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シンポジウム報告1

2005年11月20日に開催した第1回�
国際シンポジウム  プレシンポジウム�
の発表者が論点を整理、内容を深めた�
論文を収録したもの。�

2006年3月発行、A4判　95頁。�
■編集：人類文化研究のための�
　　　　非文字資料の体系化  第3班・第4班�
■発行：神奈川大学21世紀COEプログラム研究推進会議�
■内容：�

2006年3月発行、A5判　293頁。�
■編集：神奈川大学�
　　　　日本常民文化研究所�

■発行所：（株）平凡社�

■内容：�

神奈川大学日本常民文化研究所�
論集22『歴史と民俗』�

『歴史民俗資料学研究』第11号�
2006年3月発行、A5判　345頁。�
■発行：神奈川大学大学院�
　　　　歴史民俗資料学研究科�

■内容：�

中央水産研究所所蔵古文書（漁業制度資料）の概要�
―全100資料群の概要と収集・整理の経過―�

第7回歴史民俗資料学研究会�
■講　師：大塚和義氏（大阪学院大学教授・国立民族学博物�
　　　　　館名誉教授）�

■テーマ：「文化展示の可能性―博物館におけるアイヌ展示―」�

■会　場：神奈川大学横浜キャンパス1号館804室�
�

日本常民文化研究所�

外国語学研究科  中国言語文化専攻�

「版画と写真―19世紀後半�
出来事とイメージの創出―」�

『神奈川大学大学院　言語と文化論集』第12号�
2005年12月発行、A5判　176頁。�
■編集・発行：神奈川大学大学院�
　　　　　　　外国語学研究科�

■内容：�ワーズワスと芭蕉（岩崎豊太
郎）、Going Beyond the Gender 
Boundary（濱田あやの）、英語のイ
ントネーション分析（安田香織）、近

代中国文学作品における罵倒語の使

用の要因―（渡辺博文）、『詩経』から

見た色彩語（劉渇氷）、雲南省都市部

における民族語使用状況（宮本大輔）、「“把”構文」の目的語

について（布川雅英）�

せともの祭と瀬戸物人形（小

林公子）、ミルクとアカマタ（古谷野

洋子）、銭屋五兵衛をめぐる歴史叙述

と歴史意識（高野宏康）、大浦の民族

誌（福島緑）、明治・大正期における

特許資料と唐箕の改良（内藤大海）、

民俗学の新素材（岡田翔平）、「河童信仰の歴史研究」序説（小

馬徹）、フランスにおける柳田国男の紹介と評価（フレデリック・

ルシーニュ）、I・A・サマリン著・南サハリン（旧樺太）にお
ける神社（ムカイダイス）、繁田信一著『平安貴族と陰陽師―

安部晴明の歴史民俗学―』（織田洋行）、祁景　著『中国のイン

ターネットにおける対日言論分析―理論と実証の模索―』（高

江州昌哉）�

中山道鵜沼宿の様相（西和夫）、

オーラル・ヒストリーの可能性（中村

政則）、＜第8回常民文化研究講座報告＞身

体表現としての芸能とその継承（廣田律子）、＜資料紹介＞中村為

治・満蒙開拓従軍紀行（山口徹）、アチックミューゼアム日誌

（4）昭和13年・14年・15年1月～6月�

「水産総合研究センター所蔵古文書目録―福島県・�
  茨城県・栃木県・千葉県（補遺）関係史料―」�

2006年3月発行、A4判　164頁。�
■編集・発行：独立行政法人水産総合研究センター中央�
　　　　　　　水産研究所・神奈川大学日本常民文化研究所�

2006年3月発行、A4判　116頁。�
■編集・発行：独立行政法人水産総合研究センター中央�
　　　　　　　水産研究所・神奈川大学日本常民文化研究所�
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写真は出来事をどのようにとらえてきたか（木下直之）、

浮世絵は出来事をどのようにとらえてきたか（原信田實）、変貌

する明治の図録（鈴木廣之）、見える民族・見えない民族（増

野恵子）、内田九一の「西国・九州巡幸写真」の位置（金子隆

一）、メディアとしての災害写真（北原糸子）�


