
2018年中国哲学関係論著リスト（論文等）
著者／訳者 論題 掲載先 掲載号数（空

欄は編著）
発行者

総記 有馬卓也 町田三郎先生の思い出 九州大学中国哲学論集 44 九州大学中国哲学研究会

池平紀子，石野一晴 第二回日仏中国宗教研究者会議参加報告 東方宗教 131 日本道教学会

板橋暁子 「才女」をめぐる視線 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

稲畑耕一郎／王小林（採訪） 彷徨古今而求索，但開風気不為師—日本漢学家稲畑耕一郎教授訪談録 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

岩本篤志 浜田徳海旧蔵敦煌文献再考―国立国会図書館蔵本と北京伍倫国際拍売公司本をめぐって 敦煌写本研究年報 12 中国中世写本研究班

大形徹 中国の古典に学ぶ生と死―道教や民間信仰における死生観 懐徳 86 懐徳堂堂友会

大野圭介 『山海経』から『白沢図』へ 富山大学人文学部紀要 68 富山大学人文学部

岡野浩二 中国と日本の国家仏教 古代東アジアの仏教交流 勉誠出版

神塚淑子 中国宗教思想研究四十年 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

川合安 追悼：安田二郎先生 東方学 136 東方学会

川本芳昭 追想：紙屋正和さんのこと 日本秦漢史研究 19 日本秦漢史学会

木村淳 第三回中国近現代文化研究会大会開催報告 中国近現代文化研究 19 中国近現代文化研究会

窪添慶文 歴史の風：墓誌研究雑感 史学雑誌 127（3） 史学会

久米晋平 追悼文：松川健二先生のお姿 陽明学 28 二松学舎大学陽明学研究所

玄幸子 内藤湖南の大英博物館所蔵敦煌文献（仏典・仏経）調査について 日本古写経研究所研究紀要 3
国際仏教学大学院大学附置日本古写経

研究所

小松昌弘 内藤湖南没後八十年の評価（その2） 書論 44 書論編集室

酒井規史 第五十九福地「張公洞」と周辺地域の宗教関連遺跡の現況 洞天福地研究 8 洞天福地研究編集委員会

榊原健一，中村聡 原始儒教・孔子儒教・朱子学―公理論的アプローチ 新しい漢字漢文教育 67 全国漢文教育学会

佐々木佑記 長尾雨山ゆかりの地をめぐる 中国近現代文化研究 19 中国近現代文化研究会

高崎駿士 鄭風・子衿篇の解釈史―漢代から清代を中心に 集刊東洋学 118 中国文史哲研究会

高戸聡 漢文教育における「訓読」と「音読」 福岡女学院大学紀要人文学部編 28 福岡女学院大学人文学部

田中史生 古代東アジアの仏教と民間の国際交易 古代東アジアの仏教交流 勉誠出版

趙景達 東アジアの儒教化と近代 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

陳琳琳 敦煌文書発見初期における中・日・欧の学者間の対応と交流―王国維と羅振玉を中心に 東アジア文化交渉研究 11 関西大学文化交渉学教育研究拠点

寺西光輝 漢文教育の「質的転換」への課題と展望 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

寺本亮晋
ナポリにおける国際シンポジウムの報告

東洋の思想と宗教 35 早稲田大学東洋哲学会

董伊莎 洪範系思想における疫病の認識について—「六沴」及び災異を中心に 東アジア文化交渉研究 11 関西大学文化交渉学教育研究拠点

礪波護，井波陵一，浅見直一

郎，中砂明徳，江川式部，承

志，今西智久

学問の思い出―礪波護先生を囲んで 東方学 135 東方学会

松丸道雄，平勢隆郎，吉開将

人，大西克也，鈴木敦
学問の思い出―松丸道雄先生を囲んで 東方学 136 東方学会

森由利亜 福井文雅先生追悼：弔辞+C:CF20B:FB:FF20B:FA:F 東洋の思想と宗教 35 早稲田大学東洋哲学会

姚毅 中国医学における医療・身体とジェンダー 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

吉川忠夫 安田二郎君追悼 東方学 136 東方学会

鷲尾祐子 中国古代の戸籍と家族 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

先秦 安東麟 西周金文の“抽出法”試案―不明瞭な西周金文、摹刻された文字の復元 書論 44 書論編集室

池澤優 北京大学蔵秦牘「泰原有死者」考釈 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

今田裕志 上博楚簡『君子為礼』における徳目の分化 東洋文化 98 東京大学東洋文化研究所



今田裕志 上博楚簡『君子為礼』訳注 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

岩井憲幸 『魯語』（3）翻刻並びに注 明治大学教養論集 535 明治大学教養論集刊行会

尹弘兵 早期文明視野下的南方与《禹貢》“荊州”之域 中国史学 28 朋友書店

植田渥雄 第111回大会特別講演 『論語』の修辞と文体 文体論研究 64 日本文体論学会

海老根量介 戦国期楚における「日書」の利用について 東洋文化 98 東京大学東洋文化研究所

遠藤寛朗 『詩経』に於ける「鹿」に就いて 二松学舎大学論集 61 二松学舎大学文学部

鄔可晶／北川直子（訳） 戦国秦漢出土文献と『孔子家語』成書研究 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

王中江／吉田薫（訳） 「道」と「万物」の三重関係―老子の世界観における全体構造（前篇） 国文目白 57 日本女子大学国語国文学会

大島啓輔 夏王朝伝承の神話的実像 歴史民俗学研究 2 龍谷大学民俗研究会

大西克也 「非発掘簡」を扱うために 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

大西克也 見果てぬ三晋簡―後書きに代えて 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

荻野友範 『墨子』兼愛論の論理展開―小取篇との関わりから 慶応義塾中国文学会報 2 慶応義塾中国文学会

郭永秉／宮島和也（訳）
清華簡『繋年』抄写時代の推定―及び文字の形体から見た、戦国楚文字の地域的特徴形

成の複雜なプロセス
中国出土資料の多角的研究 汲古書院

角道亮介 考古資料からみた龍の起源 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

椛島雅弘 銀雀山漢墓竹簡『天地八風五行客主五音之居』における八風理論とその変遷 中国出土資料研究 22 中国出土資料研究会

草野友子 「中国簡帛学国際論壇二〇一七・新出土戦国秦漢簡牘研究」参加報告 東方 446 東方書店

小寺敦 清華簡『鄭武夫人規孺子』に関する初歩的考察 東洋文化 98 東京大学東洋文化研究所

小寺敦 清華簡『鄭武夫人規孺子』の謙虚な君子像について 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

斉藤道子 古代中国における身体障害者—「境界者」としての性質をめぐって 中国史学 28 朋友書店

坂本頼之 性善説と性悪説 国士舘哲学 22 国士舘大学哲学会

佐藤将之 『呂氏春秋』と『荀子』の人間観と群論に見える「世界国家」の構想 Aoyama journal of international studies 5 青山学院大学国際研究センター

末永高康 『儀礼』における礼の儀節の分岐について 日本中国学会報 70 日本中国学会

末永高康 天水放馬灘秦簡『日書』乙種「入八月四日己丑旦心」をめぐる一考察 中国研究集刊 64 大阪大学文学部中国哲学研究室

曹峰 清華簡《湯在啻門》訳注 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

高畑常信 孔子と孔子の門人たち（2） 香川大学国文研究 43 香川大学国文学会

谷秀樹 西周代姓考 立命館文学 659 立命館大学人文学会

趙平安 重読清華簡《厚父》筆記 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

土田健次郎 論語入門（12）孔子と音楽 弘道 126（1112） 日本弘道会

土田健次郎 論語入門（13）勉強の心がまえ 弘道 126（1113） 日本弘道会

土田健次郎 論語入門（14）学ぶことと思うこと 弘道 126（1114） 日本弘道会

土田健次郎 論語入門（15）先生に対する姿勢 弘道 126（1115） 日本弘道会

土田健次郎 論語入門（16）孔子と弟子（1）顔回 弘道 126（1116） 日本弘道会

杜雪 我有嘉賓鼓瑟吹笙—《儀礼》“賓礼”、“嘉礼”中的音楽及其附翼、娯興因素 早稲田大学総合人文科学研究センター研究誌 6 早稲田大学総合人文科学研究センター

董珊／柏倉優一（訳） 「曾国之謎」から語る国、族名称の沿革 中国出土資料研究 22 中国出土資料研究会

騰興建 商代的夢観念研究 愛知大学国際問題研究所紀要 152 愛知大学国際問題研究所

西信康 称謂・存在・処世―郭店楚簡『太一生水』下篇に関する覚え書き 中国哲学 45.46 北海道中国哲学会

丹羽崇史 考古学研究から見た非発掘簡―商周青銅器研究との対比を中心に 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

花房卓爾
春秋時代における諸国間・氏族間の各種関係に起因する感情について―通婚関係・血縁

関係の場合
哲学 70 広島哲学会

原孝治 『墨子』貴義篇補正 大東文化大学漢学会誌 57 大東文化大学漢学会

原孝治 『墨子』公孟篇補正 大東文化大学漢学会誌 57 大東文化大学漢学会

原孝治 『墨子』耕柱篇補正 大東文化大学漢学会誌 57 大東文化大学漢学会

原孝治 『墨子』魯問篇補正 大東文化大学漢学会誌 57 大東文化大学漢学会

平㔟隆郎 楚国世族の邑管領と呉起変法 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

福田哲之 清華簡の字迹とその関係性―第Ⅰ類A・B・C種を中心に 中国研究集刊 64 大阪大学文学部中国哲学研究室

前田宏樹 「悪」から見る『荘子』成立事情 和漢語文研究 16 京都府立大学国中文学会



牧角悦子 古典とその「解釈」―『詩経』を例として 二松学舎大学東アジア学術総合研究所集刊 48 二松学舎大学東アジア学術総合研究所

水野卓 『春秋事語』に見える君主の称謂 資料学の方法を探る 17 愛媛大学法文学部

宮島和也 清華大学蔵戦国竹簡（染）『趙簡子』訳注 中国出土資料研究 22 中国出土資料研究会

宮島和也 漢字文化の源を知る［松丸道雄著 甲骨文の話］ 東方 444 東方書店

森和 戦国簡牘研究の新展開 古代文化 70（3） 古代学協会

谷中信一 郭店『老子』二千言は何を語るか 斯文 133 斯文会

谷中信一 清華簡（六）『管仲』訳注並びに論考 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

谷中信一 清華簡『命訓』の思想と成立について 東洋文化 98 東京大学東洋文化研究所

山本尭 神々のやどる器―住友コレクションの中国青銅器 東方 452 東方書店

吉永慎二郎 先秦の「春秋」テキストと「春秋」学 新しい漢字漢文教育 66 全国漢文教育学会

吉本道雅 『左伝』と鄭 中国史学 28 朋友書店

羅濤 北大簡《妄稽》篇補釈及編聯問題 東洋文化 98 東京大学東洋文化研究所

雷欣翰 《鶡冠子》宇宙生成論中的“気” 中国出土資料研究 22 中国出土資料研究会

李鋭，邵沢慧 《荘子・天下》篇成文時間新探 中国史学 28 朋友書店

劉国忠 従清華簡《繋年》看両周之際的史事 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

マイケル・ローウィー／名和

敏光，馬場真理子（訳）
堪輿―詞和時辰的選択 中国出土資料研究 22 中国出土資料研究会

若江賢三 『漢書』刑法志と『張家山漢墓竹簡』 資料学の方法を探る 17 愛媛大学法文学部

和田敬典
利［キ］銘文に見える「歳鼎」について―「歳」＝歳星説と「歳」＝祭祀説について論

ず
中国哲学 45.46 北海道中国哲学会

秦・漢 青木俊介 西北漢簡研究の沿革と新段階 古代文化 70（3） 古代学協会

有馬卓也 『淮南万畢術』拾遺（5） 東洋古典学研究 45 広島大学東洋古典学研究会

有馬卓也 『淮南万畢術』拾遺（6） 東洋古典学研究 46 広島大学東洋古典学研究会

池田知久 『老子』における「天下」全体の政治秩序の構想―馬王堆帛書甲本に基づいて 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

