
２０１６年度

広島史学研究会大会

プログラム

◇期　日　2016年10月29日（土）・30日（日）

◇会　場　広島大学大学院文学研究科

◇日　程　10月29日（土）
　　　　　　13：00～17：30　シンポジウム　　　 （文学研究科　B204教室）
　　　　　　17：30～18：00　広島史学研究会総会（文学研究科　B204教室）
　　　　　　18：20～20：20　懇親会　　　　　　 （生協北１レストラン三階）

　　　　　10月30日（日）
　　　　　　10：00～17：00　部会報告　　　　　 （文学研究科）

◇参加費　500円（両日参加の場合も同様）

＊広島史学研究会大会シンポジウム＊

テーマ「戦時下の民衆と権力」

題　目「民衆に航空戦のあり方を教える権力　

　　　　太平洋戦争時の軍事知識解説書をめぐって」� 埼玉大学　一ノ瀬俊也

　　　 「戦後国共内戦期・中国共産党根拠地の大衆動員と社会

　　　　―冀魯豫区根拠地を中心に―」� 広島大学　丸田　孝志

　　　 「ドイツ軍占領下のフランス（一九四〇～四四年）における権力と民衆

　　　　―ヴィシー政府による情報統制―」

� 早稲田大学（非常勤講師）南　　祐三

大会事務局　広島大学大学院文学研究科歴史文化学講座
TEL：0824-424-6646（FAX 兼用）　E-mail：hiroshig@hiroshima-u.ac.jp



部　会　報　告

◇日　本　史　部　会（B251教室）10：00～17：00

１．承和十一年卜筮を信ずべき朝議の検討 広島大学　弘胤　　佑

２．十五世紀の朝鮮通交者と交易品 広島大学　小松　篤史

３．中世石見国周布氏の権力構造とその性格 島根県古代文化センター　目次　謙一

４．十六世紀における西国大名と足利将軍 広島大学　篠田　諒平

５．明石市立文化博物館所蔵播磨国絵図は正保国絵図か 明石市立文化博物館　加納亜由子

６．昌平坂学問所と藩儒の関係―広島藩儒頼春水昌平坂講義の事例より― 九州大学　伊藤　大輔

７．幕長戦争における長州藩とイギリスの関係 大島商船高等専門学校　田口　由香

８．旧制浪速高等学校奉安庫に関する考察 大阪大学　菅　　真城

９．復員・引揚援護における旧軍人の役割について 広島大学　神田　悠平

◇東　洋　史　部　会（B102教室）10：00～17：00

１．領事裁判権との関係から見る中華民国期国籍問題 京都大学　郭　まいか

２．清末新政初期の政治制度改革構想 埼玉大学非常勤講師　宮古　文尋

３．歴史史料としての宋代題跋―『朱文公文集』巻八四「跋山谷草書千文」を素材として

 広島修道大学非常勤講師　津坂　貢政

４．宋代士大夫家族の階層移動―蘇州范氏の計量分析― 高知大学　遠藤　隆俊

５．金国における正旦・聖節の儀礼 岡山大学　古松　崇志

６．植民地期西ジャワの経済発展をめぐって 広島大学名誉教授　植村　泰夫

◇西　洋　史　部　会（B104教室）10：00～17：00

１．紀元前４世紀アテナイにおける海上交易商人の協力関係と法廷 京都大学　杉本陽奈子

２．中世盛期バイエルン貴族の文書管理とその利用

　　　　─『ファルケンシュタインの書』を中心に─ 広島大学　佐藤　　匠 

３．13世紀後半ビジェルのテンプル騎士団バイリアにおける定住・流通・空間編成

 広島大学　足立　　孝

４．16世紀フランス国王の債務

　　　　─1520－28年フランソワ１世の事例を通して─ 慶應義塾大学　山内　邦雄

５．17世紀ドイツにおける統治論と自然哲学

　　　　―ヨハン・ヨアヒム・ベッヒャー『政治論』を中心に― 神戸芸術工科大学　紫垣　　聡

６．ハワイ王国末期における福音派のアングロカトリック派に対する戦い

　　　　―ハワイの異教への逆行を防ぐために─ 広島経済大学　山本　貴裕



７．世紀転換期ドイツにおけるフェミニズム運動の再検討

　　　　―急進派ヘレーネ・シュテッカーの性改革運動を中心として― 広島大学　秋山　慈子

８．欧州統合成立期における米欧間の法律専門家ネットワーク 九州大学　高津　智子

◇考　古　学　部　会（B153教室）10：00～17：00

１．才免遺跡の発掘調査について 東広島市出土文化財管理センター　日浦　裕子

２．陣が平西２号遺跡の発掘調査について 特定非営利活動法人 広島文化財センター　濵岡　大輔

３．讃岐国分寺・国分尼寺創建時期の再検討 東広島市出土文化財管理センター　妹尾　周三

４．四拾貫小原弥生墳墓の再評価と課題 江津市教育委員会　今福　拓哉

５．佐田谷・佐田峠墳墓群の意義について―周辺墳墓出土土器の様相から―

 総社市教育委員会　村田　　晋

６．村上海賊の城跡の現状について 尾道市企画財務部文化振興課　西井　　亨

７．猪ノ子第１号古墳（県史跡猪ノ子古墳）の発掘調査等について

 福山市教育委員会 文化財課　山岡　　渉

８．亀居城跡の発掘調査 広島県教育事業団埋蔵文化財調査室　恵谷　泰典

９．歴史的文化的景観・考古学的景観・埋葬地的景観―西都原古墳群と考古学的世界遺産―

 広島大学特任准教授　シュタインハウス　ウェルナー

10．四川省・重慶市における陶俑の編年について―後漢代を中心として― 徳島大学　脇山　佳奈

11．三次市長宇根10号墳の測量調査成果報告

 広島大学　近藤直毅 ･ 佐々木尚也 ･ 永野智朗 ･ 名村威彦 ･ 真木大空

◇文化財学・民俗学部会（B253教室）10：00～17：00

１．二つの納入孔を有する国東塔に関する一考察 中津市教育委員会　曽我　俊裕

２．唐様建築の天井形式について 広島大学　晏　　　鈺

３．本山寺本堂について 広島大学　平　　幸子

４．燕庵形式茶室の成立に関する考察 広島大学　坂本　直子

５．四本柱鐘撞堂の成立時期とその構造形式について 広島大学　山口　佳巳

６．『片桐貞昌大工方之書』における「書院」の考察 広島大学　大下きよみ

７．広島東照宮石引台花車の構造 青山学院女子短期大学　山田　岳晴

８．法橋生嶋雲仙―大國家文書にみる近世京都の町絵師― 福山大学　柳川真由美




