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■地域文化研究専攻教員の活動 （2018年 1月～12月）
＊所属教員名の五十音順に，各人の研究活動を下記の項目にしたがって記載した．
＊該当業績のない項目は省略している．
＊前年記載漏れの業績なども含む．

A.著書，B.分担執筆，C.レフェリー付き学術論文，D.一般学術論文，E.翻訳，F.その他の業績，
G.国際学会での活動，H.国内学会での活動，I.その他の研究活動，J.受賞

秋葉　淳（AKIBA Jun）
C. レフリー付き学術論文
● Akiba, J., Sharia Judges in the Ottoman Nizamiye Courts, 1864–1908. Osmanlı Araştırmaları / The Jour-

nal of Ottoman Studies. 51. pp. 209–237. 2018.

E. 翻訳
● 小笠原弘幸，秋葉淳（監訳），勝本英明，山本敬祐，坂田舜，田中みなみ，岩元恕文（共訳）ユー
スフ・アクチュラ（著）．『三つの政治路線』．pp. 135–165．『史淵』．155．九州大学大学大学院人
文科学研究院．2018．

F. その他の業績
● 秋葉淳．Web記事．エゴドキュメント／自己語り史料．東洋文庫研究部イスラーム地域研究資
料室 HP内「オスマン帝国史料解題」．URL http://tbias.jp/ottomansources/ego-documents．2018．

G. 国際学会
● Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: 19. Yüzyıl, Âlimler, Müesseseler ve 

Fikrî Eserler. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Zeytinburnu Belediyesi. イスタンブル，ゼイティ
ンブルヌ文化芸術センター．2018.12.20．招待講演．Muallimhane-i Nüvvab’dan Mekteb-i Kuzat’a: 

Osmanlı Kadı Okulunun Yarım Yüzyıllık Serüveni. トルコ語．
● Fifth World Congress for Middle Eastern Studies （WOCMES）. Three Cultures of the Mediterranean 

Foundation. セビーリャ． 2018.7.19．一般発表．Seeking Selves in Ottoman Archival Documents: 

Şemdanizade Fındıklılı Süleyman and His Court Records. 英語．パネル・オーガナイザー．
● Research Talk at Department of History, University of California, Davis. Departments of History and 

Religious Studies and the Study of Religion Graduate Group, UC Davis. カリフォルニア大学デーヴィ

ス校． 2018.5.31．招待講演．The Historian Şemdanizade Süleyman （d. 1780）: A Deputy Judge and 

Intellectual in the Ottoman Empire. 英語．
● Seminar Talk at Department of History, Stanford University. Department of History, Stanford University. 

スタンフォード大学．2018.5.29．招待講演．The Judiciary and Fiscal Transformation in the Ottoman 

Empire, 1700–1839. 英語．
● CMES Sohbet-i Osmani Lecture Series. Center for Middle Eastern Studies, Harvard University. ハー
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ヴァード大学．2018.4.23．一般発表．Writing History, Writing Documents: Self-representation of an 

Eighteenth-Century Ottoman Historian-cum-Judge. 英語．
● Sharīʿa Workshop. Middle East Institute, Columbia University. コロンビア大学．2018.1.26．招待講演．

Ottoman Venality, or Tax Farming of Judicial Offi ces in the Ottoman Empire, c.1700–1839. 英語．

足立信彦（ADACHI Nobuhiko）
D. 一般学術論文
● 足立信彦．男たちの航海―性・所有・共同体 V―．『Odysseus』．22．pp. 51–79．東京大学大
学院総合文化研究科地域文化研究専攻．2017．

網野徹哉（AMINO Tetsuya）
A. 著書
● 網野徹哉．『インカとスペイン―帝国の交錯（講談社学術文庫）』．p. 400．講談社．2018．
● 網野徹哉．『印加與西班牙的交錯―從安地斯社會的轉變，看兩個帝國的共生與訣別』．p. 400．
八旗文化．2018．

B. 分担執筆
● Amino, T. Los tres rostros del inca: concepciones y representaciones cambiantes de los incas durante el 

periodo colonial. Shimada, I. （ed.）. Inka. p. 744. pp. 713–736. Fondo Editorial de la Pontifi cia Universidad 

Católica del Perú. 2018.

有田　伸（ARITA Shin）
B. 分担執筆
● 有田伸．限られた物資をどう配るか？―危機時の配分という課題．東大社研，玄田有史，有
田伸（編）．『危機対応学―明日の災害に備えるために』．p. 274．pp. 204–230．勁草書房．2018．

● 有田伸，玄田有史．危機対応学とその調査について．東大社研，玄田有史，有田伸（編）．『危機
対応学―明日の災害に備えるために』．p. 274．pp. 1–14．勁草書房．2018．

● 有田伸，玄田有史．本書が示唆するもの．東大社研，玄田有史，有田伸（編）．『危機対応学―
明日の災害に備えるために』．p. 274．pp. 231–245．勁草書房．2018．

D. 一般学術論文
● 有田伸．職歴データにもとづく稼得歴の推定―職業経歴のトータルな把握と高齢者間格差の

説明の試み．『2015年 SSM調査報告書　労働市場Ⅱ』．2015年 SSM調査研究会．pp. 1–21．2018．
● 有田伸．シンプルなパネルデータ分析はいかに可能か？ またそれは必要か？―パネルデータ分
析方法の整理とともに．『2016 年度課題公募型二次分析研究会　就労・家族・意識の変化に関
するパネルデータ分析研究成果報告書』．64．pp. 274–283．SSJ Data Archive Research Paper Series. 