石井真美子，村田進，山内貴

（訳）
『銀雀山漢墓竹簡〔貳〕』譚注（7） 学林 66 中国芸文研究会

井上了 魯申公と浮丘伯とについて 集刊東洋学 119 中国文史哲研究会

井ノ口哲也 王充の聖人観 中央大学文学部紀要 272 中央大学文学部

大形徹 仙人の飲食 人文学論集 36 大阪府立大学人文学会

荻野友範 『毛詩』「小序」における「美刺」の統計的把握 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

草野友子 北大漢簡『周馴』の思想史的硏究―『詩』の引用を中心に 漢字学研究 6
立命館大学白川靜記念東洋文字文化硏

究所

黒﨑恵輔 漢代礼学における「経」「記」から「義」への展開について―『礼記』冠義篇を中心に 早稲田大学大学院文学研究科紀要 63 早稲田大学大学院文学研究科

顧歆芸 日蔵宋版《論衡》考辨 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

釈果暉 安世高の訳経スタイルの研究—八正道経を例として 印度学仏教学研究 66（3） 日本印度学仏教学会

朱鳳瀚 北大蔵秦漢《教女》釈文再探 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

城山陽宣 漢代における経学観念の変容―六芸・六経・五経の系譜を中心に
研究東洋 : 東日本国際大学東洋思想研究所・儒学文化

研究所紀要
8 東日本国際大学出版会

「秦代出土文字史料の硏究」

班（訳）
嶽麓書院所蔵簡《秦律令（壹）》訳注稿（その1） 東方学報 京都 92 京都大学人文科学研究所

「秦代出土文字史料の硏究」

班（訳）
嶽麓書院所蔵簡《秦律令（壹）》訳注稿（その2） 東方学報 京都 93 京都大学人文科学研究所

末永高康 坊記礼説考 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

陶安あんど 嶽麓秦簡司法文書集成『為獄等状等四種』訳注稿―事案七 法史学研究会会報 22 法史学研究会

田中良明 虹蜺初論 東洋研究 208 大東文化大学東洋研究所

張学謙 関於今伝《易緯稽覧図》的文本構成—兼論両種易占、易図類著作的時代 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店



張伝官 《急就篇》人名新証（続） 中国出土資料研究 22 中国出土資料研究会

陳侃理 北大漢簡所見的堪輿術初探及補説 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

土口史記 秦簡牘研究の新展開 古代文化 70（3） 古代学協会

鄧紅 董仲舒『春秋繁露』の五行説について 社会システム研究 16
北九州市立大学大学院社会システム研

究科

道家春代 応劭『風俗通義』怪神篇訳注稿（下） 名古屋大学中国語学文学論集 31 名古屋大学中国語学文学会

名和敏光 北京大学漢簡「揕輿」と馬王堆帛書『陰陽五行』甲篇「堪輿」の対比研究 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

南部英彦 劉歆の三統説・六芸観とその班固『漢書』への影響―「天人の道」の分析を通して 山口大学教育学部研究論叢 67 山口大学教育学部

長谷川隆一 国は賢を以て興る—『潜夫論』における現状批判と賢人観から唯才主義へ 早稲田大学大学院文学研究科紀要 63 早稲田大学大学院文学研究科

長谷川隆一 徐幹の賢人論―「名実論」を媒介として 六朝学術学会報 19 六朝学術学会

早川泉 『京氏易伝』八宮構造の継承—『周易集解』を中心に 日本中国学会報 70 日本中国学会

広瀬薫雄 老官山漢簡医書に見える診損至脈論について 中国出土資料の多角的研究 汲古書院

藤田勝久 『史記』周本紀の春秋史 資料学の方法を探る 17 愛媛大学法文学部

藤田衛 『易緯』「推厄所遭法」の解析―『周易命期略秘伝』を参考にして 東洋古典学研究 45 広島大学東洋古典学研究会

藤田衞 『荀爽九家集注』の注釈と卦象 日本中国学会報 70 日本中国学会

Fujita Mamoru On the genealogy of the Yiwei 易緯 東洋古典学研究 46 広島大学東洋古典学研究会

村田進 漢簡『反淫』にみえる道家思想について 学林 66 中国芸文研究会

矢田尚子 賈誼「弔屈原賦」再考 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

湯浅邦弘
時令説の展開―北京大学竹簡『陰陽家言』、銀雀山漢墓竹簡「陰陽時令・占候之類」を

中心として
漢字学研究 6

立命館大学白川靜記念東洋文字文化硏

究所

楊勇 《塩鉄論》研究綜述 中国史学 28 朋友書店

吉本道雅 『漢書』古今人表と春秋史 京都大学文学部研究紀要 57 京都大学文学部

渡部東一郎 荀悦の徳刑観の同時代における位置 米澤国語国文 47
山形県立米沢女子短期大学国語国文学

会

渡邉義浩 『漢書』が描く「古典中国」像 日本儒教学会報 2 日本儒教学会

渡邉義浩 劉向の『列女伝』と春秋三伝 斯文 133 斯文会

渡邉義浩 劉歆の「七略」と儒教一尊 東洋の思想と宗教 35 早稲田大学東洋哲学会

魏・晋・南北朝 安部聡一郎 魏晋簡牘研究の現在―走馬楼呉簡を中心に 古代文化 70（3） 古代学協会

井口千雪，大賀晶子，香月玲

子，川上萌実，小松謙，孫琳

浄，玉置奈保子，田村彩子，

藤田優子，宮本陽佳（訳）

「大目乾連冥間救母変文」訳注（2） 和漢語文研究 16 京都府立大学国中文学会

池田知久
『論語』公冶長・陽貨・雍也篇等に現れる性説を読む―漢唐間の性三品説との関わりに

おいて
斯文 133 斯文会

伊藤茂樹 南都浄土教と永明延寿 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

猪野毅 『敦煌吐魯番出土発病書』中の「推四方神頭脇日得病法」について 中国哲学 45.46 北海道中国哲学会

榎本あゆち
安田先生講演「『蓋愆』の孝について―後漢末・六朝期におけるその生成と展望」を聴

きて
名古屋大学東洋史研究報告 42 名古屋大学文学部東洋史研究室

大上正美 阮籍・嵆康と隠者孫登―隠者を固有の他者とする表現への契機 二松学舎大学人文論叢 100 二松学舎大学人文学会

岡田和一郎 北朝の国家イデオロギ—漢魏の故事を手がかりとして 唐宋変革研究通訊 9 唐宋変革研究会

岡村秀典 雲岡石窟の初期造像―曇曜五窟の仏龕を中心として 東方学報 京都 93 京都大学人文科学研究所

門田誠一 魏志倭人伝の丹と真珠―倭に対する宗教民俗的認識 鷹陵史学 44 仏教大学歴史研究所

魏斌 句容茅山の興起と南朝社会 洞天福地研究 8 洞天福地研究編集委員会

渓英俊 曇鸞著述に関する一考察—特に『略論安楽土義』の位置 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

黄盼 中国の埋仏について―石仏の埋納を中心に 古代文化 70（2） 古代学協会

興膳宏（訳） 金楼子訳注（10） 中国文学報 90
京都大学文学部中国語学中国文学研究

室



佐野誠子 『繋観世音応験記』の構成と観世音応験譚の南北 中国古典小説研究 21 中国古典小説研究会

佐野誠子（訳） 陸杲『繋観世音応験記』訳注稿（3） 名古屋大学中国語学文学論集 31 名古屋大学中国語学文学会

高田時雄 顧野王原本玉篇水部残巻について 敦煌写本研究年報 12 中国中世写本研究班

高橋康浩 曹魏における「才性四本論」の展開 早稲田大学総合人文科学研究センター研究誌 6 早稲田大学総合人文科学研究センター

高橋康浩 魏晋の『国語』注について―王粛・孔晁注の検討 二松学舎大学東アジア学術総合研究所集刊 48 二松学舎大学東アジア学術総合研究所

趙ウニル 王弼の始終論 中国思想史研究 39 京都大学文学部中国哲学史研究室

張名揚 宗教思想史に見る仙薬としての茶（続編） 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

陳翀 本文の翻刻と書入注の整理―九条本『文選』巻十六（中） 中国学研究論集 36 広島中国文学会

戸川貴行 南北朝における天下の中心について―影長との関係からみた 唐代史研究 21 唐代史研究会

名和敏光 『抱朴子』所見呪語の遡及的考察 東方宗教 131 日本道教学会

袴田郁一 范曄『後漢書』の後漢末観と劉宋貴族社会 東洋の思想と宗教 35 早稲田大学東洋哲学会

傅剛 日本五山板《春秋経伝集解》考論 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

武茜 『捜神記』の編纂意図―東晋内部の南北融合問題について 東京大学中国語中国文学研究室紀要 21 東京大学文学部

船山徹 梁の宝唱『比丘尼伝』の定型表現―撰者問題解決のために 東方学 135 東方学会

古橋紀宏 曹魏明帝期の皇帝宗廟制 香川大学国文研究 43 香川大学国文学会

望廬会（訳） 康僧淵張翼贈答詩訳注稿（1） 東洋古典学研究 45 広島大学東洋古典学研究会

望廬会（訳） 康僧淵張翼贈答詩訳注稿（2） 東洋古典学研究 46 広島大学東洋古典学研究会

細木佳世，花房卓爾 杜預の春秋学（4）魯と遠方諸国（鄭・許・陳・蔡）の赴告と同盟 哲学 70 広島哲学会

三木啓介 杜預『春秋経伝集解』における地理注釈の態度 三国志研究 13 三国志学会

山下洋平 北魏文明太后崩御時における孝文帝の服喪儀礼 東方学 135 東方学会

熊征 江淹の隠逸思想について―陶淵明との関わり 中国哲学 45.46 北海道中国哲学会

李子捷
玄奘帰朝以前の中国仏教における種姓（性）説について―『仁王経』・『瓔珞本業経』

を中心に
東アジア仏教研究 16 東アジア仏教研究会

李済滄 六朝貴族研究における郷品と家格―学説史的検討を中心に 中国―社会と文化 33 中国社会文化学会

渡邉登紀 四部叢刊本『鮑氏集』について 中国語中国文化 15 日本大学大学院中国学専攻

渡邉義浩 『古史考』と『帝王世紀』—儒教に即した上古史と生成論 早稲田大学大学院文学研究科紀要 63 早稲田大学大学院文学研究科

渡邉義浩 常璩『華陽国志』にみえる一統への希求 早稲田大学総合人文科学研究センター研究誌 6 早稲田大学総合人文科学研究センター

渡邉義浩 「史」の文学性―范曄の『後漢書』 東洋研究 208 大東文化大学東洋研究所

隋・唐・五代 青木佳伶 韋諗撰『注大般涅槃経』の現存諸本について 仙石山仏教学論集 10 国際仏教学大学院大学

秋山陽一郎 敦煌唐鈔本《太公六韜》（P.ch.3454）解題および釈文（上） 人文学論集 36 大阪府立大学人文学会

荒見泰史 唐王朝における三夷教と讚 敦煌写本研究年報 12 中国中世写本研究班

石野幹昌 牛頭山初祖法融禅師『心銘』に関する一考察—その成立と思想の諸問題について 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

井上了 唐修『晋書』に見える「天壌無窮」について 懐徳堂研究 9
大阪大学大学院文学研究科・文学部懐

徳堂研究センター

伊吹敦 初期禅宗と「般若経」 国際禅研究 1
東洋大学東洋学研究所国際禅研究プロ

ジェクト

臼田淳三
敦煌・トルファン出土写本の研究と敦煌秘笈（杏雨書屋第三十七回研究会講演録　杏雨

書屋の仏典）
杏雨 21 武田科学振興財団

王麗娜 A Study of Poet monks in Da Jianfu Monastery in Chang'an of the Tang China 禅学研究 96 禅学研究会

