻予定） 

●岡村秀典・徐朝龍 『日中文化研究』第７号 特集長江文明 勉誠社 

●沖縄県立図書館史料編集室 『第二回 琉球・中国交渉史に関するシンポジウム論文集』 



 沖縄県立図書館 

●大沢陽典他編 『アジアの歴史』 法律文化社 

●小田義久博士還暦記念事業会 『小田義久博士還暦記念 東洋史論集』 朋友書店 

●太田幸男 『中国古代の国家と民衆』編集委員会編 

●太田幸男 『堀敏一先生古稀記念中国古代の国家と民衆』 汲古書院 

●郭大順，秋山進午共編 『東北アジアの考古学研究』 同朋舎出版 

●金関恕，置田雅昭編 『古墳文化とその伝統』 勉誠社 

●狩野直喜 『春秋研究』 みすず書房 

●関西学院大学東洋史学研究室編 『アジアの文化と社会』 関西学院大学東洋史学専修

開設 30 周年記念論集 法律文化社 

●菊池俊彦 『北東アジア古代文化の研究』 北大図書刊行会 

●京都府竹野郡弥栄町編 『鏡が語る古代弥生』 青龍三年鏡シンポジウムの記録 

●栗原圭介博士頌寿記念事業会 『栗原圭介博士頌寿記念東洋史論集』 汲古書院 

●五井直弘編 『中国の古代都市』 汲古書院 

●幸沙代子 『日本が創った超古代中国文明の謎』秦始皇帝・徐福と太古日本の世界王朝

を探る 日本文芸社 ARakuda books 監修：日本探検協会 

●小島麗逸 『アジア墳墓考』 勁草書房 

●古代オリエント博物館編 『文明学原理 江上波夫先生米寿記念論集』 山川出版社 

●国分直一 『東アジア地中海の道 東アジア文化交流考察』考古学民俗叢書 慶友社 

●小南一郎編 『中国古代礼制研究』 京都大学人文科学研究所 

●斉藤国治 『日本・中国・朝鮮古代の時刻制度 古天文学による検証』 雄山閣 

●佐伯有清 『古代東アジア金石文論考』 吉川弘文館 

●ジェームズ・Ｌ・ワトソン他 『中国の死の儀礼』 平凡社 

●シルクロード学研究センター 『アジアにおける文化遺産の保存と救済』シルクロード

なら国際シンポジウム記録集２ 

●シルクロード学研究センター 『宇宙考古学研究』 

●末成道男 『中国文化人類学文献解題』 東大出版会 

●曽士才・西澤治 ・瀬川久編『中国』＜アジア読本＞ 河出書房新社 

●竺沙雅章監修 『アジアの歴史と文化』２  同朋舎出版 

●竺沙雅章監修 『アジアの歴史と文化』５  同朋舎出版 

●土居淑子 『古代中国 考古・文化論叢』 言叢社 

●鳥越憲三郎 『稲作儀礼と首狩り』 雄山閣出版 

●西嶋定生監訳 高見智見訳・解説 『歴史激流 楊寛自伝 －ある歴史学者の軌跡』 東 

 京大学出版会 

●西日本新聞社 『福岡からアジアへ』２「文明のクロスロード・ふくおか」地域文化フ

ォーラム実行委員会編 



●西日本新聞社 『福岡からアジアへ』３「文明のクロスロード・ふくおか」地域文化フ

ォーラム実行委員会編 

●布目潮膜，山田信夫編 『東アジア史入門』 法律文化社 

●長谷部楽爾他 『日本出土の中国陶磁』中国の陶磁 12 平凡社 

●萩原波子 『東北アジアの神話・伝説』 東方書店 

●濱添猛 『中国古代用尺の変遷と田制』 日本リサーチセンター出版部 

●林巳奈夫 『中国文明の誕生』 吉川弘文館 

●東アジア文化交流進行協会編 『弥生の夜明け―徐福学への発走』 

●平□隆郎 『新編 史記東周年表 中国古代紀年の研究序章』 東京大学出版会 

●彭飛編著 『中国雲南岩絵の謎 日本文化のルーツを解く鍵』 祥伝社 

●北海道開拓記念館 『「北の歴史・文化交流研究事業」研究報告』 

●堀敏一 『中国古代史の視点―私の中国史学（一）』汲古選書 16 汲古書院 

●堀敏一先生古希記念編集委員会 『堀敏一先生古稀記念 中国古代の国家と民衆』 汲

古書院 

●松原三郎 『中国仏教彫刻史論』 吉川弘文館 

●水上静夫 『甲骨金文辞典』（上）（下）別巻 雄山閣 

●溝口雄三他 『これからの世界史 中国という視座』 平凡社 

●宮家準他 『東アジアのシャーマニズムと民俗』 勁草書房 

●森威史編著 『台湾の先史文化』 静岡人類史研究所 

●山形明郷 『邪馬壹国論 終結宣言』 

●山口修 『新訂版 中国史を語る』 山川出版社 

●山口修 『東洋文化史』 法教大学通信教育部 