2018．
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● Ishida, K. , Arita, S. , Genji, K. , Kagawa, M. The Opportunity Structure of Local Employment of Japanese 

Workers in Hong Kong: A Perspective from Staffi ng Agencies. ISS Discussion Paper Series F. 190. 

pp. 1–19. Institute of Social Science, University of Tokyo. 2018.

F. その他業績
● 有田伸．解説．経済教室：新卒一括採用の是非（上）．『日本経済新聞』．2018年 5月 22日．
● 有田伸．コラム．巻頭言： Works Reviewのこれまでを振り返りつつ Vol. 13に寄せて．『Works 

Review』．10．pp. 1–2．リクルートワークス研究所．2018．
● 有田伸，粕谷祐子，澤田ゆかり，岩﨑葉子．座談会記録．現役編集委員が語る 掲載への道．『ア
ジア経済』．59.4．pp. 73–88．アジア経済研究所．2018．

G. 国際学会
● Interdisciplinary Conference of the DAAD-funded Centers for German and European Studies. German 

Academic Exchange Service. Sofi tel Berlin Kurfürstendamm. 2018.12.6–12.8. 招待発表．Global Trend 

of Labor Flexibilization in Local Contexts: The Case of Japan （Panel Discussion: Sustainability, Labour, 

Markets – Global Vision of the Future）. 英語．
● International Symposium on the Comparative Study of Inequality in East Asia. 移動レジーム研究会．慶
應義塾大学． 2018.11.17．招待発表．Comparative Studies on Social Stratifi cation and Inequality in 

East Asian Societies Based on SSM Survey Data. 英語．
● XIX ISA World Congress of Sociology. International Sociological Association. Metro Toronto Convention 

Center. 2018.7.15–7.21. Changing the Structure of Inequality under Globalization: From the Perspective 

of East-Asian Experiences. 英語．司会．
● XIX ISA World Congress of Sociology. International Sociological Association. Metro Toronto Convention 

Center. 2018.7.15–7.21. 一般発表． Inter-Subjective Differentiation between Regular and Non-Regular 

Employment in Japan: Increasing Labor Market Flexibilization and Legitimization of Reward Inequality. 

英語．
● 2018 ISA RC28 Spring Meeting. International Sociological Association, Research Committee 28. Yonsei 

University. 2018.5.25–5.27. 一般発表．Reward Inequalities Caused by Educational Credentialism in 

East Asia: A Comparative Analysis Based on PIAAC Data （with Hirofumi Taki）. 英語．
H. 国内学会
● 第 1回経済社会研究フォーラム．経済社会研究フォーラム．名古屋大学．2018.6.26．招待発表．
イス取りゲームのイスはなぜイスなのか？

● 第 65回数理社会学会大会．数理社会学会．成蹊大学．2018.3.14–3.15．一般発表．誰がどれだけ
受け取るべきか―現代日本における報酬格差に関する意識の基礎的分析（1）（永吉希久子との
共同報告）．
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アルヴィ宮本なほ子（ALVEY MIYAMOTO Nahoko）
D. 一般学術論文
● アルヴィ宮本なほ子．「古の国への旅人」―アディソンの旅人からドレのニュージーランド人

まで．『ODYSSEUS』． 22． pp. 81–103． 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻．
2018.3．

F. その他の業績
● Alvey Miyamoto, N. Internet Interview. Frankenreads Q &A: University of Tokyo. The KSA-A Blog: The 

Frankenreads Q & A series. Keats-Shelley Association of America. https://k-saa.org/frankenreads-qa-

university-of-tokyo/. 2018.10.12.

● アルヴィ宮本なほ子．書評．本の棚　書評，中尾まさみ，『英語圏の現代詩を読む―語学力と

思考力を鍛える 12講』，（東京大学出版会，2017）．『教養学部報』．第 599号．p. 2．2018.4.2．
● アルヴィ宮本なほ子．書評．松下哲也，『ヘンリー・フューズリの画法―物語とキャラクター

表現の革新』，（三元社，2018.1）．『週刊図書新聞』．3358号．第 5面．2018月 7日号．
● アルヴィ宮本なほ子．書評．Tom Mole, What the Victorians Made of Romanticism: Material Artifacts, 

Cultural Practices, and Reception History, （Princeton University Press, 2017）．『ヴィクトリア朝文化
研究　Studies in Victorian Culture』．vol. 16．pp. 275–79．ヴィクトリア朝文化研究会．2018．

● アルヴィ宮本なほ子．イギリス文学，修辞関連項目の校閲，追加．『広辞苑第七版』．岩波書店．
2018．

G. 国際学会
● International Conference: Romantic Regenerations. The Romantic Regenerations Conference.  Sophia 

University （Tokyo）. 2018.7.6. The plenary lecture （invited lecture）. Alan Bewell and Nahoko Miyamoto 

Alvey. Frankenstein and Manga. English.

H. 国内学会
● 日本シェリー研究センター年第 27回大会シンポージアム．日本シェリー研究センター．立命館
大学衣笠キャンパス（京都）．2018.12.1．発表とレスポンス．プロメテウス・カルトと『フラン
ケンシュタイン』，レスポンス：七つ目の C―二人の現代のプロメテウス．司会．

● 高校生と大学生のための金曜特別講座．東京大学教養学部．東京大学駒場キャンパス 18号館

ホール（東京）．2018.11.16．招待講義．言葉の力と科学の力―「フランケンシュタイン」200周

年．
● 日本英文学会第 90回大会．日本英文学会．東京女子大学（東京）．2018.5.20．招待発表．When 

a new planet swims into my ken―イギリス・ロマン派の詩を読む時間と場所．

池上俊一（IKEGAMI Shunichi）
A. 著書
● 池上俊一．『フィレンツェ―比類なき文化都市の歴史』．p. 288．岩波書店．2018．
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D. 一般学術論文
● 池上俊一．思想の言葉―甦る魔女．『思想』．1125．pp. 2–5．岩波書店．2018．
● 池上俊一．魔女のダンスとサバトの成立．『思想』．1125．pp. 30–50．岩波書店．2018．
F. その他業績
● 池上俊一．コラム．想像界の生物相・狼男．『月刊みんぱく』．484．pp. 14–15．国立民族学博物
館．2018．

井坂理穂（ISAKA Riho）
F. その他業績
● 井坂理穂．項目執筆．インド文化事典編集委員会（編）．『インド文化事典』．p. 770．pp. 114–5，

264–5，268–9，372–3，734．丸善出版．2018．
G. 国際学会
● 25th European Conference on South Asian Studies. EHESS. Paris. 2018.7.25. 一般発表．Life narratives 

of Bene Israel women and their ideas of belonging in colonial and postcolonial India. 英語．
● Food as National / Colonial Memories: Iran and India. National History and Collective Memory Project. 関

西学院大学大阪梅田キャンパス（大阪）． 2018.3.3．一般発表．The Parsis and Debates on Food in 

Colonial and Postcolonial India. 英語．
● Shaping Asia/s: Connectivities, Comparisons, Collaborations. Center for Interdisciplinary Research. Uni-

versität Bielefeld. 2018.2.6–2.7. 一般発表．The concept of ‘connectivities’ and the social history of lan-

guage. 英語．
H. 国内学会
● 2018年度食の文化フォーラム「国民料理」の形成をめぐって．味の素食の文化センター．東京．

2018.6.16．一般発表．インド料理のなりたち―「多様性」を掲げた国家建設と「国民料理」．

石井　剛（ISHII Tsuyoshi）
B. 分担執筆
● Ishii, T. Li Zehou’s Aesthetics and Confucian “body” of Chinese cultural Sedimentation: An Inquiry into 

Alternative Interpretations of Confucianism. Roger T. Ames and Jinhua Jia （eds.）. Li Zehou and Confu-

cian Philosophy. p. 400. pp. 313–334. Honolulu: University of Hawai’i Press. 2018.

● Ishii, T. The Revival of Traditional Culture and Religious Experience in Modern Urban Life: The Example 

of the Changchun Confucius Temple. Sébastien Billioud （ed）. The Varieties of Confucian Experience: 

Documenting a Grassroots Revival of Tradition. p. 347. pp. 176–204. Leiden: Brill. 2018.

● 石井剛．「シナ学」の現代中国認識―平岡武夫の天下的世界観をめぐって．代田智明監修，谷
垣真理子・伊藤徳也・岩月純一（編）．『戦後日本の中国研究と中国認識』．p. 448．pp. 227–254．
風響社．2018．
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F. その他の業績
● 石井剛．「中国語を学ぶ」から「中国語で学ぶ」への転換とその先にあるもの．『教養学部報』．

601．東京大学教養学部．2018．
G. 国際学会
● 中山大学哲学系．中山大学．広州．2018.9.6．招待講演．反思日本現代 “中国認識”与歴史的 “内
在理解”．中国語．

● 中山大学哲学系．中山大学．広州．2018.9.4．招待講演．从樸学到哲学：日本学界対清代考証学
方法論的幾種詮釈．中国語．

● 第 5届国際学術研討会 “19世紀末 20世紀初東北亜知識的重構―以社会進化論与大同主義為中
心”．延世大学．ソウル．2018.7.8．一般発表．進化与宗教：梁啓超，内村鑑三対本杰明・頡德
的不同閲読．中国語．

● The Harvard-Yenching Institute 90th Anniversary Alumni Conference: “Celebrating 90 Years （1928–

2018）: Recent Trends and New Approaches in Asian Scholarship”. ハーヴァード・イェンチン研究
所．錦江飯店（上海）．2018.6.23．一般発表．From Philology to Philosophy: Toward a New Narrative 

of the Intellectual History of the Qing Dynasty. 英語．
● “什麼是天下？”工作坊．Berggruen Institute. 北京大学（北京）．2018.6.16–6.17．コメンテーター．
回応関凱教授《天下観之于当代中国的民族政治》. 中国語．

● Humanities in the 21st Century. 東京大学共生のための国際哲学研究センター（UTCP）．東京大学駒
場キャンパス．2018.6.1．パネリスト．英語．

● 語言，想像力，政治―東方民族思維與實踐中的語言觀工作坊．国立政治大学．台北．2018.5.19．
一般発表．思想與語言的縫隙―反思戴震 “主觀橫溢”的科學方法．中国語．

● 武漢大学哲学学院．武漢大学．武漢．2018.3.20．招待講演．戴震与中国近代哲学： 从漢学到哲
学．中国語．

● 武漢大学哲学学院．武漢大学．武漢．2018.3.19．招待講演．近五十年以来日本学術界的戴震研
究総述．中国語．

● Critical Area Studies: Theory and Praxis of Co-existence. PKU-ANU-UTokyo Winter Institute 2018. 東京

大学本郷キャンパス．2018.1.22．招待講演． Imagining the Community of “Wen”: Humanities from 

East Asian Discourse. 英語．
H. 国内学会
● シンポジウム「世界哲学としての東アジア思想」．東京大学ヒューマニティーズセンター．東京
大学本郷キャンパス．2018.12.9．一般発表．サイノフォーン・スタディーズと中国哲学．

● 「東京学派」研究第 2回ワークショップ．東京大学国際総合日本学ネットワーク．東京大学本郷
キャンパス．2018.10.4．一般発表．「東京学派」と中国「近代」哲学．

● 愛知大学国際問題研究所創立 70周年記念国際シンポジウム「グローバルな思考とローカルな思
考：個性とのバランスを考える」．愛知大学国際問題研究所．愛知大学名古屋キャンパス（名古
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屋）．2018.7.14．招待講演．「土の近代」と「水の近代」―中国近代化の歩みから考える．

石田勇治（ISHIDA Yuji）
D. 一般学術論文
● 石田勇治．ドイツはナチズムをどう克服してきたか―今も生きているヒトラー神話，そして
緊急事態条項．『東京の歴史教育』．47．pp. 2–15．東京歴史教育者協議会．2018．

E. 翻訳
● 石田勇治（監修）．ブルンヒルデ・ポムゼル＆トーレ・ハンゼン（著）．『ゲッベルスと私―ナ

チ宣伝相秘書の独白』．p. 270．紀伊國屋書店．2018．
F. その他の業績
● 石田勇治．明確な自覚なくナチスに協力した人たち．『月刊日本』．22.8．pp. 64–69．2018.8．
● 石田勇治．A German Life．『岩波ホール創設 50周年記念作品映画「ゲッベルスと私」鑑賞パン
フレット』．pp. 18–19．2018.6．

● 石田勇治．危険な自民党の緊急事態条項．『季刊社会運動』．430．pp. 183–190．2018.4．
● 石田勇治．ナチ独裁への入り口となった大統領緊急令と自民党提案の緊急事態条項の共通性．
『THE BIG ISSUE JAPAN』．331．pp. 22–23．2018.3.15．

● 石田勇治．考える広場．ナチ党台頭に学ぶ憲法改正．『東京新聞』．2018.2.16．朝刊．
● 石田勇治．解説．『ゲッベルスと私』刊行に寄せて．ブルンヒルデ・ポムゼル＆トーレ・ハンゼ
ン（著）『ゲッベルスと私―ナチ宣伝相秘書の独白』． p. 270． pp. 251–257．紀伊國屋書店．
2018．

G. 国際学会
● 国際刑法におけるニュルンベルク裁判と東京裁判の今日的意義．東京大学グローバル地域研究
機構ドイツ・ヨーロッパ研究センター．東京大学駒場キャンパス 18号館．2018.11.16．コーディ
ネート，趣旨説明，司会．

H. 国内学会
● 西日本ドイツ現代史学会． シンポジウム． 戦後ドイツの政治と司法． 岡山大学． 司会．

2018.3.30．
I. その他の活字にならない研究活動等
● 石田勇治．日本からみたドイツ統一と朝鮮半島の将来．東京大学グローバル地域研究機構韓国
学研究センター＆ドイツ・ヨーロッパ研究センター．コメンテータ．2018.7.31．

● 石田勇治．番組監修．世界一受けたい授業．クリスティアン・クレーネス先生．ドキュメンタ
リー映画「ゲッベルスと私」なぜ人は戦争を起こすのか．日本テレビ．2018.6.23．

● 石田勇治．対談．映画「ゲッベルスと私」特別先行試写会・監督来日記念特別対談．東京大学
グローバル地域研究機構ドイツ・ヨーロッパ研究センター．東京大学駒場キャンパス 18号館

ホール．2018.5.15．
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● 石田勇治．講演．早稲田大学エクステンション中野．ナチスの手口と緊急事態条項， 2018. 

5.9/6.9/6.30．
● 石田勇治．講演．朝日カルチャーセンター新宿．ゲッベルスとナチ・ドイツ．2018.6.23．ヒト
ラーとナチ・ドイツ．10.22/11.26/12.24．

● 石田勇治．講演．朝日カルチャーセンター横浜．ドイツと世界大戦．2018.2.17/3.17/4.21/5.19/6.16．
● 石田勇治．講演．中日文化センター栄．ドイツと世界大戦の時代．2018.4.7/4.28/6.2/7.7/9.1．ド
イツ近現代史．10.6/11.3/12.1．

● 石田勇治．講演．平和国際教育研究会＋東京高校生平和ゼミナール世話人会．冬の研究集会．緊
急事態条項とは？ ナチスの手口に触れながら．全国教育文化会館．2018.12.16．

● 石田勇治．講演．憲法の使い方講座．ナチスの「手口」と緊急事態条項―ヒトラー独裁の歴

史から学ぶ．ルミエール府中．2018.11.24．
● 石田勇治．講演．国際基督教大学平和研究所オープンレクチャー．ワイマール憲法下のドイツ
で，なぜヒトラー独裁が生まれたのか．国際基督教大学．2018.10.30．

● 石田勇治． 講演．「ゲッベルスと私」 上映記念シネマトーク． ゲッベルスとナチ・ドイツ．
フォーラム福島．2018.9.30．

● 石田勇治．講演．第 196回憲法を学ぶ会（武蔵野市）．ナチスの「手口」と緊急事態条項．本町
コミュニティセンター．2018.8.28．

● 石田勇治．講演．東京藝術大学音楽学部楽理科．芸術と憲法を考える連続講座．ナチスの「手
口」と芸術．東京芸術大学．2018.7.24．

● 石田勇治．講演．集会実行委員会（オール関西平和と共生）．なんとかならんか・この日本！？
安倍改憲が狙うもの．ナチスの「手口」と緊急事態条項．エル大阪．2018.6.29．

● 石田勇治．講演．新宿女性九条の会．第 53回研究会．危ない緊急事態条項―ナチスの「手口」
と比較して．若松地域センター．2018.4.14．

● 石田勇治．講演．九条の会・中野．憲法問題連続学習講座．ナチスの時代と現代日本．中野産
業振興センター．2018.2.25．

● 石田勇治．講演．東京都歴史教育者協議会・第 50回研究集会．ドイツはナチズムをどのように
克服してきたのか．筑波大学付属駒場中高等学校．2018.2.18．

● 石田勇治．講演．2018年国際ホロコースト・メモリアルデー講演会．アウシュヴィッツが投げ
かける問い―21世紀の私たちはこれにどう答えるか．原発災害センター（福島県白河市）．
2018.1.28．

石橋　純（ISHIBASHI Jun）
F. その他の業績
● 石橋純．単行本の分担執筆．ベネズエラの音楽と日本．駐日ベネズエラ・ボリバル共和国大使
館（編）．『Chévere 80年の交流の軌跡』．pp. 122–129．p. 151．駐日ベネズエラ・ボリバル共和国
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大使館．2018．
I. その他の活字にならない研究活動
● （レクチャーコンサート企画・司会・通訳）立教大学ラテンアメリカ研究所主催．「第 49回現代

のラテンアメリカ　魂のフィエスタ　ラテンアメリカ・ユダヤの声」． 2018.11.10．立教大学池
袋キャンパス 5号館 5324教室．

● （レクチャーコンサート企画・司会・通訳・レクチャー・プログラム執筆）東京大学教養学部教
養学科ラテンアメリカ研究コース主催．「オマール・アコスタ・デュオ ラテンフルートの大

洋」．2018.11.3．東京大学駒場キャンパス 18号館ホール．
● （レクチャーコンサート企画・司会・通訳・レクチャー・プログラム執筆）成蹊大学アジア太平
洋研究センター主催．「オマール・アコスタ・デュオ フルートが奏でるラテンの調べ」．
2018.11.2．成蹊学園本館大講堂．

● （コンサート企画・司会・通訳・プログラム執筆）プエンテリコ・ベネズエラ主催．「オマー
ル・アコスタ・デュオ　ラテンフルートの大洋」．2018.10.29．豊橋市民文化会館ホール．

● （コンサート企画）「全学体験ゼミナール・ラテンアメリカ音楽演奏入門　成果発表コンサー
ト」．2018.8.4．東京大学駒場キャンパス 18号館ホール．

遠藤泰生（ENDO Yasuo）
B. 分担執筆
● 遠藤泰生．全体編集幹事，第七章「社会思潮」第八章「科学技術」編集，「海洋」「黒船」「建国
神話」を分担執筆．アメリカ学会（編）．『アメリカ文化事典』．丸善出版．2018．

D. 一般学術論文
● 遠藤泰生．反米：あらたな紛争の胎動か，共生の代償か（序）．『ODYSSEUS』．22．pp. 105–120．
東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻．2018．

● 遠藤泰生．諸刃の剣としての歴史認識―トランプのアメリカを問い直す．『アメリカ太平洋研
究』．18．pp. 44–52．東京大学大学院総合文化研究科アメリカ太平洋地域研究センター．2018．