大屋正順 『敦煌秘笈』所収の礼懺文について―羽〇三九・羽六八三・羽七五五の翻刻と研究 表現学 4 大正大学表現学部表現文化学科

小川太龍 唐代禅の思想展開―空に回帰する黄檗の禅から既に空なる臨済の禅へ 禅学研究 96 禅学研究会

小野嶋祥雄 唐初期三一権実論争と三階教文献 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

柏倉明裕 『金剛錍』の撰述目的と野客について 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

衣川賢次 趙州云く、大宜は東北の角、小宜は僧堂の後 禅文化 248 禅文化研究会

桐原孝見 隋末唐初の僧善慧について 歴史民俗学研究 2 龍谷大学民俗研究会

倉本尚徳 碑文と『続高僧伝』諸本の比較研究―曇詢・僧邕伝を例として 日本古写経研究所研究紀要 3
国際仏教学大学院大学附置日本古写経

研究所



倉本尚徳 霊裕の享年—『続高僧伝』と石刻資料の比較 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

邢東風 元刊本『臨済録』について 東アジア仏教学術論集 6 東洋大学東洋学研究所

邢東風 元刊本『臨済録』の構成と価値 禅文化研究所紀要 34 禅文化研究所

邢東風 『臨済録』における「三玄三要」の形成 東洋大学東洋学研究所国際禅研究プロジェクト 3 国際禅研究

玄幸子 ベルリン国立図書館所蔵トルファン文書Ch1421（TⅡT2068）に関連して 関西大学中国文学会紀要 39 関西大学中国文学会

胡常春 太和七年崔承宗造釈迦像題記考略 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

呉進幹（戒法） 臨済義玄の禅思想再考 禅学研究 96 禅学研究会

黄青萍 敦煌文献中的北宗禅及其研究価値 国際禅研究 1
東洋大学東洋学研究所国際禅研究プロ

ジェクト

黄青萍／伊吹敦（訳） 黄青萍著「敦煌文献に見る北宗禅とその研究の意義」 国際禅研究 1
東洋大学東洋学研究所国際禅研究プロ

ジェクト

古賀英彦 神会と敦煌本壇経の祖統説 禅文化 248 禅文化研究会

後藤康夫 中国因明における“paksa”〈宗〉の“visista”〈差別〉について 中国―社会と文化 33 中国社会文化学会

齋藤智寛 『付法蔵伝』の主張とその受容―大住聖窟二十四祖像を例として 国際禅研究 1
東洋大学東洋学研究所国際禅研究プロ

ジェクト

坂本広博 止と観の源流攷―『次第禅門』から『摩訶止観』へ 天台学報 特別号2 天台学会

佐藤海音 『華厳五教章』に於ける浄土論 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

佐野誠子 『天地瑞祥志』第十四神項所引志怪佚文について―八部将軍と四道王 日本中国学会報 70 日本中国学会

柴田泰山 善導『往生礼讃』所引の彦琮法師｢願往生礼讃偈｣について 三康文化研究所年報 49 三康文化研究所

朱新林 日蔵尊経閣本《玉燭宝典》校勘劄記 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

章剣（訳） 唐古注『蒙求』校釈（1） 中国学研究論集 36 広島中国文学会

隋唐楽府文学研究班 『旧唐書』音楽志訳注稿（4） 関西大学中国文学会紀要 39 関西大学中国文学会

末永高康（訳） 礼記注疏訳注稿（8）曾子問第七（2） 東洋古典学研究 45 広島大学東洋古典学研究会

末永高康（訳） 礼記注疏訳注稿（9）曾子問第七（3） 東洋古典学研究 46 広島大学東洋古典学研究会

関悠倫 『釈摩訶衍論』における仏身観の一考察―四種身説の可能性 東アジア仏教研究 16 東アジア仏教研究会

則慧
智顗と灌頂における『大般涅槃経』解釈の相違点について—『法華玄義』と『大般涅槃

経玄義』をめぐって
仙石山仏教学論集 10 国際仏教学大学院大学

孫瑾 「鬼交」と繋がる「注」病―『病源論』を中心として 東洋古典学研究 46 広島大学東洋古典学研究会

高井龍 敦煌文献「妙法蓮華経講経文（擬）」の諸特徵と十世紀敦煌の講経 敦煌写本研究年報 12 中国中世写本研究班

高野淳一 吉蔵における「愛」 岩手県立大学盛岡短期大学部研究論集 20 岩手県立大学盛岡短期大学部

高橋智 文化財としての漢籍―文化庁所蔵宋刊唐柳先生文集に出会って 東方 454 東方書店

高橋未来 杜牧『注孫子』と趙蕤『長短経』について 茨城女子短期大学紀要 45 茨城女子短期大学

高橋未来 杜牧撰『注孫子』の故事と杜佑撰『通典』に関する一考察 学芸国語国文学 48 東京学芸大学国語国文学会

ウィックストローム・ダニエ

ル
法蔵における如来蔵縁起の成立意義—『起信論』「立義分」の解釈を通して 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

谷口高志 偏愛する文人たち―中晩唐期における嗜好への傾倒と個の標榜 九州中国学会報 56 九州中国学会

趙允卿／佐藤厚（訳） 中国仏教における相即の形成と変容 東アジア仏教研究 16 東アジア仏教研究会

張凱／松森秀幸（訳） 杏雨書屋蔵羽271『義記』の三宝思想 東アジア仏教研究 16 東アジア仏教研究会

趙青山 唐代宮廷抄経制度研究―以敦煌蔵経洞所出武后発願抄経為中心 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

張全民 隋唐長安城の仏寺遺跡と遺物 古代東アジアの仏教交流 勉誠出版

張文良／中西俊英（訳） 中国華厳教学における般若系経典 東アジア仏教研究 16 東アジア仏教研究会

張涌泉，羅慕君 敦煌残巻綴合与写巻敘録—以《金剛般若波羅蜜経》写本為中心 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

津田資久 許嵩『建康実録』の撰述と望気者の予言 史朋 50 北海道大学東洋史談話会

土屋昌明 唐長安の東明観について 洞天福地研究 8 洞天福地研究編集委員会

程正 英蔵敦煌文献から発見された禅籍について―S6980以降を中心に（2） 駒沢大学仏教学部研究紀要 76 駒沢大学

程正 英蔵敦煌文献から発見された禅籍について―S6980以降を中心に（3） 駒沢大学仏教学部論集 49 駒澤大学仏教学部研究室

董群／大澤邦由（訳） 吉蔵『金剛般若疏』研究 東アジア仏教研究 16 東アジア仏教研究会



戸崎哲彦 南宋鄭定刊『重校添註音辯唐柳先生文集』考（下） 島大言語文化 島根大学法文学部紀要 言語文化学科編 44 島根大学法文学部

戸崎哲彦 最澄と陸淳（上）『台州相送詩』と『顕戒論縁起』 島大言語文化 島根大学法文学部紀要 言語文化学科編 45 島根大学法文学部

礪波護 入唐僧と旅行記 古代東アジアの仏教交流 勉誠出版

長尾光恵 『群疑論』所説の二乗種不生論—円測との関係を中心に 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

長倉信祐 荊渓湛然と唐代密教—李華との思想交渉を中心に 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

中島志郎 禅宗四祖道信の一行三昧 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

中田美絵 唐代政治史上の会昌の廃仏―ジェンダー秩序・宗教・外来人の視点から 唐代史研究 21 唐代史研究会

トーマス・ニューホール 初唐に於ける戒体論の変容—法礪・道宣・懐素の『四分律』注釈書を中心に 印度学仏教学研究 66（3） 日本印度学仏教学会

野間文史 周易正義訓読―无妄卦・大畜卦 東洋古典学研究 45 広島大学東洋古典学研究会

野間文史 周易正義訓読―頤卦・大過卦 東洋古典学研究 46 広島大学東洋古典学研究会

Barber A. W. The Education of Linji 禅学研究 96 禅学研究会

長谷川雅雄，辻本裕成，

KNECHTPeter
「鬼」のもたらす病―中国および日本の古医学における病因観とその意義（上） アカデミア 人文・自然科学編 16 南山大学

日比宣仁 智顗の教学における病行について 東洋の思想と宗教 35 早稲田大学東洋哲学会

富嘉吟 尾張明倫堂刊本『唐丞相曲江張先生文集』をめぐって 汲古 74 汲古書院

武紹衛
進階学習中学生的知識構成与積累―敦煌蒙学教育観察之一例―以S.3491+P.3053《百行

章》為例
敦煌写本研究年報 12 中国中世写本研究班

藤本孝一 国宝『金剛場陀羅尼経』と評について 日本古写経研究所研究紀要 3
国際仏教学大学院大学附置日本古写経

研究所

平燕紅 宗密の教判思想—『原人論』を中心として 仙石山仏教学論集 10 国際仏教学大学院大学

『法苑珠林』研究会（訳） 『法苑珠林』感応縁訳注稿（4） 上智史学 63 上智大学史学研究会

宮崎洋一 プリンストン大学所蔵『顔文忠魯公文蹟』について 汲古 73 汲古書院

村上真瑞 『釈浄土群疑論』における指方立相浄土批判に対する二方向の反駁 共生文化研究 3 東海学園大学

八木春生 初唐期における仏教造像の展開 中国考古学 18 日本中国考古学会

山口弘江 『法華玄義』における『維摩経』依用について 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

山口正晃 「中国仏教」の確立と仏名経 関西大学東西学術研究所紀要 51 関西大学東西学術研究所

山崎藍，佐野誠子，佐々木聡 京都大学人文科学研究所所蔵『天地瑞祥志』第十七翻刻・校注（上） 名古屋大学中国語学文学論集 31 名古屋大学中国語学文学会

山本孝子 唐五代期の私信冒頭に見える「某啓」について 敦煌写本研究年報 12 中国中世写本研究班

山本泰照 灌頂撰『大般涅槃経玄義』における「体」について 仙石山仏教学論集 10 国際仏教学大学院大学

喩長海／松森秀幸（訳） 「初章」と三論宗思想の基盤 東アジア仏教研究 16 東アジア仏教研究会

楊明璋 敦煌文献中的高僧贊抄及其用途 敦煌写本研究年報 12 中国中世写本研究班

吉村誠 『般若波羅蜜多心経幽賛』における「空」の解釈について 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

李曉紅 従“君父師”到“天地君親師”—中古師道的存在与表現探尋 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

