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『水の恵みを活かす町 郡上八幡』（岐阜県郡上郡八幡町、2003 年）。 
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――『郡上八幡 伝統を生きる——地域社会の語りとリアリティ』（新曜社、2010 年）。 

――「郡上おどりの継承を考える」『追手門学院大学社会学部紀要』（追手門学院大学社会学

部、第 9 巻、2015 年）141－153 頁。 

有代和夫編『写真で見る郡上百年』（郷土出版社、1984 年）。 

――『写真で見る郡上百年 続』（郷土出版社、1987 年）。 

石田勝美「郡上八幡におけるまちづくりと郡上おどりについての調査研究」『研究紀要』（名

古屋文化短期大学、第 37 号、2012 年）55－61 頁。 

――「中山間地域における河川渓谷沿いに立地する都市と集落の気候形成に及ぼす地形と水

面の影響に関する研究」（名古屋工業大学博士論文、2013 年）。 

――・堀越哲美「夏季の郡上市八幡町における都市の気候分布形成とその水面と地形からの

影響」『人間と生活環境』（人間－生活環境系学会、第 19 巻第 2号、2012 年）107－113 頁。 

――・宗廣耕市・松下拓真・堀越 哲美「中山間地域都市としての郡上市八幡町における山地・

河川が市街地の気温分布に及ぼす影響に関する実測調査」『日本生気象学会雑誌』（日本生

気象学会、第 50 巻第 1号、2013 年）37－47 頁。 

市川治「畑地における交換耕作の形成・展開過程に関する実証的研究」『酪農学園大学紀要. 

人文・社会科学編』（酪農学園大学、第 19 巻、1994 年）207－319 頁。 

市川新・藤田壮・原田茂樹・中島壮一「郡上八幡における環境社会システムの変遷と現状に

ついて」『環境システム研究』（土木学会、17 巻、1989 年）44－49 頁。 

伊東佳那子・來田享子「盆踊りの禁止と復興に関する歴史的研究－岐阜県郡上おどりを事例

に－」『中京大学体育研究所紀要』（中京大学体育研究所、第 33 巻、2019 年）97－103 頁。 

――・――(a)「明治時代に布達された盆踊り禁止令の記載内容に関する研究」『中京大学体

育学論叢』（中京大学スポーツ科学部、第 64 巻第 1号、2021 年）1－14 頁。 

――・――(b)「大正期の盆踊り復興に関する歴史的研究－岐阜県の郡上おどり保存会を事例

に－」『中京大学体育研究所紀要』（中京大学先端共同研究機構体育研究所、第 35 巻第 1号、

2021 年）19－26 頁。 

石徹白忠『白山麓 石徹白の歴史と民俗』（1999 年）。 

石徹白民謡保存会『白鳥町重要無形民俗文化財 石徹白の盆踊り唄』（1999 年）。 

井上眞弓「「長滝の延年」の詞章にみる王朝文芸」『東京家政学院生活文化博物館年報』（東京

家政学院生活文化博物館、第 29 号、2020 年）89－98 頁。 

猪俣誠野・佐々木葉「郡上八幡における水利用施設の維持管理組織の実態把握」『景観・デザ

イン研究講演集』（土木学会、第 12 号、2016 年）216－221 頁。 

――・――「郡上八幡における水利用施設の管理実態にみられる多様性と主体性について」

『土木計画学研究・講演集』（土木学会、第 55 回、2017 年）59-08(1－6)頁。 
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上村修一監修、上村俊邦編『白山山麓・石徹白郷シリーズ④ 石徹白の神仏分離騒動－「改

