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【図録・シンポジウム】 

飛鳥資料館カタログ第 16 冊 平成 18 年度秋期特別展『飛鳥の金工 海獣葡萄鏡の諸相』飛鳥資料館 

京都大学 21 世紀 COE プログラム『東アジア世界の人文情報学研究教育拠点 漢字文化の全き継承と発展の

ために 国際ワークショップ「近代東アジアの情報－質と量」報告書』京都大学人文科学研究所 

京都大学 21 世紀 COE プログラム『東アジア世界の人文情報学研究教育拠点 漢字文化の全き継承と発展のため

に オープン・フォーラム「漢字文化の今 3」報告書 漢字教育の現場から』京都大学人文科学研究所 

京都大学大学院文学研究科『遼文化･遼寧省調査報告書』京都大学大学院文学研究科 21 世紀ＣＯＥプログラム「グ

ローバル時代の多元的人文学の拠点形成」、京都大学大学院文学研究科 

國學院大學 21 世紀 COE プログラム 国際シンポジウム 予稿集（附 國學院大學 21 世紀 COE プログラム 2006

年度考古学調査報告）『東アジア世界における日本基層文化の考古学的解明』國學院大學 21 世紀 COE プロ

グラム 神道と日本文化の国学的研究発信の拠点形成 基層文化としての神道・日本文化研究グループ 

泉屋博古館特別展『唐鏡』泉屋博古館 

考古資料展１「日本･中国の古瓦」図録『駒澤大学禅文化歴史博物館所蔵の古瓦』駒澤大学禅文化歴史博物

館 

斉藤努『東アジア地域における青銅器文化の移入と変容および流通に関する多角的比較研究』国立歴史民俗博物

館 

世界考古学会議中間会議大阪大会『共生の考古学－過去との会話、遺産の継承』大阪歴史博物館 

平成 18 年度文化財講座資料集（第 1 回～第 10 回）『東アジアの古墳壁画の世界』財団法人大阪府文化財センター 

山口県立萩美術館・浦上記念館『東方はるかなユートピア―煙台地区出土文物精華―』山口県立萩美術館・浦上

記念館 

歴博国際シンポジウム 2006『古代アジアの青銅器文化と社会－起源・年代・系譜・流通・儀礼』発表要旨集国立

歴史民俗博物館 

 

 