李広欣 中唐新春秋学“原情”思想探論—兼談新春秋学与中唐人文理念的変遷 早稲田大学総合人文科学研究センター研究誌 6 早稲田大学総合人文科学研究センター

李子捷 嘉祥吉蔵における真如と仏性について―『宝性論』・『仏性論』の依用を手掛かりに 仏教学研究 74 龍谷大学仏教学会

李錚 則天文字再考 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

梁辰雪 日本蔵《大唐陰陽書》鈔本初探 敦煌写本研究年報 12 中国中世写本研究班

林生海 敦煌写本『降魔変文』と西域宗教 敦煌写本研究年報 12 中国中世写本研究班

宋・遼・金・元 荒木見悟 『新版仏教と儒教』の執筆意図 九州大学中国哲学論集 44 九州大学中国哲学研究会

市来津由彦，望月勇希（訳） 『朱子語類』巻九五「程子之書一」訳注稿（2） 東洋古典学研究 45 広島大学東洋古典学研究会

市来津由彦 朱熹における四書注釈の「説明」と実践知の所在 中国思想史研究 39 京都大学文学部中国哲学史研究室

市来津由彦 朱熹の跋文における「感情」の表象 国学院中国学会報 64 国学院大学中国学会

内山精也 詩集の自編と出版から見る、唐宋時代における詩人意識の変遷 宋人文集の編纂と伝承 中国書店

内山精也 メディア変革と詩集自編の普遍化―初唐から北宋末まで 宋人文集の編纂と伝承 中国書店

内山精也 南宋中期の出版業隆盛がもたらした新たな展開―宋代士大夫の詩人認識とその変質 宋人文集の編纂と伝承 中国書店



内山精也 南宋後期における詩人と編者、書肆―江湖小集刊行の意味すること 宋人文集の編纂と伝承 中国書店

王海燕 杭州における入宋僧成尋の仏教的交流活動 古代東アジアの仏教交流 勉誠出版

王宗昱 《黄帝阴符経》十真集解的成書背景 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

大井さき，望月勇希（訳） 『朱子語類』巻九十五「程子之書一」訳注稿（3） 東洋古典学研究 46 広島大学東洋古典学研究会

大澤邦由 温陵戒環禅師『楞厳経要解』初探—特に泉州開元寺に着目して 駒沢大学仏教学部研究紀要 76 駒沢大学

大谷由香 南宋代南山宗における論争と日本 印度学仏教学研究 66（3） 日本印度学仏教学会

大森信徳 南宋の道士白玉蟾の書画観 人文論集 56 早稲田大学法学会

恩田裕正 『朱子語類』巻九「論知行」篇訳注（1）1条~27条 斯文 132 斯文会

恩田裕正（訳） 朱子語類訳注（21） 汲古 73 汲古書院

木村清順 朱子の占筮法について 中国哲学 45.46 北海道中国哲学会

久保田正宏 宋代天台における初心起教説の展開 早稲田大学大学院文学研究科紀要 63 早稲田大学大学院文学研究科

小早川浩大 『禅門諸祖師偈頌』にみえる浮山法遠の註釈について 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

桜木陽子 元雑劇における関羽の神格化の表現 関西大学中国文学会紀要 39 関西大学中国文学会

佐藤成順 杭州の浄行社に入社した開封の官人たち 三康文化研究所年報 49 三康文化研究所

佐藤大朗 『資治通鑑』編纂手法の検証Ⅳ（黄初元年） 三国志研究 13 三国志学会

曾貽芬，崔文印／山口謡司，

石川薫，洲脇武志（訳）
中国歷史文献学史述要—鄭樵の文献学における業績 大東文化大学漢学会誌 57 大東文化大学漢学会

孫路易（訳）
『論語集注』（朱熹撰）の日本語訳（為政第二）—『論語集注』を主とする朱子の『論

語』解釈
岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要 46 岡山大学大学院社会文化科学研究科

高橋弘臣 『臨安志』所載の臨安城外に関する史料について 資料学の方法を探る 17 愛媛大学法文学部

田中秀樹 南宋における四書疏釈書の登場とその要因—師説の継承と出版文化 史林 101（1） 史学研究会

田中美佐，原田信（訳） 『続茶経』試訳（其2） 近畿大学短大論集 51（1） 近畿大学短期大学部

田中良明 校本『乾象新書』と『乾象通鑑』に於ける『漢書』の引用 東洋研究 207 大東文化大学東洋研究所

種村和史 二つの断章取義—宋代における「如切如磋、如琢如磨」解釈の展開 日本宋代文学学会報 4 日本宋代文学学会

張卉，董涛 朱熹“道統”論発展歴程研究—以“四書”為中心 人文学論集 36 大阪府立大学人文学会

趙蕊蕊 宋代の「以食喩詩」について―蘇軾を中心に 中国研究集刊 64 大阪大学文学部中国哲学研究室

張超／伊吹敦（訳） 禅林筆記与大慧派禅僧仲温曉瑩 国際禅研究 1
東洋大学東洋学研究所国際禅研究プロ

ジェクト

辻井義輝，早坂俊広（訳） 『朱子語類』巻一二三「陳君挙（陳同甫葉正則附）」訳注（3） 東洋古典学研究 45 広島大学東洋古典学研究会

土田健次郎 宋代湖南学の思想史的位置 東方学 135 東方学会

『程氏遺書』研究会 『河南程氏遺書』訳注（一） 九州大学中国哲学論集 44 九州大学中国哲学研究会

徳護 北宋代における宝誌伝の受容—『石門文字禅』に見る覚範恵洪撰の宝誌伝を中心として 駒沢大学大学院仏教学研究会年報 51 駒沢大学大学院仏教学研究会

中嶋諒（訳） 朱子語類訳注（22） 汲古 74 汲古書院

中西久味（訳） 『大慧普覚禅師年譜』訳注稿（5） 比較宗教思想研究 18
新潟大学大学院現代社会文化研究科比

較宗教思想研究プロジェクト

中原健二 農と官の間で—王十朋の場合 日本宋代文学学会報 4 日本宋代文学学会

二松学舍大学宋明資料輪読会

公冶長篇班（訳）
『朱子語類』巻二六～巻二九訳注（10） 陽明学 28 二松学舎大学陽明学研究所

二松学舍大学宋明資料輪読会

里仁篇班（訳）
『朱子語類』巻二六～巻二九訳注（9） 陽明学 28 二松学舎大学陽明学研究所

林文孝 中国歴史思想における鏡の比喩
立教比較文明学会紀要―境界を越えて—比較文明学

の現在
18

潘超 『夷堅志』と南宋類書 地球社会統合科学研究 8 九州大学大学院地球社会統合科学府

潘超 上海図書館所蔵黄丕烈校鈔本『夷堅志』について―通行本の後十志の底本に注目して 九州中国学会報 56 九州中国学会

東英寿 周必大の『欧陽文忠公集』編纂について 宋人文集の編纂と伝承 中国書店

東英寿 編纂と伝承のフィールドワーク 宋人文集の編纂と伝承 中国書店



東英寿 范仲淹の神道碑銘をめぐる周必大と朱熹の論争―欧陽脩新発見書簡に着目して 宋人文集の編纂と伝承 中国書店

福岡『朱子語類』研討会

（訳）
『朱子語類』巻百九「論取士」訳注（1） 東洋古典学研究 46 広島大学東洋古典学研究会

細谷恵志 朱熹書「劉公神道碑銘」について 立正大学人文科学研究所年報 56 立正大学人文科学研究所

本間次彦 『朱子語類』巻六十三「中庸二」訳注（4） 明治大学教養論集 534 明治大学教養論集刊行会

本間次彦 『朱子語類』巻六十三「中庸二」訳注（5） 明治大学教養論集 537 明治大学教養論集刊行会

松野敏之 朱熹『小学』と朱寿昌譚 国士舘人文学 50 国士舘大学文学部人文学会

松野敏之 『孟子』にみえる聖人舜の悌心―万章上篇第二章に関する朱熹・張九成の解釈 新しい漢字漢文教育 66 全国漢文教育学会

三浦國雄 『北斗本命延生経』傅洞真注初探 東方宗教 131 日本道教学会

宮紀子 モンゴル時代の書物の道 漢籍の遥かな旅路 出版・流通・収蔵の諸相 研文出版

望月勇希 楊万里「心学論」とその道学思想 日本中国学会報 70 日本中国学会

森部豊
黒竜江省・吉林省における契丹（遼）・金時代の遺跡の現状と調査—遼・金時代史研究

の新しい潮流をめぐって
関西大学東西学術研究所紀要 51 関西大学東西学術研究所

山田俊 「草衣子」小攷 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

山田俊 金朝道教「真元派」再考 熊本県立大学文学部紀要 24（77） 熊本県立大学文学部

山本元隆 北宋期南山律宗における義浄への評価—義浄に対する元照の反論 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

湯川敬弘 二程子の敬と静坐の関係について―体貼の学の理解の一つの試み 中国哲学 45.46 北海道中国哲学会

𢎭和順 邢昺『論語注疏』とその特色 日本中国学会報 70 日本中国学会

廖明飛 敖継公『儀礼集説』と朱子『儀礼経伝通解』―その継承と修正 中国思想史研究 39 京都大学文学部中国哲学史研究室

渡辺紘良 共に学ぶ宋・元・明の日用数学―特に南宋楊輝の「損乗法」「九帰」について 東洋学報 100（2） 東洋文庫

明・清 荒木龍太郎 明末清初期浙江人士の思想と心情—黄宗羲の観点を通して 活水論文集 文学部編 61 活水女子大学

新田元規 学校論の傍流としての黄宗羲『明夷待訪録』「学校篇」 人間社会文化研究 26 徳島大学総合科学部

新田元規 費密『弘道書』の「道統」「道脉」論 日本中国学会報 70 日本中国学会

伊香賀隆 王龍渓と周易参道契 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

伊香賀隆，播本崇史 王龍渓講学活動に関する現地調査報告 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

伊香賀隆，播本崇史 江西省吉安陽明後学講学遺跡調査報告 白山中国学 24 東洋大学中国学会

石井道子，永冨青地（訳） 『新編天主実録』訳注（2） 人文社会科学研究 58
早稲田大学創造理工学部社会文化領域

人文社会科学研究会

石野一晴 清末の「巡礼ガイドブック」『参学知津』から見た僧侶の巡礼 洞天福地研究 8 洞天福地研究編集委員会

磯部彰 建陽本「万暦新歳」刊記考 東北アジア研究 22 東北大学東北アジア研究センター

伊藤晋太郎 「関帝文献」の構成から見る編纂の目的 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

伊藤晋太郎 「関帝文献」出版の目的—『関帝事蹟徴信編』光緒八年序重刊本を例として 二松学舎大学東アジア学術総合研究所集刊 48 二松学舎大学東アジア学術総合研究所

岩本真利絵 管志道の思想形成と政治的立場—万暦五年張居正奪情問題とその後 史林 101（3） 史学研究会

殷晴 清代における邸報の発行と流通—清朝中央情報の伝播の一側面 史学雑誌 127（12） 史学会

于芝涵／徳田武（訳） 戴震の『孟子字義疏証』の考証の特徴 江戸風雅 17 江戸風雅の会

植松宏之 明代杭州の日記体遊記について 二松学舎大学論集 61 二松学舎大学文学部

薄井俊二 明代士人の龍脈説―風水説との関わりで 東方宗教 131 日本道教学会

薄井俊二 明代の地理家王士性について 埼玉大学紀要 教育学部 67（1） 埼玉大学教育学部

内田健太 ＜唐宋派＞と公安派詩学—王龍渓を基点として 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

遠藤隆俊 明清族譜の史料性 資料学の方法を探る 17 愛媛大学法文学部

王俊鈞 絵画理論における「邪甜俗賴」とその周辺について 中国思想史研究 39 京都大学文学部中国哲学史研究室

王雯璐 漢訳教理問答『天主聖教啓蒙』の研究―明末天主教布教実態の一様相 中国―社会と文化 33 中国社会文化学会

大木康 銭謙益と程嘉燧 東方学 136 東方学会

尾﨑順一郎 恵棟『古文尚書攷』とその学術史上の位置について 集刊東洋学 119 中国文史哲研究会



笠見弥生 凌濛初と評点 東京大学中国語中国文学研究室紀要 21 東京大学文学部

川島優子 容与堂刊『李卓吾先生批評忠義水滸伝』の評語に関する考察―｢画」を中心として 東方学 136 東方学会

韓東育／仙石知子（訳）
清朝の「非漢民族世界」における「大中華」の表現—『大義覚迷録』から『清帝遜位詔

書』まで
北東アジア研究 別冊4

島根県立大学北東アジア地域研究セン

ター

岸本美緒 『夷匪犯境録』の形成と流伝 お茶の水史学 61
お茶の水女子大学文教育学部人文科学

科比較歴史学コース内読史会

岸本美緒 身分感覚とジェンダー 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

葛谷登
ヴァニョーニ述『天主教要解略』訳注（二十一）主なる神様の十戒の部（訳者補足続の

九）
言語と文化 愛知大学語学教育研究室紀要 69（39） 愛知大学語学教育研究室

呉震 心学道統論—「顔子没して聖学亡ぶ」を中心に 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

小塚由博 張潮と張鼎梅・張鼎望兄弟の交遊—書簡の応酬を手がかりに 大東文化大学漢学会誌 57 大東文化大学漢学会

五味知子 婚姻と「貞節」の構造と変容 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

伍躍 科挙の受験にかかわる行政訴訟の一考察—1851年順天府冒籍案を中心に 東アジア研究 68 大阪経済法科大学アジア研究所

坂元ひろ子 民族主義とジェンダー 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

佐々木愛 伝統家族イデオロギーと朱子学 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

佐藤鍊太郎 明清時代における陽明学批判—「無善無悪」説をめぐる論争 日本儒教学会報 2 日本儒教学会

塩山正純
『耶穌教官話問答』にみる19世紀中葉の官話の一端—『古新聖経問答』との比較を通し

て
言語と文化 愛知大学語学教育研究室紀要 69（38） 愛知大学語学教育研究室

柴田清継 矢土氏澹園を訪れた清国文人—王治本と阮丙炎 書論 44 書論編集室

小路口聡（訳） 王畿「書績渓穎浜書院同心会藉」訳注—陽明門下の講会活動記録を読む（3） 東洋思想文化 5 東洋大学文学部

小路口聡 王龍渓の良知心学と講学活動—嘉靖三十六年の「新安福田の会」を中心に 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