●弓場紀知 『三彩』中国の陶磁３ 平凡社 

●吉川忠夫 『古代中国人の不死幻想』東方選書 26 東方書店 

●古野正敏、安田喜憲編 『歴史と気候』＜講座文明と環境６＞ 朝倉書店 

●渡辺義浩 『後漢国家の支配と儒教』 雄山閣 

●渡辺誠 『日韓交流の民族考古学』 名古屋大学出版会 

●『中国大陸古文化研究』第一集～第十集（合冊復刊） 風響社 

●『日中文化研究』第８号 東アジアの祭と芸能 日本芸能の源流  勉誠社 

●『日野開三郎東洋史学論集』第 20 巻 三一書房 

●『季刊考古学 特集日中交流の考古学』(54)雄山閣 

 

 

 

 ［論文］ 

 



 

●秋山進午 「遼寧省東部地域の青銅器再論」『東北アジアの考古学研究』(p246-276) 

●秋山進午 「遼寧省遼源県三官甸子城子山石城遺跡考古測量調査」『東北アジアの考古学 

 研究』(p23-44) 

●秋山進午 「山東章丘女郎山戦国墓と黒陶楽舞俑」『西谷眞治先生古稀記念論集』(p741 

 -768) 

●アントニーノ・フォルテ 「７・８世紀における中国の官寺」『古代文化』47-7   (p 12-22) 

●池日ﾖ知久 「『馬王堆漢代帛書周易』要篇の思想」『東洋文化研究所紀要』126(p1-105) 

●池田雄一 「江陵張家山『奏□書』について」『中国古代の国家と民衆』(p111-127) 

●池田雄一 「漢代に讞制について」『紀要』＜中央大学文学部＞史学 40 

●五井直弘 「咸陽と成都」『中国の古代都市』(p41-64) 

●石黒ひさ子 「曽侯乙墓出土竹簡についての一考察」『､駿台史学』95     (p34-64) 

●飯島武次 「北京大学『天馬曲村遺跡』発掘の意義」『中国の考古学展』(p126-129) 

●飯島武次 「中国文明起源と中国都市文明」『文明学原理』（p295-319） 

●猪飼祥夫 「馬王堆『南方禹蔵』図考」『龍谷史壇』103/104 

●浦野俊則 「殷虚出土金文と甲骨文における共通語彙の考察」 『二松』9      (p207-232) 

●臼杵勲 「モンゴルの匈奴墓」『文化財論叢』Ⅱ 奈良国立文化財研究所創立 40 周年記

念論文集(P773-793) 

●宇都木章 「宋鎭豪著『夏商社会生活史』」『東洋学報』77-1/2 

●宇都木章 「『春秋』にみえる魯の「邑に城く」ことについて」『中国の古代都市』（p 

 65-104） 

●江村治樹 「中国古代都市遺跡の現状と問題点―一九九三年、陝西、山東、山西、河南、 

 河北省の都市遺跡を見学して―」『研究論集（史学）』名古屋大学文学部 41     (p9-27) 

●江村治樹 「呉越の興亡」『日中文化研究』7      (p119-126) 

●大川隆 「雲夢秦簡『日書』『詰篇』初考」『論集』＜大阪産大＞人文科学 84 

●大田由紀夫 「１２～１５世紀東アジアにおける銅銭の流布 日本、中国を中心として」 

    『社会経済史学』61 巻 1 (p20-156) 

●太田幸男 「候外廬の都市国家論をめぐって」『中国の古代都市』(pl49-165) 

●大伴公馬 「海獣葡萄鏡四面」『日本文化史研究』22 

●大貫静夫 「環潮海初期雑穀農耕文化の展開」『東北アジアの考古学研究』(pl44-172) 

●大貫静夫 「遼寧省鳳城県東山大石蓋墓墓地考古測量調査」『東北アジアの考古学研究』 

 （p81-100） 

●大庭脩 「武威旱灘坡出土の王杖簡」『史泉』82 

●岡村秀典 「区系類型論とマルクス主義考古学」『展望考古学』(p256-261) 

●岡村秀典 「遼河流域新石器文化の住居形態」『東北アジアの考古学研究』(p173-211) 

●岡村秀典 「遼寧省阜新県南梁石城遺跡考古測量調査 j『東北アジアの考古学研究』（p 



 45-63) 

●岡村秀典 「灰釉陶（原始瓷）器起源論」『日中文化研究』7      (p91-98) 

●岡村秀典 「古代中国の僥器製作技術」『しにか』6-7 (p42-47) 

●岡村秀典 「湖北陰相城遺跡の日中共同調査」『福岡からアジアへ』3（p66-88） 

●岡村秀典 「漢，六朝代の紀年鏡」『考古学ジャーナル』388     (p2-4) 