【単行本】 

愛新覺羅烏拉煕春『契丹文墓誌より見た遼史』松香堂 

浅野裕一『古代中国の宇宙論』岩波書店 

網干善教『壁画古墳の研究』学生社 

稲葉一郎『中国史学史の研究』〈東洋史研究叢刊 70〉京都大学学術出版会 

稲畑耕一郎 監修，劉煒 編，尹夏清 著，佐藤浩一 訳『図説 中国文明史 6 隋唐 開かれた文明』創元社 

稲畑耕一郎 監修，劉煒 編，王莉 著，児島弘一郎 訳『図説 中国文明 9 明 在野の文明』創元社 

稲畑耕一郎 監修，劉煒 編，杭侃 著，大森信徳 訳『図説 中国文明史 7 宋 成熟する文明』創元社 

稲畑耕一郎 監修，劉煒 編，杭侃 著，表野和江 訳『図説 中国文明史 8 遼西夏金元 草原の文明』創元社 

稲畑耕一郎 監修，劉煒 編，趙春青・秦文生 著，後藤 健 訳『図説 中国文明史 1 先史 文明への胎動』創元社 

稲畑耕一郎 監修，劉煒 編，陳萬雄・張倩儀 著，川 浩二 訳『図説 中国文明史 10 清 文明の極地』創元社 

上田 雄『遣唐使全航海』草思社 

馬凌云・夏局憲 著，郭燕 写真『写真で見る中国 〈2〉 秦の兵馬俑』NHK エンタープライズ 

太田幸男『中国古代史と歴史認識』〈歴史学叢書〉名著刊行会 

岡村秀典 編『雲岡石窟 遺物編』朋友書店 

会布川寛 編『中国美術の図像学』京都大学人文科学研究所 

金子修一『中国古代皇帝祭祀の研究』岩波書店 

川又正智『漢代以前のシルクロード 運ばれた馬とラピスラズリ』〈ユーラシア考古学選書〉雄山閣 

岸本美緒 責任編集『東洋学の磁場』〈岩波講座 「帝国」日本の学知 3〉岩波書店 

北郷泰道『海を渡った日本文化 古代の韓半島と日本列島』鉱脈社 

久米旺生・丹羽隼兵・竹内良雄 編『史記 8 『史記』小事典』〈徳間文庫〉徳間書店 

甲元眞之『東北アジアの青銅器文化と社会』同成社 

小島 毅『海から見た歴史と伝統 遣唐使・倭寇・儒教』勉誠出版 

小南一郎『古代中国 天命と青銅器 諸文明の起源』〈学術選書 14〉京都大学学術出版会 

佐藤武敏『中国古代書簡集』〈講談社学術文庫 1790〉講談社 

沢田多喜男『黄帝四經 馬王堆簡帛書老子乙本巻前古佚書』知泉書館 

澤田洋太郎『伽耶は日本のルーツ 改定新版』新泉社 



司馬遷 著，大石智良・丹羽隼兵 訳『史記 5 権力の構造』〈徳間文庫〉徳間書店 

司馬遷 著，西野広祥 訳『史記 7 思想の運命』〈徳間文庫〉徳間書店 

司馬遷 著，村山 孚・竹内義雄 訳『史記 6 歴史の底流』〈徳間文庫〉徳間書店 

司馬遷 著，和田武司・山谷弘之 訳『史記 4 逆転の力学』〈徳間文庫〉徳間書店 

朱淵清・高木智見『中国出土文献の世界 新発見と学術の歴史』創文社 

白川 静『白川静著作集 別巻 殷文札記 金文通釈読編』平凡社 

武田和哉『草原の王朝・契丹国（遼朝）の遺跡と文物 内蒙古自治区赤峰市域の契丹遺跡・文物の調査概要報告書』

勉誠出版 

田中良之・川本芳明 編『東アジア古代国家論 プロセス・モデル・アイデンティティ』すいれん舎 

中京大学社会科学研究所中国の文化と社会研究プロジェクト『中国研究論集』白帝社 

長江流域文化研究所 編『長江流域と巴蜀，楚の地域文化』雄山閣 

張娜麗『西域出土文書の基礎的研究 中国古代における小学書・童蒙書の諸相』〈汲古叢書 66〉汲古書院 

鶴間和幸・黄暁芬『中国古代文明 世界歴史の旅』山川出版社 

砺波護・岸本美緒・杉山正明 編『中国歴史研究入門』名古屋大学出版会 

中村圭爾『六朝江南地域史研究』汲古書院 

日本敦煌学論叢編集委員会『日本敦煌学論叢 第 1 巻』比較文化研究所 

長谷部楽爾『東洋陶磁史研究』中央公論美術出版 

東アジア恠異学会 編『亀卜 歴史の地層に秘められたうらないの技をほりおこす』臨川書店 

久々知 武『隼人族呉人説』新風社 

福井重雅 編『中国古代の歴史家たち 司馬遷・班固・范曄・陳寿の列伝訳注』早稲田大学出版部 

藤田勝久『項羽と劉邦の時代 秦漢帝国興亡史』〈講談社選書メチエ 370〉講談社 

藤田友治 編著『遣唐使・井真成の墓誌 いのまなり市民シンポジウムの記録』ミネルヴァ書房 

堀 敏一『東アジア世界の形成 中国と周辺国家』〈汲古叢書 64〉汲古書院 

牧角悦子『中国古代の祭祀と文学』創文社 

松田壽男『アジアの歴史 東西交渉からみた前近代の世界像』〈岩波元代文庫〉岩波書店 

松本征夫『幻の楼蘭 ロプ・ノールの謎』櫂歌書房 

三杉隆敏『海のシルクロードを調べる事典』芙蓉書房出版 

籾山 明『中国古代訴訟制度の研究』京都大学学術出版会 

森 公章『東アジアの動乱と倭国』吉川弘文館 

吉田賢抗・瀧 康秀 編『史記 世家』〈新書漢文大系 31〉明治書院 

吉田賢抗・瀧 康秀 編『史記 世家 2』〈新書漢文大系 32〉明治書院 

立命館東洋史学会 編『中国古代史論叢三集』〈立命館東洋史学会叢書 5〉立命館東洋史学会 

劉正愛『民族生成の歴史人類学 満州･旗人・満族』風響社 

早稲田大学アジア地域文化エンハンシング研究センター 編『アジア地域文化学の発展 21 世紀 COE プログラム

研究集成』雄山閣 

早稲田大学アジア地域文化エンハンシング研究センター 編『アジア地域文化学の構築 21 世紀 COE プログラム

研究集成』雄山閣 

 