小路口聡 良知心学と講学活動 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

申緒璐 王龍渓の「虚寂感通」思想をめぐって 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

新藤篤史 清・康熙期のチベット仏教導入—チャンキャ二世の台頭、登用の意義 大正大学綜合仏教研究所年報 40 大正大学綜合仏教研究所

銭寅 非釈之乱儒，乃儒之乱釈—《揅経室集》所見阮元的仏教観 愛知大学国際問題研究所紀要 152 愛知大学国際問題研究所

仙石知子 『列女伝』硏究序説―中国近世における流布と受容 東洋の思想と宗教 35 早稲田大学東洋哲学会

銭明 講学と講会—明代中晩期の中国陽明学派を主軸として 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

高橋亨 明代天順年間における皇太子教導制度の確立 東洋学報 100（1） 東洋文庫

滝野邦雄 清代八股文における起講の作成法について（2） 経済理論 392 和歌山大学経済学会

瀧本弘之 中国古版画散策（第41回）『明状元図考』—頂点を極めた人物の絵入り紳士録 東方 448 東方書店

竹越孝斉燦余雅婷陳暁 満漢合璧版『古新聖経』訳注稿（3） 或問 33 近代東西言語文化接触研究会

竹越孝斉燦余雅婷陳暁 満漢合璧版『古新聖経』訳注稿（4） 或問 34 近代東西言語文化接触研究会

竹中淳 宣教師から見た「祭祀」—フランソワ・ノエル『中国哲学三論』「第二論文」を中心に 哲学・思想論叢 36 筑波大学哲学・思想学会

田子晃矢 清代中期における書院の「官学化」と科道官 国学院雑誌 119（8） 国学院大学

田中千寿 「素王」小考―皮錫瑞『経学通論』を手掛かりとして 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

津田資久 楊陸栄の南明史叙述に関する初歩的研究 国士舘人文学 50 国士舘大学文学部人文学会

鶴成久章 寧国府における王龍渓の講学活動—水西の会を中心に 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

鶴成久章 万暦元年浙江郷試の策題について―王守仁の孔廟従祀と浙江王門 東洋古典学研究 45 広島大学東洋古典学研究会

鄭毓瑜 従「遺民」到「新民」—朱舜水与〈遊後楽園賦〉 愛知大学国際問題研究所紀要 151 愛知大学国際問題研究所

中砂明徳 明末の天主教漢籍と日本のキリシタン版 漢籍の遥かな旅路 出版・流通・収蔵の諸相 研文出版



永冨青地 胡宗憲本『陽明先生文録』および附録『伝習録』について 東洋の思想と宗教 35 早稲田大学東洋哲学会

中林史朗，今関雄史，大兼健

寛，小澤さやか，栗栖亜矢

子，佐藤良，田中良明（訓

訳）

『陔余叢考』訓訳巻十三之下 大東文化大学漢学会誌 57 大東文化大学漢学会

新居洋子 「中国古代についてのエセー」（一七七六）読解—第一部を中心に 東洋史研究 77（1） 東洋史研究会

二松学舍大学宋明資料輪読

会・王龍渓班（訳）

『龍渓先生全集』訳注（1）王畿「陽明先生年譜序」（『龍谿王先生全集』巻十三、四

庫全書存目叢書所収万暦一六年刊本）
陽明学 28 二松学舎大学陽明学研究所

早坂俊広，播本崇史 王龍渓講学活動関係地図 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

早坂俊広 語らない周夢秀を語る—王龍渓と嵊県の周氏 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

早坂俊広 劉宗周に於ける意と知—史孝復との論争から 東洋古典学研究 46 広島大学東洋古典学研究会

播本崇史 陽明学の「知天」における思惟構造—天主教書『天儒印』と王陽明・王龍渓の思想から 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

『文史通義』硏究班（訳） 『文史通義』内篇二訳注（2） 東方学報 京都 93 京都大学人文科学研究所

三浦秀一 晩明思潮研究のための覚書―荒木見悟先生著『陽明学の位相』に寄せて 集刊東洋学 118 中国文史哲研究会

三浦秀一 明代諸子学史略―その形成過程を論じ地平の拡張に及ぶ 集刊東洋学 119 中国文史哲研究会

山際明利 天泉橋問答の太虚説 中国哲学 45 46 北海道中国哲学会

弓場苗生子（訳） 呉孟謙著「独空禅師と明代伏牛山の錬磨場」 国際禅研究 1
東洋大学東洋学研究所国際禅研究プロ

ジェクト

余雅婷 19世紀の漢訳聖書と『古新聖経』について 東アジア文化交渉研究 11 関西大学文化交渉学教育研究拠点

楊柳 『四庫全書総目』の殿本と浙本の比較—「史部」を中心として 中国文学論集 47 九州大学中国文学会

吉田公平，小路口聡，早坂俊

広，鶴成久章，伊香賀隆，播

本崇史（訳）

鄒守益「会語」資料（青原の会）訳注—陽明門下の会語記録を読む（其の2） 白山中国学 24 東洋大学中国学会

吉田純（訳） 『尚書古文疏証』巻八第一百十六現代語訳稿 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

吉田勉 廖平の『穀梁伝』解釈―その旧注批判と劉向説の引用をめぐって 中国哲学 45.46 北海道中国哲学会

吉田勉 廖平の今古学と『春秋穀梁伝』 日本中国学会報 70 日本中国学会

劉珉 最晩年の王陽明に見られる政治志向について 早稲田大学大学院文学研究科紀要 63 早稲田大学大学院文学研究科

廖娟 経と図―清代における経書の読解法について 日本儒教学会報 2 日本儒教学会

近現代 沈国威・郭玉紅 対訳与解読―厳復《政治講義》 或問 34 近代東西言語文化接触研究会

秋山洋子 中国におけるフェミニズムと女性／ジェンダー研究の展開 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

浅沼千恵 清末民初の中国社会における女学校運動会 東北大学大学院教育学研究科研究年報 66（2） 東北大学大学院教育学研究科

有田和夫 “近代”について 白山中国学 24 東洋大学中国学会

伊東貴之
東アジアの「近世」から中国の「近代」へ—比較史と文化交流史／交渉史の視点による

一考察
中世日本の王権と禅・宋学 汲古書院

伊吹敦 胡適の禅研究の史的意義とその限界 駒沢大学仏教学部論集 49 駒澤大学仏教学部研究室

伊吹敦
支那内学院における日本仏教学受容の一側面—呂澂編訳『印度仏教史略』に見る原書の

改変を中心に
東洋思想文化 5 東洋大学文学部

伊吹敦 仏教界の覚醒と禅（中之下）要説・中国禅思想史（52） 禅文化 247 禅文化研究会

伊吹敦 仏教界の覚醒と禅（下之上）要説・中国禅思想史（53） 禅文化 248 禅文化研究会

伊吹敦 仏教界の覚醒と禅（下之下）要説・中国禅思想史（54） 禅文化 250 禅文化研究会

江上幸子 近代中国の家族および愛・性をめぐる議論 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

大橋史恵 改革開放期のジェンダー秩序の再編―婦女連合会のネットワークに着目して 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

小野泰教 清末士大夫における二つの民認識について 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

小浜正子 中華人民共和国の成立とジェンダー秩序の変容 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会



蒲豊彦 宣教師が見た一九世紀の潮州人
潮州人―華人移民のエスニシティと文化をめぐる歴

史人類学
風響社

川尻文彦 中国近代思想研究方法序説 愛知県立大学大学院国際文化研究科論集 19 愛知県立大学大学院国際文化研究科

リンダ・グローブ／田中アユ

子（訳）
近現代の女性労働 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

小林武 章炳麟の体制構想—「諦実之共和」と「奇觚之専制」 中国研究集刊 64 大阪大学文学部中国哲学研究室

斉藤泰治 銭穆政治思想における専制と民主 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

桜井想 近代天津における鬼市の変遷と都市管理 中国―社会と文化 33 中国社会文化学会

佐々木聡 清末刊『張天師法病書』と近世における三十日病占の展開 人文学論集 36 大阪府立大学人文学会

塩山正純 聖書のなかの時間表現と漢語文理訳 関西大学東西学術研究所紀要 51 関西大学東西学術研究所

志賀市子 「潮州人」のエスニシティと文化をめぐって
潮州人―華人移民のエスニシティと文化をめぐる歴

史人類学
風響社

志賀市子 潮州の「念仏社」とその儀礼文化—香港及びタイへの伝播と継承
潮州人―華人移民のエスニシティと文化をめぐる歴

史人類学
風響社

朱海燕 1920年代中国の反キリスト教運動—研究史の回顧と展望 社会システム研究 36 立命館大学社会システム研究所

朱海燕 中国国民党と反キリスト教運動—1925年の孫文のキリスト教的葬式を手掛かりに 明治学院大学キリスト教研究所紀要 50 明治学院大学キリスト教研究所

朱鵬 清末期の学務史料について 中国文化研究 34 天理大学国際文化学部中国学科研究室

徐正敏 アジアキリスト教研究の主題—日中韓キリスト教の歴史とその展開過程の諸前提 明治学院大学キリスト教研究所紀要 50 明治学院大学キリスト教研究所

徐正敏，陶飛亜，渡辺祐子，

張圭植，李恵源，山口陽一，

李省展

東アジアの近現代史とキリスト教 明治学院大学キリスト教研究所紀要 50 明治学院大学キリスト教研究所

須藤瑞代 二冊の近代中国女性史 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

薛梅 清末民初日本における中国人女子留学生の身体表象—『婦女新聞』を中心に 中国女性史研究 27 中国女性史研究会

宋暁煜
『天演論』と『勧学篇』の関連性から見た厳復の政治思想—二段階的発展及び各段階の

政治モデル
愛知大学国際問題研究所紀要 152 愛知大学国際問題研究所

孫瑛鞠
清末，中国人日本留学生の近代国民意識形成に関する一考察—1896年から1901年までの

留学生界に着目して
中国研究月報 72（11） 中国研究所

孫瑛鞠 清末中国知識人の近代日本認識—「任侠」を中心に 岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要 46 岡山大学大学院社会文化科学研究科

孫長亮 清末期中国における日本女子教育の受容—単士厘、厳修、張謇の日本視察に着目して 岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要 46 岡山大学大学院社会文化科学研究科