F. その他の業績
● 遠藤泰生．コラム．ハバナ，モヒート，カストロ―高橋均先生とご一緒したキューバ調査旅

行．『ODYSSEUS』．22．pp. 181–182．東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻．2018．
● 遠藤泰生．項目執筆．『広辞苑　第七版』．南北アメリカ史に関する既存項目校閲と「バラク・
オバマ」「スティーブ・ジョブズ」「準州」「ファヴェーラ」「ベニート・スアレス」「ウゴ・チャ
ベス」ほか新たに 19項目を執筆．岩波書店．2018．

● 遠藤泰生．報告要旨．『近代アメリカの公共圏と市民―デモクラシーの政治文化史』―その

狙いと成果．『Newsletter』．8．pp. 1–2．2018．
H. 国内学会
● 第 52回　アメリカ学会年次大会，アメリカ学会，北九州市立大学，2018.6.2．自由論題 C．“Ac-
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tivism and American Society,” Comment．英語．
● 科研（西洋近代の海洋世界と「海民」のグローバル循環―北大西洋海域から／代表：田中きく
代）研究会．ユーズツー（大阪梅田）．2018.12.29．報告．19世紀半ばのアメリカ合衆国と太平

洋：マシュー・F・モーリの活動から．
● 科研（環太平洋地域マイノリティ史から問い直すアメリカ史研究 /代表：兼子歩）ワークショッ
プ，海をめぐる知識・言説・移動空間―環太平洋地域史の新展開―．明治大学駿河台キャ
ンパスリバティタワー．2018.12.15．報告．海・ネイション・科学―19世紀の太平洋を考える．

I. その他の活字にならない研究活動
● アメリカ学会理事／幹事
● 初期アメリカ学会理事
● アメリカ研究振興会評議員
● International Contributing Editor, Journal of American History

● Editorial Advisory Board, Journal of Australian American Studies （Sydney U.）

岡田泰平（OKATA Taihei）
B. 分担執筆
● 岡田泰平．日本軍「慰安婦」制度と性暴力―強制性と合法性をめぐる葛藤―．上野千鶴子，
蘭信三，平井和子（編）．『戦争と性暴力の比較史へ向けて』． p. 367． pp. 85–109．岩波書店．
2018．

F. その他の業績
● 岡田泰平．書評．TAKAGI Yusuke, Central Banking as State Building. 『東南アジア―歴史と文化

―』．47．pp. 143–147．東南アジア学会．2018.5．
● 岡田泰平．書評．根川幸男，井上章一（編）．『越境と連動の日系移民教育史―複数文化体験の

視座』 .『植民地教育史研究年報』． 20． pp. 128–133．日本植民地教育史研究会運営委員会．
2018.3．

G. 国際学会
● 2018 OAH Annual Meeting. Organization of American Historians. アメリカ合衆国サクラメント市．

2018.4.12–4.14. 招待発表．Sex and War: State Sponsored Sexual Violence from the Philippines to Japan 

to Korea, 1941–1953. 英語．
H. 国内学会
● 第 52回　アメリカ学会年次大会．アメリカ学会．北九州市立大学．2018.6.2–6.3．ディスカッサ
ント．ワークショップ．Transpacifi c Overtures, The Black Atlantic, and Dynamics of Settler Colonial-

ism I. Comment. 英語．
I. その他の活字にならない研究活動

主たる学会・研究会・科学研究費研究会活動は以下の通りである．
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● 2018.12.1.–12.2．東南アジア学会・研究大会，本務校実行委員．
● 2018.11.9．東京大学ヒューマニティーズセンター．オープンレクチャー，「戦時・占領時の性を
問う―先行研究から見るフィリピン関係資料」．

● 2018.11.まで，歴史科学協議会，編集委員，書評等執筆の推薦など，2018年 11月号の特集取り

まとめ．
● 2018.7.29．原水爆禁止 2018年世界大会科学者集会，実行委員，司会．
● 2018.7.27.–7.28．科研研究会主催，海外からのゲスト発表者 3名，「「アジア・太平洋戦争史」の
比較と総合：国際的研究教育プログラムの開発」（代表者中野聡，基盤研究（A）　15H01852）．

● 2018.6.30–7.1．第 23回フィリピン研究会・全国大会　実行委員．
● 2018.6.まで，静岡県近代史研究会，例会担当，発表者との交渉，2月，3月，7月例会における

司会．2018.6.以降は，広報担当，主にネット環境の整備．
● 2018.3.11．科研研究会におけるコメント，「「アジア・太平洋戦争史」の比較と総合： 国際的研
究教育プログラムの開発」（代表者中野聡，基盤研究（A）　15H01852）．

● 2018.2.20．科研研究会におけるコメント，「間帝国的関係性からみた植民地支配と抵抗―比較・
協力・並存・移動の史的構造」（水谷智代表，基盤研究（B）　16H03501）．

● 自著に関する応答，『「恩恵の論理」と植民地』「アメリカ研究出版助成図書の社会的反響につい
て」，『公益財団法人　アメリカ研究振興会会報』78号（2018.2）．8頁．