 

【論考】 

愛新覺羅烏拉熙春「契丹の社会組織 －金啓孮先生逝去 2 周年に寄せて－」『立命館文学』第 596 号,立命館大学人

文学会, pp. 21-66 

愛新覺羅烏拉熙春「遼朝の皇族 －金啓孮先生逝去 2 周年に寄せて－」『立命館文学』第 594 号,立命館大学人文学

会, pp. 48-142 

愛新覺羅烏拉熙春「蒙古九峰石壁石刻と「札兀惕・忽里」」『立命館文学』第 595 号,立命館大学人文学会, pp. 63-59 

秋田佳奈「敦煌莫高窟元代第四六五窟における図像表現の特質とその受容 －蔵伝密教の作例を手がかりにして

－」『京都橘大学大学院研究論集 文学研究科』第 4 号,京都橘大学大学院, pp. 1-38 

浅岡俊夫「ダイダンウイリク遺跡の仏教寺院調査概報(2002 年)」『郵政考古紀要』第 38 号,郵政考古学会, pp. 17-46 

浅野裕一「上天・上帝信仰と砂漠の一神教」『中国研究集刊』第 40 号,大阪大学中国哲学研究室, pp. 1-34 

東 潮「高句麗王陵と巨大積石塚 －国内城時代の陵園制－」『朝鮮学報』第 199・200 号,朝鮮学会, pp. 1-36 

吾妻重二「儒教祭祀の性格と範囲について」『アジア文化交流研究』第 1 号,関西大学アジア文化交流研究センタ

ー, pp. 73-90 

阿部幸信「後漢車制考 －読『続漢書』輿服志箚記・その 1－」『史艸』第 47 号,日本女子大学史学研究会, pp. 52-74 

新井 宏「鉛同位体比から見て三角縁神獣鏡は非魏鏡 －副葬期で鉛が変る奇妙な船載鏡群と関連して－」『東アジ

アの古代文化』129 号,古代学研究所, pp. 54-83 

新井 宏「古代東アジアにおける土地計量制度の変遷」『計量史研究』Vol.28 No.1,日本計量史学会, pp. 3-8 



新川登亀男「漢字受容にみる日本列島の地域文化」『アジア地域文化学の構築』早稲田大学アジア地域文化エンハ

ンシング研究センター 編、雄山閣, pp. 75-107 

荒木雪菜「『詩経』有瞽篇、霊台篇の存在意義」『西南学院大学大学院文学研究論集』第 25 号,西南学院大学大学

院,  

飯島和俊「秦ケン書文字異同 －張家山漢簡「秦☆書」案例十七から二十二までをめぐって－」『紀要 史学科』史

学第 5 号 1,中央大学文学部, pp. 69-98 

飯島武次・岡村秀典・宮本一夫・平勢隆郎「座談会 夏王朝探索－現状と展望－」『東北学院大学論集 歴史と文化

（旧歴史学・地理学）』第 41 号 ,東北学院大学学術研究会, pp. 25-68 

飯田祥子「後漢辺群支配に関する一考察 －放棄と再建を手がかりとして－」『名古屋大学東洋史研究報告』30,名

古屋大学東洋史研究室, pp. 49-77 

池田知正「7 世紀初頭までの突厥の政局 諸首長とその所部の分析を通じて」『東洋文化研究所紀要』第 149 冊,東

京大學東洋文化研究所, pp. 368-328 

石井 仁・渡邉義浩「西晋墓誌二題」『駒澤史学』第 66 号,駒澤史学会, pp. 80-100 

石岡 浩「秦の城旦舂刑の特殊性 －前漢文帝刑法改革のもう 1 つの発端－」『東洋學報』第 88 巻第 2 號,東洋文庫, 

pp. 1-32 

石黒ひさ子「「五等爵」再考」『駿台史學』第 129 号,駿台史学会, pp. 1-20 

石松日奈子「中国仏教造像の供養者像 －仏教美術史研究の新たな視点－」『美術史』160,美術史學會, pp. 364-377 