高嶋航 近代中国の男性性 中国ジェンダー史研究入門 京都大学学術出版会

高柳信夫 梁啓超の国家論におけるルソーおよびブルンチュリの位置 言語・文化・社会 16 学習院大学外国語教育研究センター

田野村忠温
新出資料『華英通語』道光本と中国初期英語学習書の系譜—附論 福沢諭吉編訳『増訂華

英通語』
大阪大学大学院文学研究科紀要 58 大阪大学大学院文学研究科

中国近現代文化研究会（訳） 学衡派関連刊行物序跋訳叢（10） 中国近現代文化研究 19 中国近現代文化研究会

中国近現代文化研究会（訳） 近代出版法書題跋訳注（11） 中国近現代文化研究 19 中国近現代文化研究会

張鵬 陶行知教育思想の根源に関する一考察—王陽明「知行合一」思想について 早稲田大学教育学会紀要 20 早稲田大学教育学会

土肥歩 五四運動と中国キリスト教界の「反日」言説 明治学院大学キリスト教研究所紀要 50 明治学院大学キリスト教研究所

土肥歩 民国初年の「神像破壊」をめぐって—鍾栄光と陳景華 史潮 83 歴史学会

陶飛亜 中国の近現代史とキリスト教 明治学院大学キリスト教研究所紀要 50 明治学院大学キリスト教研究所

バレット・トーマス
清朝在外公館における西洋人スタッフの外交活動に関する考察—清仏戦争時のハリ

デー・マカートニーの活動を中心に
東洋学報 100（3） 東洋文庫

長堀祐造 陳独秀の早稲田留学問題についての一考察 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

橋本昭典，井澤耕一（訳） 馬宗霍『中国経学史』訳注（1） 国文ー研究と教育 41 奈良教育大学国文学会

潘寧
近代以降における中国神話の研究史概観—一八四〇年代から一九三〇年代を中心に

（「神話」を近現代に問う）
アジア遊学 217 勉誠出版

馮新華／徳田武（訳） 衛三畏の『詩経論』 江戸風雅 17 江戸風雅の会

深澤秀男 変法運動と林旭 岩手史学研究 99 岩手史学会



方阿離 清末留日学生における義和団認識について—そのナショナリズムとのかかわりを中心に 日本思想史研究会会報 34 日本思想史研究会

水谷尚子 中国正教会の歴史と現状—中国と香港の正教会とロシア，日本 社会システム研究 37 立命館大学社会システム研究所

村上志保 上海聖三一堂の歴史的変遷—19世紀半ばから現代まで 明治学院大学キリスト教研究所紀要 50 明治学院大学キリスト教研究所

村田遼平 救荒の理念と現場 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

楊力
清末期の中国における性科学とジェンダー—Creative and Sexual Scienceとその翻訳を

めぐって
中国女性史研究 27 中国女性史研究会

横田浩一 台湾南部の潮州系移民をめぐるエスニック関係—陳氏一族の社会的経験
潮州人―華人移民のエスニシティと文化をめぐる歴

史人類学
風響社

林来梵，松井直之 近代中国への自由・権利概念の移植 北大法学論集 69（2） 北海道大学大学院法学研究科

渡辺祐子 「中国の近現代史とキリスト教」に対するコメント 明治学院大学キリスト教研究所紀要 50 明治学院大学キリスト教研究所

日本
坂井多穂子

吉水南渓と『楊誠斎集』—南宋詩人、楊万里の故郷を訪問して
白山中国学 24 東洋大学中国学会

青木洋司 那波活所『重編四書註者考』について—明代学術との関係を中心として 国学院中国学会報 64 国学院大学中国学会

浅野学 円珍『法華論記』巻第七末における天台章疏の引用について 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

浅野学 円珍『法華論四種声聞日記』をめぐって 仙石山仏教学論集 10 国際仏教学大学院大学

吾妻重二 荻生徂徠および伊藤東涯・東峰と儒教葬祭儀礼 東アジア文化交渉研究 11 関西大学文化交渉学教育研究拠点

阿部光麿 伊藤仁斎と陽明学—羅近渓との関係を中心に 日本儒教学会報 2 日本儒教学会

有木大輔 江戸期における唐詩集の重版・類版—『元禄太平記』の記述より 中国―社会と文化 33 中国社会文化学会

池田光子 中井木菟麻呂宛「西村天囚書簡」の基礎的検討 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

石橋賢太 山鹿素行の「主静」批判 日本思想史学 50 日本思想史学会

石丸羽菜 中世日本人撰述『孝経直解』小考（上） 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

磯部祐子 『善謔随訳続編』を読む（3） 富山大学人文学部紀要 68 富山大学人文学部

伊藤大輔 寛政期朱子学者の教学思想の論理と意義—広島藩儒頼春水の主張 九州史学 178 九州史学研究会

稲田篤信 庶民の分度—上田秋成と『論語』 二松 32 二松学舎大学大学院文学研究科

庵谷行遠 円信記『破日蓮義』における『法華経』解釈 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

殷暁星 近世日本の清聖諭受容と民衆教化 歴史評論 824 歴史科学協議会

王奇 珍海の「一念信」について—『大乗正観略私記』を中心として 仙石山仏教学論集 10 国際仏教学大学院大学

王君強 明治時期日本対清国人敘勲史例—対伍廷芳敘勲前因的分析 関西大学中国文学会紀要 39 関西大学中国文学会

王小林 《十牛図》与近代日本哲学 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

大川啓 「仁政」と近代日本 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

大野修作 『松秀園筆談』と十時梅厓—近世日中文化交流点描 書法漢学研究 22 アートライフ社

岡崎由美 江戸期における中国演劇—受容者の視点から 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

小方伴子 関脩齢『国語略説』の音注と依拠資料 二松学舎大学人文論叢 100 二松学舎大学人文学会

小川和也 一九世紀の藩学と儒学教育 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

小川隆 『禅海一瀾』と『禅海一瀾講話』—洪川・宗演・大拙をつなぐもの 禅文化 250 禅文化研究会

鍵和田聖子 禅林寺宗叡請来資料の後代への影響—理趣経十八会曼荼羅と『理趣経秘要抄』を中心に 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

椛島雅弘 五井蘭洲『蘭洲先生老子経講義』翻刻（1） 懐徳堂研究 9
大阪大学大学院文学研究科・文学部懐

徳堂研究センター

亀山隆彦 癡兀大慧の本有説—『纂元面授』との関係をめぐって 印度学仏教学研究 66（3） 日本印度学仏教学会

川邉雄大
常福寺蔵・清国書籍販売目録三種について—『増補抱芳閣書目』・『酔六堂発兌書籍価

目』・『湖北官書処書目』
日本漢文学研究 13 二松学舎大学21世紀COEプログラム

韓淑婷 佐久間象山における朱子学理解—「居敬」を中心に 九州史学 179 九州史学研究会

韓淑婷 佐久間象山における幕藩制的秩序観の一考察—『喪礼私説』の「成服」項に着目して 九州中国学会報 56 九州中国学会

菊地章太 北限の地から媽祖崇拝を考える—民間信仰と道教の連続性 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

衣川賢次 愚中周及年譜と一笑禅慶『年譜抄』（上） 禅文化 249 禅文化研究会



衣川賢次 愚中周及年譜と一笑禅慶『年譜抄』（中） 禅文化 250 禅文化研究会

金培懿 捐棄旧名・汰換故技・化成新学—戦後日本経学硏究法之摸索発展与走向 東方学報 京都 93 京都大学人文科学研究所

黒田秀教 懐徳堂無鬼論の再検討―祖霊を軸にして 東方宗教 131 日本道教学会

黒田秀教 五井蘭洲「兵論」について 中国研究集刊 64 大阪大学文学部中国哲学研究室

黒田秀教 尽くは書を信ぜざる儒者—中井履軒の経書観 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

黒田秀教 中井履軒の服喪説—『服忌図』と「擬服図」との成立過程及びその特色 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

顧永新 《七経孟子考文》正、副本及《考文補遺》初刻本比較研究 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

洪偉民 吉田松陰与《海国図志》 人文学論集 36 大阪府立大学人文学会

高絵景 江戸時代の唐様書法に見られる明末書風—董其昌の影響を中心として 書論 44 書論編集室

黄薇姍 明清交替期の来日明人思想—独立性易における「華夷の弁別」を中心に 立命館史学 39 立命館史学会

小﨑智則 浅井図南と『韓非子』続考 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

小島毅 中巖円月が学んだ宋学 中世日本の王権と禅・宋学 汲古書院

小島毅 明治後半期の陽明学発掘作業 日本儒教学会報 2 日本儒教学会

小林文雄，新藤透，加藤聡，

渡部東一郎，北村正敏，角屋

由美子，山王堂遥

米沢女子短期大学所蔵『幼幼精義』の翻刻（3） 山形県立米沢女子短期大学附属生活文化研究所報告 45
山形県立米沢女子短期大学附属生活文

化研究所

佐伯憲洋 聖聡述『当麻曼陀羅疏』における因縁和合説の理解 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

佐藤由隆 五井蘭洲と中井履軒の格物致知論 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

佐藤由隆 五井蘭洲の「敬」論についての一考察 懐徳堂研究 9
大阪大学大学院文学研究科・文学部懐

徳堂研究センター

佐野大介 懐徳堂の「不孝有三無後為大」解釈 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

佐野大介 懐徳堂の孝子顕彰運動（2）中井竹山・履軒を中心に（上） 懐徳堂研究 9
大阪大学大学院文学研究科・文学部懐

徳堂研究センター

佐野大介 孝不孝譚に現れた親の慈愛—堕獄モチーフを例として 中国研究集刊 64 大阪大学文学部中国哲学研究室

佐野大介 中井履軒の忠孝観—忠孝背反事例を中心に 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

清水信子 二松学舍大学SRF所蔵『孝経』諸本目録 日本漢文学研究 13 二松学舎大学21世紀COEプログラム

清水信子 二松学舍大学SRF所蔵加藤復斎旧蔵資料目録（稿） 日本漢文学研究 13 二松学舎大学21世紀COEプログラム

徐興慶／商兆琦（訳） 『大日本史』の史観と「水戸学」の再構築 日本漢文学研究 13 二松学舎大学21世紀COEプログラム

城地孝 『武経射学正宗』の日本伝来・翻訳・流布をめぐって 史朋 50 北海道大学東洋史談話会

須田努 江戸時代の政治思想・文化の特質 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

関雅泉 林羅山『大学諺解』における朱子学の受容 中国哲学 45.46 北海道中国哲学会

宣芝秀
伊藤仁斎の学問観の再把握—〈性―道―教〉、〈意味―血脈〉、生生的「道統」論の体

系
日本思想史研究 50

東北大学大学院文学研究科日本思想史

研究室

孫路易 中江藤樹の「太虚」 岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要 45 岡山大学大学院社会文化科学研究科

高柳さつき 『真禅融心義』の思想構造 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

竹田健二 懐徳堂研究の現在 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

竹田健二 懐徳堂文庫新収資料中の大田源之助旧蔵資料 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

竹田健二 西村家所蔵資料中の一枚の集合写真について 懐徳堂研究 9
大阪大学大学院文学研究科・文学部懐

徳堂研究センター

竹田健二 中井木菟麻呂が受け継いだ懐徳堂の遺書遺物—小笠原家に預けられたものを中心に 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

武田祐樹 藤原惺窩と林羅山の交涉再考—『知新日録』受容を考慮に入れて 日本中国学会報 70 日本中国学会

田尻祐一郎 鈴木朖『論語参解』私注（三十五） 東海大学紀要 文学部 109 東海大学文学部

田尻祐一郎 鈴木朖『論語参解』私注（三十四） 東海大学紀要 文学部 108 東海大学文学部

舘隆志 兀庵普寧の来日をめぐって—南宋禅林における日中禅僧の交流 国際禅研究 1
東洋大学東洋学研究所国際禅研究プロ

ジェクト

田中正樹 三島中洲の学術—『尚書私録』と『大学』 陽明学 28 二松学舎大学陽明学研究所

田畑真美 「仁者」と「過」をめぐる考察 富山大学人文学部紀要 68 富山大学人文学部



田畑真美 「仁者」考—「憎しみ」を超えゆく者（2） 富山大学人文学部紀要 69 富山大学人文学部

陳捷 邁宋書館銅版『西清古鑑』の出版について 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

辻井義輝，播本崇史，福田真

吾，黒田祐介，吉田公平

（訳）

保科正之編『玉山講義附録』訳注（其の3） 白山中国学 24 東洋大学中国学会

角田泰隆（訳） 『正法眼蔵』「仏性」巻訳註（3） 駒沢大学仏教学部研究紀要 76 駒沢大学

程蘇東 清家文庫蔵大永八年本《孝経抄》考識—兼談劉炫《孝経述議》的復原問題 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