小川浩之（OGAWA Hiroyuki）
B. 分担執筆
● 小川浩之，板橋拓己，青野利彦．『国際政治史―主権国家体系のあゆみ』． p. 331． pp. 1–12，

206–298．有斐閣．2018．
F. その他の業績
● 小川浩之．書評．マーク・マゾワー（著）．井上廣美（訳）．『バルカン―「ヨーロッパの火薬庫」
の歴史』．中央公論新社．2017．東京財団政策研究所政治外交検証プロジェクト .（https://www.

tkfd.or.jp/research/political-review/0ot02u）．
● 小川浩之．項目執筆．コモンウェルスの誕生，アイルランド自由国の成立，パレスチナ問題の
起源，大英帝国の解体，アメリカとの「特別な関係」，帝国からコモンウェルスへ．君塚直隆 

（編著）．『よくわかるイギリス近現代史』．p. 176．pp. 116–119，122–123，144–149．ミネルヴァ
書房．2018．

G. 国際学会
● The 1st British-East Asian Conference of Historians. Kyungpook National University. Daegu, South 

Korea. 2018.9.12–9.15. Harold Macmillan’s Commonwealth Tour of 1958 Revisited: The Case of Austra-

lia and New Zealand. 英語．
● Conference on the British and the Japanese Colonial Legacies in China / Chinese Studies. Chulalongkorn 
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University. Bangkok, Thailand. 2018.6.1–2. The Anglo-Japanese Inter-Imperial Relations and Ideas on the 

Future of the Japanese Empire. 英語．
H. 国内学会
● 世界政治研究会例会．世界政治研究会．東京大学弥生キャンパス． 2018.11.17．池本大輔報告
「新自由主義の国際的拡散―サッチャーの果たした役割」．コメンテーター．

● 第 16回国連史コロキアム．国連史コロキアム．明治学院大学白金キャンパス．2018.11.11．黒
田友哉報告「欧州国際機構をめぐるフランスの政治・外交―国際秩序との関連に注目して」．
コメンテーター．

● The 2018 Annual Convention of the Japan Association of International Relations. The Japan Association 

of International Relations. Sonic City （Omiya, Saitama）. 2018.11.2–4. Discussant on Panel B-7. 英語．
● 政治外交検証研究会．東京財団政策研究所．東京財団政策研究所．2018.7.23．一般発表．書評
報告．マーク・マゾワー（著），井上廣美（訳）『バルカン―「ヨーロッパの火薬庫」の歴史』 （中
央公論新社．2017）．

● 第 12回国連史コロキアム．国連史コロキアム．明治学院大学白金キャンパス．2018.3.11．一般
発表．コモンウェルス（英連邦）と国際秩序―アパルトヘイトとイギリス＝南アフリカ関係を

中心に．
I. その他の研究活動
● 講演．英連邦の歴史―「現代英連邦」への道．第 2回日本英連邦学生会議．早稲田大学早稲田
キャンパス．2018.12.1．

● 英連邦と君主制．政治・社会講座「君主制の比較政治論」．第 5回．かわさき市民アカデミー．
川崎市生涯学習プラザ．2018.11.14．

● もう一度まなぶ西洋史 現代世界の形成とイギリス外交．NHK 文化センター青山教室．
2018.1.12，2018.1.26，2018.2.9，2018.2.23．

大塚　修（OTSUKA Osamu）
B. 分担執筆
● 大塚修．写本が伝える世界認識．南塚信吾（編）．『情報がつなぐ世界史（MINERVA世界史叢書

6）』．p. 322．pp. 9–28．ミネルヴァ書房．2018．
C. レフリー付き学術論文
● Otsuka, O. Qāshānī, the First World Historian: Research on His Uninvestigated Persian General History. 

Zubdat al-Tawārīkh. Studia Iranica. 47.1. Forthcoming. 2018．
G. 国際学会
● International Symposium: Kingship, Ideology, Discourse, Legitimation of Islamicate Dynasties. Tokyo 

University of Foreign Studies. Tokyo. 2018.12.15. 一般発表．The Flowering of Persian Literature under 

the Patronage of the Hazaraspid Dynasty: How did Local Rulers Legitimate Their Rule in the Late Ilkha-
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nid Period?. 英語．
● The Eighth Biennial Convention of the Association for the Study of Persianate Societies. Ilia State Univer-

sity. Tbilisi. 2018.3.16. 一般発表．Kingship and Titles of Ilkhanid Rulers: Did They Really Proclaim 

Themselves Pādhshāhān-i Īrān?. 英語．
● Workshop: From the Mongols to the post-Safavids: Iranian Historical Studies in Japan. Tokyo University 

of Foreign Studies. Tokyo. 2018.3.7. 一般発表．Ḥamd Allāh Mustawfī and Īrān-zamīn: With a Special 

Reference to the Unexamined Source, the Dhayl-i Ẓafar-nāma. 英語．
H. 国内学会
● 2018年度西洋史研究会大会．東北大学．宮城．2018.11.18．共通論題．人類の起源を求めて：前
近代ムスリム知識人による諸民族の系譜の創造．