伊藤宏明「「徐州刺史社嗣先墓誌」雑感」『鹿児島大学法文学部紀要 人文学科論集』第 63 号,鹿児島大学法文学部, 

pp. 73-88 

井上充幸「姜紹書と王越石 －『韻石齋筆談』に見る明末清初の藝術市場と徽州商人の活動－」『東洋史研究』第

64 巻第 4 號,東洋史研究会, pp. 1-37 

今村佳子「中国における楽器の発達に関する基礎的研究」『考古学研究』第 52 号第 4 号,考古学研究会, pp. 72-92 

井本英一「有翼円盤と有翼人面牡牛像」『大阪外国語大学論集』第 32 号,大阪外国語大学, pp. 123-164 

印群「論三角援青銅戈入滇的経過及嬗変 兼説与日本青銅戈的相似因素」『国立歴史民俗博物館研究報告』第

130 集,人間文化研究機構国立歴史民俗博物館, pp. 97-118 

殷光明 著（北村永 訳）「敦煌西晋墓出土の墨書題記画像磚をめぐる考察」『佛教藝術』第 285 号,毎日新聞社, pp. 

45-72 

上田裕之「清初各省の制銭供給政策 －銀の時代の清朝と銅銭－」『史學』第 75 巻第 1 号,三田史學会, pp. 73-102 

上野祥史「建安廿二年重列神獣鏡の製作について」『泉屋博古館紀要』第 22 巻,泉屋博古館, pp. 1-28 

上原 和「龍門石窟古陽洞の開鑿年代（上） －北魏孝文帝の洛陽遷都以後と見做す現行の通説の誤謬を正す－」『成

城文藝』第 195 号,成城大学文芸学部, pp. 1-44 

上原 和「龍門石窟古陽洞の開鑿年代（下） －北魏孝文帝の洛陽遷都以後と見做す現行の通説の誤謬を正す－」『成

城文藝』第 196 号,成城大学文芸学部, pp. 1-29 

臼杵 勲「アムール川流域の金・東夏遺跡」『13～19 世紀における列島北方地域史とアムール川流域文化の相互関

連に関する研究』榎森進 編（平成 14 年度～17 年度化学研究費報告書）, pp. 1-7 

臼杵勲・千田嘉博・前川要「モンゴルトーラ川流域の契丹城郭」『考古学研究』第 53 巻第 3 号,考古学研究会, pp. 

117-120 

江川式部「唐朝祭祀における三献」『駿台史學』第 129 号,駿台史学会, pp. 21-51  

王素「近年来中国出土文献整理研究概報」『唐代史研究』第 9 号,唐代史研究会, pp. 106-113 

王巍「夏王朝の考古学的探求 －夏王朝関連の考古学的新発見を中心として－」『東北学院大学論集 歴史と文化』

第 41 号,東北学院大学学術研究会, pp. 1-24 

王錫平「建国以来の煙台地区出土の商周銘文青銅器の概要」『東方はるかなユートピア―煙台地区出土文物精華―』

山口県立萩美術館・浦上記念館, pp. 72-80 

王妙発「中国における先史集落及び初期都市研究のあゆみ －考古地理学の角度から－」『和歌山大学経済学会研

究年報』10,和歌山大学経済学会, pp. 119-142 

王明珂 著（本間寛之 訳）「古代中国漢代の羌(2) －生態学的辺境と民族的境界－」『早稲田大学長江流域文化研究

所年報』第 4 号,早稲田大学長江流域文化研究所, pp. 165-208 

大西克也「戦国時代の文字と言葉 －秦・楚の違いを中心に－」『長江流域と巴蜀、楚の地域文化』長江流域文化

研究所 編、雄山閣, pp. 146-174 

大橋一章「百済･日本への南朝仏教美術の伝播と変容」『アジア地域文化学の構築』早稲田大学アジア地域文化エ
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