寺門日出男 五井蘭洲『非伊編』について 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

寺門日出男 大阪府立中之島図書館蔵蘭洲遺稿について 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

寺門日出男 中井蕉園の漢詩文集について—並河寒泉撰『壎集』をめぐって 懐徳 86 懐徳堂堂友会

田海秀穂
幕末福井藩の学校改革と横井小楠の学校思想―「学校問答書」と「文武一途の説」を中

心に
中国哲学 45.46 北海道中国哲学会

陶徳民
明治国家成立期の水戸イデオロギーに関する考察—「大日本史完成者」栗田寛の勅語講

釈を中心に—
中世日本の王権と禅・宋学 汲古書院

都倉武之 釈宗演と福沢諭吉の間 禅文化 250 禅文化研究会

中嶋久人 吉野作造における「歴史の発見」と儒教的政治文化の再認識 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

永冨青地 江戸期における『聖蹟図』の出版について 中国―社会と文化 33 中国社会文化学会

中根公雄 三島中洲『論語講義』と宋明の解釈—君子疾没世而名不称焉章について 陽明学 28 二松学舎大学陽明学研究所

中野何必 駒澤大学図書館所蔵柳枝軒刊本刊記調査報告—奥付・売出印・広告の年代特定 駒沢大学大学院仏教学研究会年報 51 駒沢大学大学院仏教学研究会

中野目徹 三島中洲と近代日本の思想 陽明学 28 二松学舎大学陽明学研究所

中村安宏 佐藤一斎の「天」—本居宣長以後の超越者観念 日本思想史学 50 日本思想史学会

中山城山，高橋あやの（訳） 中山城山『校正天文訓』（第六段~第十二段）の訳注と泊園書院への知識の継承 関西大学東西学術研究所紀要 51 関西大学東西学術研究所

那須一雄 明遍浄土教再考 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

成瀬隆順 禅那院珍海の念仏観について 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

西岡和彦 山崎闇斎と『旧事大成経』 国学院雑誌 119（8） 国学院大学

西上実 漢学者長尾雨山の活躍 中国近現代文化研究 19 中国近現代文化研究会

野田雄史 佐賀石刻漢文資料初探 九州中国学会報 56 九州中国学会

野呂靖 明恵における宋代仏教の受容 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

原田信 新井白石『詩経図』について—その編纂経緯と名物考証 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

播本崇史 西周の儒学批判—『百一新論』巻之上再考 国際哲学研究 7 東洋大学国際哲学研究センター

樊可人 遠山荷塘の『嫦娥清韻』について—江戸後期の明清楽受容に関する一考察 東方学 136 東方学会

雛元昌弘 維新の思想を問う 明治維新と陽明学・朱子学—藩政改革と明治維新・自由民権運動 日本主義 41 白陽社

富嘉吟 『尾張徳川家蔵書目録』所収漢籍索引（別集・宋代以前） 学林 66 中国芸文研究会

藤居岳人 江戸時代における儒者の朝廷観—中井竹山、新井白石らを例として 懐徳堂研究 9
大阪大学大学院文学研究科・文学部懐

徳堂研究センター

藤居岳人 儒者と寛政改革と 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

藤居岳人 中井履軒にとっての「命」—『論語原』の程注批判から 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

藤居岳人 尾藤二洲の朱子学と懐徳堂の朱子学と 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

藤井教公 『法華経直談鈔』における「法師品」の検討—『法華経鷲林拾葉鈔』との対比から 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

藤丸要 華厳論議の成立について 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

藤原智 親鸞と聖冏の『弁正論』引用について—親鸞の引用は親鸞による抄出か 東アジア仏教研究 16 東アジア仏教研究会

マシュー・フレーリ 成島柳北の漢学 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

辺茜 《扶桑遊記》中的日本音楽和戯劇 人文学論集 36 大阪府立大学人文学会

増井真琴 小川未明の漢詩—高田中学時代の詩業 日本漢文学研究 13 二松学舎大学21世紀COEプログラム

益田貴裕 伊藤仁斎における「誠」と「本体」「修為」 東洋の思想と宗教 35 早稲田大学東洋哲学会

町泉寿郎 翻印『昌平学分類雑載』（其1） 日本漢文学研究 13 二松学舎大学21世紀COEプログラム

松川健二 三島中洲—その義利合一論の性格 陽明学 28 二松学舎大学陽明学研究所



松川雅信 稲葉黙斎の喪礼実践論—徂徠学批判・仏教認識に注目して 日本思想史学 50 日本思想史学会

松川雅信 近世後期における闇斎学派の思想史的位置—儒礼実践に注目して 日本思想史研究会会報 34 日本思想史研究会

サンヴィド・マルタ 『人天眼目』に関わる抄物の曹洞宗と臨済宗における相互交渉 東洋の思想と宗教 35 早稲田大学東洋哲学会

三浦國雄 吉田神道と『北斗本命延生経』徐道齢注 洞天福地研究 8 洞天福地研究編集委員会

三浦雅彦 近世前期の儒仏論争—岡山藩の事例を中心にして 日本宗教文化史研究 22（1） 日本宗教文化史学会

水野実 「忘れな草」千慮万感 陽明学 28 二松学舎大学陽明学研究所

村上雅孝 荻生徂徠と『六諭衍義』—訓読から訓訳へ 国語学研究 57 「国語学研究」刊行会

村山敬三 藍澤南城の『三百篇原意』について 大東文化大学漢学会誌 57 大東文化大学漢学会

森新之介 江戸前期における道統と華夷、神儒—神代上古の叙述に着目して 日本儒教学会報 2 日本儒教学会

矢羽野隆男，池田光子 『並河潤菊家伝遺物目録』翻刻（増訂版） 懐徳堂研究 9
大阪大学大学院文学研究科・文学部懐

徳堂研究センター

矢羽野隆男 並河寒泉の陵墓調査—幕末懐徳堂教授の活動 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

矢羽野隆男 幕末懐徳堂の情報環境—島津久光の率兵上洛を中心に 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

山口陽一 日本の近現代史とキリスト教 明治学院大学キリスト教研究所紀要 50 明治学院大学キリスト教研究所

山下洋平 律令国家における儒教政策の変遷—礼の習得と倫理の学修 史淵 155
九州大学大学院人文科学研究院歴史学

部門

山寺美紀子

荻生徂徠の音楽に関する新出資料五点とその意義について—享保五年に有馬兵庫頭の問

いに答えた書、「三五要略考」及び音楽に関する覚書、琴（七絃琴）に関する文書、吉

水院旧蔵楽書に関する文書、中根元圭に宛てた書簡

関西大学東西学術研究所紀要 51 関西大学東西学術研究所

山寺（小野）美紀子
荻生徂徠著『楽律考』の執筆時期（承前）他の著述との照合による比定、及び従来の説

に対する再検討
国学院大学北海道短期大学部紀要 35 国学院大学北海道短期大学部

山寺三知 校点『筆記律呂新書説』（附訓読）（5） 国学院大学北海道短期大学部紀要 35 国学院大学北海道短期大学部

山村奨 近代日本における陽明学観の変遷—大塩平八郎の評価との関連から 日本儒教学会報 2 日本儒教学会

山本嘉孝 室鳩巣の中秋詩—盛唐詩の受容と儒臣像の形成 日本漢文学研究 13 二松学舎大学21世紀COEプログラム

湯浅邦弘 懐徳堂学派の『論語』解釈—「異端」の説をめぐって 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

湯浅邦弘 懐徳堂文庫所蔵「版木」のデジタルアーカイブ 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

湯浅邦弘 書簡と扇のデジタルアーカイブ—懐徳堂文庫の取り組み 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

湯城吉信 懐徳堂における漢作文実習 中国研究集刊 64 大阪大学文学部中国哲学研究室

湯城吉信 五井蘭洲「『中庸』天命性図」について 懐徳堂研究 第二集 汲古書院

横山龍顕 龍門寺所蔵『正法眼蔵仏祖悟則』 駒沢大学大学院仏教学研究会年報 51 駒沢大学大学院仏教学研究会

吉川裕 二つの『蘐園蔵書目録』—荻生家の蔵書変遷について 国文学研究資料館紀要 文学研究篇 44 国文学研究資料館

吉田公平 王龍渓はどう読まれたか 語り合う〈良知〉たち 王龍渓の良知心学と講学活動 研文出版

吉田公平 性善説について 陽明学 28 二松学舎大学陽明学研究所

欒竹民，施暉 日本における「孝」の受容—史書、古記録及び古文書を中心に 中国学研究論集 36 広島中国文学会

李瑩 「易経小解」における熊沢蕃山の易学思想 東アジア文化交渉研究 11 関西大学文化交渉学教育研究拠点

李省展 「日本近現代史とキリスト教」に対するコメント 明治学院大学キリスト教研究所紀要 50 明治学院大学キリスト教研究所

李麗
陳元贇『老子経通考』と焦竑『老子翼』―引用状況に基づく考察 名古屋大学中国哲学論集 17 名古屋大学中国哲学研究会

劉玉才 芦東山《論》、《孟》釈義発微 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

劉麗 本居宣長の「漢意（カラゴコロ）」批判の方法について—三つの対立関係を中心に 二松 32 二松学舎大学大学院文学研究科

廖海華 伊藤東涯の卦変説―その早年と晩年との差異 中国哲学 45.46 北海道中国哲学会

廖海華 伊藤東涯の易学とその特色—『周易伝義考異』からみる 日本中国学会報 70 日本中国学会

廖娟 江戸日本における「古易」問題—宋元中国と比較して 中国―社会と文化 33 中国社会文化学会

西村先生論語講義速記（第8回その1）明治三十四年十月二十七日 弘道 126（1116） 日本弘道会

朝鮮・東南アジア 伊藤俊介 近代朝鮮における道路整備の展開過程と民本 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

尹鮮昊 高麗本『六祖壇経』の一考察―知訥の著書・跋文を参考として 駒沢大学大学院仏教学研究会年報 51 駒沢大学大学院仏教学研究会



川原秀城 豊穰な知の世界—退渓学成立前夜の朱子学をめぐって（3） 中国思想史研究 39 京都大学文学部中国哲学史研究室

片岡樹 功徳がとりもつ潮州善堂とタイ仏教—泰国義徳善堂の事例を中心に
潮州人―華人移民のエスニシティと文化をめぐる歴

史人類学
風響社

韓普光（泰植） 朝鮮明衍の『念仏普勧文』について 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

久留島哲 一九世紀朝鮮における対西洋認識と洋擾期の朴珪寿 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