正石徹白一乱記」に見る (上)－』（1997 年）。 

上村俊邦『白山山麓・石徹白郷シリーズ① 石徹白から別山への道』（1993 年）。 

――『白山山麓・石徹白郷シリーズ② 白山への道いま昔－美濃から石徹白へ－』（1994 年）。 

――『白山山麓・石徹白郷シリーズ③ 白山の三馬場禅定道』（岩田書院、1997 年）。 

――『白山山麓・石徹白郷シリーズ⑤ 白山修験の行者道』（岩田書院、1999 年）。 

――編『白山山麓・石徹白郷シリーズ⑥ 白山信仰史料集』（岩田書院、2000 年）。 

――『白山山麓・石徹白郷シリーズ⑦ いとしろに暮らした人たち』（岩田書院、2001 年）。 

内田隆三『柳田国男と事件の記録』（講談社、1995 年）。 

上野開拓編集委員会『上野を拓く』（郡上郡高鷲村上野地区、1980 年）。 

遠藤潤「神仏関係と神葬祭運動－岐阜県石徹白の事例を中心として－」『東京大学宗教学年報』

（東京大学文学部宗教学研究室、第 10 巻 1993 年）53－69 頁。 

太田成和『郡上郷土史』（八幡女学校内郷土研究会、1931 年）。 

金子貞二編『奥美濃よもやま話 第 1巻』（明方村教育委員会、1971 年）。 

――『奥美濃よもやま話 第 2 巻』（明方村教育委員会、1973 年）。 

――『奥美濃よもやま話 第 3 巻』（明方村教育委員会、1974 年）。 

――『奥美濃よもやま話 第４巻』（明方村教育委員会、1976 年）。 

――『奥美濃よもやま話 第 5 巻』（明方村教育委員会、1976 年）。 

郡上おどり史編纂委員会『歴史でみる郡上おどり』（八幡町、1993 年）。 

郡上郡教育会『郡上郡史』（1922 年）。 

郡上郡教育振興会『郡上歴史探訪 ふるさとをゆく』（1999 年）。 

郡上郡郷土誌編集委員会編『郡上郡郷土誌』（郡上郡教育振興会、1962 年）。 

郡上郡地方改良協会『郡上郡史 続編』（1926 年）。 

郡上史談会編『図説郡上の歴史 －岐阜県の歴史シリーズ⑤ 目で見る郡上郡の歴史－』（郷

土出版社、1986 年）。 

佐野賢治「中世修験の動態と虚空蔵信仰－岐阜県高賀山信仰を中心として－」『虚空蔵菩薩信

仰の研究－日本的仏教受容と仏教民俗学－』（吉川弘文館、1996 年）。 

嶋数男『明治大正昭和の記録 写真が語る郡上八幡の一世紀』（あゆみ会、1994 年）。 

清水眞澄「高賀山信仰と那比新宮神社虚空蔵菩薩像について」『民俗学研究所紀要』（成城大

学民俗学研究所、第 30 集、2006 年）17－33 頁。 

白石博男『郡上藩宝暦騒動史』（岩田書院、2005 年）。 

――『郡上郷土史考』（岩田書院、2007 年）。 

――『郡上郷土史考・続』（岩田書院、2016 年）。 

脊古信哉「長滝白山神社の六日祭－修正延年に含まれる田遊び－」静岡県民俗学会編『中日

本民俗論』（岩田書院、2006 年）378－412 頁。 

高橋教雄『美濃馬場における白山信仰』（八幡町教育委員会、2000 年）。 

――『郡上宝暦騒動の研究』（名著出版、2005 年）。 

――『歴史探訪 郡上踊り』(梨逸書屋、2013 年)。 
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――『歴史探訪 郡上凌霜隊』(梨逸書屋、2015 年)。 

――『歴史探訪 郡上宝暦騒動』(梨逸書屋、2016 年)。 

――『続・白山信仰の研究』（名著出版、2019 年）。 

――『歴史探訪 円空』(梨逸書屋、2021 年)。 

――『歴史探訪 郡上東氏の歴史と文化』(梨逸書屋、2023 年)。 

竹間芳明「白山麓国境地域の検討－越境する人々－」『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会、

第 58 巻第 1号、2013 年）1－17 頁。 

――「戦国末期の郡上の検討－武田氏、越前一揆, 本願寺政権との関わりを中心として－」

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会、第 60 巻第 1号、2015 年）47－73 頁。 

只井遥菜・南谷晃平・松田悠生・岡部浩輝・塚本明日香「ひるがの高原だいこんの総合的な産

地維持に関する取組み」『地域志向学研究』（(岐阜大学)地域協学センター、第 6 巻、2022

年） 137－147 頁。 

谷川健一『柳田国男の民俗学』（岩波書店、2001 年）。 

谷沢明「歴史・風土・文化を活かした地域づくりに関する研究 (一) －事例研究・郡上八幡 : 

景観形成と人の営みを中心に－」『愛知淑徳大学現代社会学部論集』（愛知淑徳大学現代社

会学部、第 9 号、2004 年）1－18 頁。 

寺田敬三『郡上の祭り』（郡上史談会、1977 年）。 

――『続・郡上の祭り』（郡上史談会、1978 年）。 

鳥越皓之・足立重和・金菱清編『生活環境主義のコミュニティ分析―環境社会学のアプロー

チ－』（ミネルヴァ書房、2018 年）。 

「八幡城ものがたり」編集委員会『八幡城ものがたり』（八幡町、1991 年）。 

野﨑颯・中村雅子「伝統文化の維持・継承・変容と地域への影響－コロナ禍における郡上お

どりの実践－」『東京都市大学横浜キャンパス情報メディアジャーナル』（横浜 : 東京都市

大学環境情報学部情報メディアジャーナル編集委員会、第 24 号、2023 年）48－56 頁 

福手豊丸『回想 ひるがの』（2000 年）。 

松本康夫・天谷孝夫・西村直正「高原洪積畑地帯における圃場利用形態と土壌侵食特性」『土

壌の物理性』（土壌物理学会、第 71 号、1995 年）23－29 頁。 

馬渕旻修「街づくりに水環境の果す役割－郡上八幡の水環境を例として－」『岐阜地理』（岐

阜県地理学会、第 27 号、1987 年）35－41 頁。 

――「奥美濃・飛騨の焼畑(1) －郡上郡高鷲村および明方村における焼畑耕作－」『地域経済』

（岐阜経済大学地域経済研究所、第 9集、1989 年）195－207 頁。 
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