●小田義久 「吐魯番出土沮渠蒙遜夫人彭氏随葬衣物疏について」『龍谷大学論集』446 

（p160-173） 

●小田義久 F「大谷探検隊将来の庫車出土文書について」『東洋史苑』40/41 

●小田木治太郎 「いわゆる『中国北方青銅文化』の鹿角製馬具」『天理参考館報』8（p 

 7-90） 

●越智重明 「戦国秦漢時代の集落（１）」『比較文化年報』４ 

●梶山勝  「魚米の郷，デルタ湖沼地帯」『日中文化研究』7      (p18-31) 

●加藤真二 「中国中石器論争について」『古代文化』47-6     (p14-40) 

●金子皓彦 「墨の作り方」『しにか』6-7     (p76-79) 

●金子皓彦 「筆の作り方」『しにか』6-7     (p80-82) 

●兼田信一郎 「六朝期江南の村落についての一考察」『中国古代の国家と民衆』(p315- 

 332) 

●許宏 「曲阜魯国故城をめぐる諸問題について」『東洋学報』77-1/2 

●百済康義 「敦煌 17 窟出土ウイグル訳『無量寿経』断片」『龍谷紀要』17-1 

●工藤元男 「禹の遺跡とその民族的伝承を求めて」『東洋の思想と宗教』12 

●黄曉芥 「楚墓から漢墓ヘ―埋葬施設における開通志向の実現―」『史林』78－5（p42- 

 75） 

●甲元真之 「中国先史時代の抜歯習俗」『文明学原理』(p287-293) 

●古賀登 「古杜蜀国攷」『中国古代の国家と民衆』（p3-19） 

●小林伸二 「春秋時代の『取』国について」『集刊東洋学』74 

●小林宏光 「嘉峪関魏晋墓壁画試論」『中国古代の国家と民衆』(p295-313) 

●小南一郎 「躬の儀礼化をめぐって」『中国古代礼制研究』(p47-116) 

●小柳美樹 「長江中流域新石器文化の基礎的研究」『東南アジア考古学』15     (p1-26） 

●斎藤理恵子 「敦煌台 249 窟天井における中国的図像の受容形態」『仏教芸術』218     

(p39-56） 

●斉藤道子 「□公鐘儀考」『史学』64-3/4 

●佐藤長 「夏王朝の実在性について」（上）『古代文化』47-8     (p28-37) 

●佐藤長 「夏王朝の実在性について」（下）『古代文化』47-9     (p14-24） 

●佐原康夫 「漢長安城再考」『会報』＜日本中国考古学会＞ 5（p1-20） 

●謝明良 「山西唐墓出土陶磁をめぐる諸問題」『上原和博士古稀記念美術史論集』(p217 

 -262) 



●小龍敬道 「人格形成における射侯と投壺について」『栗原圭介博士頌壽記念東洋学論文 

 集』 

●徐建新 「北京に現存する好太王碑原石拓本の調査と研究」『史学雑誌』３ 

●徐朝龍 「長江上流域における青銅時代の華：三星堆文明」『日中文化研究』7 (p66-80) 

●徐朝龍 「古代蜀文化―三星堆遺跡について―」『東海史学』29 

●菅谷文則 「素描 雲南における水稲栽培の始まり」『東アジアの稲作起源と古代文化』 

 (P257-269) 

●菅谷文則 「中国前二十世紀から紀元前後までの気候」『歴史と気候』 

●杉本憲司 「蔡国古城の城門について」『中国の古代都市』(p105-124) 

●斉東方・張静 「中国出土的波斯薩：凸出円紋切子装飾琉璃器」『創大アジア研究』16 

●蘇哲 「中国先史時代の農耕部族と稲作文化の伝播」『東アジアの稲作起源と古代稲作文 

 化』(P267-272) 

●高浜侑子 「秦漢時代における模型明器」『会報』＜日本中国考古学会＞5（p21-45） 

●高浜秀 「西周．東周時代における中国北辺の文化」『文明学原理』(p339-357) 

●巽善信 「葬玉における含蝉の意味」 『西谷眞治先生古稀記念論文集』(p719-739) 

●巽善信 「東アジアの馬冑」 『古代文化』47-5 

●谷口満  「虎乳子文伝説の研究」『東洋史論集』＜東北大学＞６ 

●田村和親 「甲骨学の将来への原動力」『東方』117     (p22-24) 

●田村晃一 「咸鏡南・北道地方における渤海遺跡の調査」『中国の古代都市』(P120-128) 

●俵寛司 「古式銅鼓の編年と分布―ヘーゲルＩ式前半期銅鼓の動態と意味」『会報』＜日 

 本中国考古学会＞5（p70-102） 

●坪井清足「中国建築余話」『中国の古代都市』（p3-40） 

●鶴間和幸 「秦楚の争覇と中国の統一」『「ﾖ中文化研究」7     (p174-184) 

●鶴間和幸 「秦始皇帝陵建設の時代」『東洋史研究』53-4     (p 3 0-54) 

●寺澤薫 「中国古代収穫具の基礎的研究」『東アジアの稲作起源と古代稲作文化』(p215 

 -256) 

●外山潔 「五胡十六国期の金製冠飾について―遼寧省出土品を中心にして―」『上原和博 

 士古稀記念美術史論集』 (p191-216) 
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