黄蘊
潮州系善堂における経楽サービスとそのネットワーク—マレーシアとシンガポールを中

心に

潮州人―華人移民のエスニシティと文化をめぐる歴

史人類学
風響社

崔蘭英
清の知識人と燕行使の交流から見る人的ネットワークの構築—董文渙の日記および詩文

を手掛かりに
韓国朝鮮文化研究—研究紀要 17

東京大学大学院人文社会系研究科韓国

朝鮮文化研究室

佐藤トゥイウェン 阮朝の綿寊皇子の「国朝女範演義詞」から見たベトナムの伝統女性観 関西大学東西学術研究所紀要 51 関西大学東西学術研究所

慎蒼宇 犯罪と刑罰に見る一九世紀末の朝鮮 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

辛文姫 宝暦期朝鮮通信使の迎聘交渉 社会システム研究 16
北九州市立大学大学院社会システム研

究科

芹澤知広 ベトナムの潮州人宗教結社—ホーチミン市とメコンデルタ
潮州人―華人移民のエスニシティと文化をめぐる歴

史人類学
風響社

武内房司 天地会とベトナム南部社会 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

玉置充子 タイ現代史の中の潮州系善堂—華僑報徳善堂の発展と適応
潮州人―華人移民のエスニシティと文化をめぐる歴

史人類学
風響社

張圭植 韓国の近現代史とキリスト教 明治学院大学キリスト教研究所紀要 50 明治学院大学キリスト教研究所

趙景達 近代朝鮮における民国思想 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

趙明済 九～十三世紀における韓国仏教史の展開と特徴 古代東アジアの仏教交流 勉誠出版

陳景熙／阿部朋恒訳 海外華人宗教の文化適応—タイ国の徳教における「白雲師尊」像の変化を事例として
潮州人―華人移民のエスニシティと文化をめぐる歴

史人類学
風響社

中純夫 韓元震と湖洛論争—人物之性同異論を中心に 韓国朝鮮文化研究—研究紀要 17
東京大学大学院人文社会系研究科韓国

朝鮮文化研究室

中純夫 中国と朝鮮における朱熹に関する考証的研究 日本儒教学会報 2 日本儒教学会

疋田啓佑 韓国文集叢刊解題（十九） 九州大学中国哲学論集 44 九州大学中国哲学研究会

藤田励夫 安南日越外交文書写二題—史料紹介 東アジア古文書学の構築—現状と課題 東京大学経済学部資料室

藤田励夫 安南日越外交文書伝来考 東アジア古文書学の構築—現状と課題 東京大学経済学部資料室

藤本匡人 済州島四・三事件と政治文化 儒教的政治思想・文化と東アジアの近代 有志舎

望月高明 退渓学を形成するもの（Ⅳ）―『朱子書節要』の史的地位 都城工業高等専門学校研究報告 52（0） 都城工業高等専門学校

望月高明 幕末維新における新朱王学の展開（ⅩⅤ）—並木栗水及び楠本碩水・東沢瀉の史的地位 都城工業高等専門学校研究報告 52（0） 都城工業高等専門学校

望月直人 境界と匪賊—一九世紀中国・ベトナム間における「越境」と清朝―阮朝関係 東洋史研究 77（2） 東洋史研究会

森平雅彦 近世朝鮮通信使船の対馬海峡航路 史淵 155
九州大学大学院人文科学研究院歴史学

部門

矢木毅 漢籍購入の旅ー朝鮮後期知識人たちの中国旅行記をひもとく 漢籍の遥かな旅路 出版・流通・収蔵の諸相 研文出版

矢野正隆 ベトナムの誥勅と神勅—古文書学的視点から 東アジア古文書学の構築—現状と課題 東京大学経済学部資料室

山内弘一 朝鮮王朝建国神話の創出 中世日本の王権と禅・宋学 汲古書院

山﨑雅稔 新羅仏教の展開と特質 古代東アジアの仏教交流 勉誠出版

李恵源 「韓国近現代史とキリスト教」に対するコメント 明治学院大学キリスト教研究所紀要 50 明治学院大学キリスト教研究所

李静 新羅の花郎における儒・道・仏・巫の影響 社会システム研究 21
京都大学大学院人間・環境学研究科社

会システム研究刊行会

廖明飛
韓元震『儀礼経伝通解補』について―李氏朝鮮における朱熹『儀礼経伝通解補』受容の

一側面
東方学 135 東方学会

渡辺裕馬
金農巖『朱子大全箚疑問目』の意義—二つの『箚疑』を通してみた師友における学術研

鑽と葛藤
思想史研究 25 日本思想史・思想論研究会



書誌学 上杉智英 大正蔵本『後思渓録』の祖本とその問題点 印度学仏教学研究 66（2） 日本印度学仏教学会

遠藤昌弘 新資料—包世臣に宛てた鄧石如尺牘について 書法漢学研究 23 アートライフ社

木津祐子 京都大学文学研究科蔵『説文古本攷』田呉炤校本につい 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

黄徳寛／草野友子，鳥羽加寿

也，原毎輝，六車楓（訳）
安徽大学蔵戦国竹簡慨述 中国研究集刊 64 大阪大学文学部中国哲学研究室

小島浩之 中国における記録媒体の変遷再考―文書料紙を中心として 東アジア古文書学の構築—現状と課題 東京大学経済学部資料室

静永健 禹域から見た日本の古写本漢籍 文学研究 115 九州大学大学院人文科学研究院

商海鋒／広瀬直記（訳） 『雪竇録』宋元刊本旧状新探—東アジア各地に所蔵される希少古版本を中心に 国際禅研究 1
東洋大学東洋学研究所国際禅研究プロ

ジェクト

高島晶彦 明代皇帝勅書の料紙について 東アジア古文書学の構築—現状と課題 東京大学経済学部資料室

高橋智 朱印本『滂喜斎蔵書記』について—中国目録学研究資料 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

竹田健二 清華簡『越公其事』の竹簡排列と劃痕 中国研究集刊 64 大阪大学文学部中国哲学研究室

通然 日本所伝『破相論』（観心論）の諸本について—新出金沢文庫残欠本を中心に 東アジア仏教研究 16 東アジア仏教研究会

通然
新出金沢文庫残欠本『破相論』の本文紹介、ならびに、日本・朝鮮所伝『観心論』（破

相論）諸本対校
国際禅研究 1

東洋大学東洋学研究所国際禅研究プロ

ジェクト

杜曉勤 日本京都大学図書館蔵明黄用中注《新刻注釈駱丞集》十巻本考 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

湯志波 日本編刻明別集版本考略 中国古籍文化研究 稲畑耕一郎教授退休記念論集 東方書店

長田和也 漢籍善本紹介—大東急記念文庫（1） 新しい漢字漢文教育 67 全国漢文教育学会

中村一紀 書陵部蔵福州版一切経の本文欠落巻について 汲古 74 汲古書院

橋本雄 徳川美術館所蔵「成祖永楽帝勅書」の基礎的考察 東アジア古文書学の構築—現状と課題 東京大学経済学部資料室

本多俊彦 文書料紙調査の観点と方法 東アジア古文書学の構築—現状と課題 東京大学経済学部資料室

湯浅邦弘，竹田健二，佐伯薫 西村天囚関係資料調査報告—種子島西村家訪問記 懐徳 86 懐徳堂堂友会

楼正豪 新たに発見された新羅入唐求法僧・恵覚禅師の碑銘 国際禅研究 1
東洋大学東洋学研究所国際禅研究プロ

ジェクト

史学文献目録：東洋史（2） 史学雑誌 127（6） 史学会

禅学関係雑誌論文目録（2013年） 禅学研究 96 禅学研究会

平成二十九年度新収資料紹介 懐徳堂研究 9
大阪大学大学院文学研究科・文学部懐

徳堂研究センター

書評 会田大輔 洲脇武志著『漢書注釈書研究』 唐代史研究 21 唐代史研究会

明木茂夫
江戸期の楽律研究の展開を描き出す力作［榧木亨著 日本近世期における楽律研究—『律

呂新書』を中心として］
東方 453 東方書店

家永真幸
台湾の1949年を礼賛する論理とは［楊儒賓著／中嶋隆蔵訳 1949礼賛—中華民国の南遷

と新生台湾の命運］
東方 453 東方書店

池田恭哉 洲脇武志著『漢書注釈書研究』 六朝学術学会報 19 六朝学術学会

石井公成
大竹晋『大乗起信論成立問題の研究―『大乗起信論』は漢文仏教文献からのパッチワー

ク』
駒沢大学仏教学部研究紀要 76 駒沢大学

井ノ口哲也 齋木哲郎著『後漢の儒学と『春秋』』 日本秦漢史研究 19 日本秦漢史学会

井ノ口哲也 加賀榮治著『中国古典定立史』 六朝学術学会報 19 六朝学術学会

大坪慶之 宮古文尋著『清末政治史の再構成—日清戦爭から戊戌政変まで』 東洋史研究 77（2） 東洋史研究会

大野修作 中田勇次郎『黄庭経諸本の研究』を読みなおす 書法漢学研究 23 アートライフ社

神塚淑子 池田知久・水口拓寿『中国伝統社会における術数と思想』 東方宗教 131 日本道教学会

黄川田修 許宏著『大都無城—中国古都的動態解読』 東洋学報 99（4） 東洋文庫

菊池秀明 土肥歩著『華南中国の近代とキリスト教』 史学雑誌 127（6） 史学会

久保茉莉子 寺田浩明著『中国法制史』 史学雑誌 127（11） 史学会

倉田明子 土肥歩著『華南中国の近代とキリスト教』 東洋史研究 77（2） 東洋史研究会

倉本尚徳 神塚淑子『道教経典の形成と仏教』 唐代史研究 21 唐代史研究会

古勝隆一 『論語』の本文を探りなおす技［高橋均著 経典釈文論語音義の研究］ 東方 443 東方書店



小寺敦 松丸道雄『甲骨文の話』 日本秦漢史研究 19 日本秦漢史学会

坂尻彰宏 土肥義和・気賀澤保規編『敦煌・吐魯番文書の世界とその時代』 唐代史研究 21 唐代史研究会

志賀市子 野村伸一編著『東アジア海域文化の生成と展開―〈東方地中海〉としての理解』 東方宗教 131 日本道教学会

柴田清継 王宝平主編『日本蔵晩清中日朝筆談資料大河内文書』 書論 44 書論編集室

鈴木啓孝 八ヶ代美佳著『孫文と北一輝—〈革命〉とは何か』 日本思想史研究 50
東北大学大学院文学研究科日本思想史

研究室

高津孝 平田昌司著『文化制度和漢語史』 中国文学報 90
京都大学文学部中国語学中国文学研究

室

峰雪幸人
窪添慶文編『アジア遊学213 魏晋南北朝史のいま』

唐代史研究 21 唐代史研究会

竹元規人
山室信一著『アジアの思想史脈―空間思想学の試み』『アジアびとの風姿―環地方学の

試み』（近現代アジアをめぐる思想連鎖）
史学雑誌 127（3） 史学会

楯身智志 松﨑つね子『睡虎地秦簡と墓葬からみた楚・秦・漢』 日本秦漢史研究 19 日本秦漢史学会

程正
中国における禅研究の代表作［賈晋華著／齋藤智寛監訳／村田みお訳 古典禅研究―中唐

より五代に至る禅宗の発展についての新研究］
東方 454 東方書店

田世民／榧木亨（訳）
東アジア『家礼』文化思想研究をリードする大作—吾妻重二『朱熹「家礼」実証研究』

を評す
東アジア文化交渉研究 11 関西大学文化交渉学教育研究拠点

唐権 王宝平編『東アジアの視座からみる漢文学研究』 日本研究 58 日本研究研究会

中村みどり 大橋毅彦『昭和文学の上海体験』 中国―社会と文化 33 中国社会文化学会

丹羽崇史 鈴木舞著『殷代青銅器の生産体制―青銅器と銘文の製作からみる工房分業』 東洋史研究 77（2） 東洋史研究会

深町英夫 渡辺信一郎・西村成雄編『中国の国家体制をどうみるか―伝統と近代』 史学雑誌 127（2） 史学会

増記隆介 大西磨希子著『唐代仏教美術史論攷―仏教文化の伝播と日唐交流』 唐代史研究 21 唐代史研究会

松下憲一
南北朝の交流を解き明かす［堀内淳一著 北朝社会における南朝文化の受容―外交使節と

亡命者の影響］
東方 452 東方書店

松本和久 益尾知佐子・青山瑠妙・三船恵美・趙宏偉著『中国外交史』 史学雑誌 127（9） 史学会

村松弘一 中国古代史研究会編『中国古代史研究：第八―創立七十周年記念論文集』 中国出土資料研究 22 中国出土資料研究会

本野英一
再評価される清末官僚の事績［Stephen R.Halsey—Quest for Power—European 

Imperialism and the Making of Chinese Statecraft］
東方 454 東方書店

吉澤誠一郎 上田貴子著『奉天の近代—移民社会における商会・企業・善堂』 史林 101（4） 史学研究会