● オリエント学会第 60回大会．京都大学．京都．2018.10.14．一般発表．普遍史書としての『バ
ナーカティー史』：『集史』の呪縛から離れて．

● 白山史学会第 55回大会．東洋大学．東京．2018.6.30．招待講演．ペルシア語普遍史の伝承と受
容の歴史：『集史』中心主義を超えて．

I. その他の活字にならない研究活動
● 大塚修．セルジューク朝起こる：トルコ人の西アジア席巻．多摩美術大学公開講座 2018年生涯

学習プログラム連続講座「世紀を歩く：美術と文化 VIII（11世紀）」．2018.12.1．
● 大塚修．東西交流に見る世界帝国モンゴルの自覚．朝日カルチャーセンター「モンゴル世界帝
国への軌跡：中央ユーラシアから見える世界」．2018.2.16．

キハラハント愛（KIHARA-HUNT Ai）
C. レフリー付き学術論文
● キハラハント愛．国連警察の武装化の要因分析．『国連研究』．19．pp. 165–190．日本国際連合
学会．2018．

● Kihara-Hunt, A. Addressing Sexual Exploitation and Abuse: The Case of UN Police-Recommendations. 

International Journal of Peacekeeping. 21 issue 1–2. pp. 62–82. 2018.

H. 国内学会
● 平成 30年度フロンティア科学講演会．姫路市立高等学校．姫路市民会館．2018.12.22．招待講
演．国連平和活動の現場で性的暴力の起こる背景の分析―予防と個人責任．講師．

● 南山大学社会倫理研究所 2018 年度第 4 回懇話会． 南山大学社会倫理研究所． 南山大学．
2018.11.17．招待講演．国連平和活動要員の専門職倫理感について．講師．

● HSP / ICRCセミナー．東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障プログラム」．東京大学
駒場キャンパス．2018.11.16．一般発表．Contemporary Issues of International Humanitarian Law. 講

師．
● 国際政治学会　研究大会　分科会（平和研究）．国際政治学会．大宮ソニックシティ．2018.11.3．
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一般発表．ハイブリッドな国家建設―自由主義と現地主義をつなぐ治安部門改革（SSR）の可能
性と課題．コメンテーター．

● 日本国際平和構築協会 第 32 回 政策発表討論会． 日本国際平和構築協会． JICA 研究所．
2018.9.22．招待発表．セミナー「国際テロリズムと日本の対策」．コメンテーター．

I. その他の活字にならない研究活動
● 赤十字国際委員会（ICRC）国際人道法模擬裁判大会．赤十字国際委員会．2018.11.24–11.25．日
本全国大会　東京大学チーム・コーチ．日本全国大会優勝．

● 赤十字国際委員会（ICRC）国際人道法ロールプレイ．赤十字国際委員会．2018.10.6．アジア地域
大会　東京大学チーム・コーチ．アジア地域大会準優勝．

金伯柱（KIM Baekju）

木宮正史（KIMIYA Tadashi）
A. 著書
● 木宮正史．『ナショナリズムから見た韓国・北朝鮮近現代史（叢書　東アジアの近現代史　第 4

巻）』．p. 310．講談社．2018．
B. 分担執筆
● 기미야다다시（木宮正史）．文在寅政権の対北朝鮮和解協力政策と日韓関係：歴代政権との比較
（문재인정부의 대북 화해협력 정책과 한일관계 : 역대정권과의 비교）．김대중 -오부치 게이조 공

동선언 20주년 기념행사위원회（金大中―小渕恵三共同宣言 20周年記念行事委員会）（編）．『김
대중 -오부치 게이조 공동선언 20주년과 동아시아 미래 비전（金大中―小渕恵三共同宣言 20周年

と東アジア未来のビジョン）』．p. 166．pp. 88–99．2018．
● 木宮正史．激動の朝鮮半島と日本外交：限界と可能性．李鍾元・木宮正史（編）．『朝鮮半島　危
機から対話へ：変動する東アジアの地政図』．p. 168．pp. 16–34．岩波書店．2018．

● 기미야다다시（木宮正史）．1970년대 글로벌 냉전의 데탕트화와 한국외교 : 대공산권 외교와 제 3

세계 외교를 중심으로（1970年代グローバル冷戦のデタント化と韓国外交：対共産圏外交と第 3

世界外交に焦点を当てて）．東京大学韓国学研究センター・東アジア研究院（編）．『대한민국 외

교사 연구 국제 워크숍 : 한반도 냉전사를 둘러싼 한일 공동연구회（大韓民国外交史研究国際ワー
クショップ： 韓半島冷戦史をめぐる韓日共同研究会）』． p. 138． pp. 23–44．東アジア研究院．
2018．

C. レフリー付き学術論文
● 기미야다다시（木宮正史）．중국을 둘러싼 한일관계 : 한국 , 한반도에서 본 일본의 대중 인식 , 정

책（中国をめぐる日韓関係：韓国，朝鮮半島から見た日本の対中認識，政策）．『日本研究論叢』．
47．pp. 141–169．韓国現代日本学会．2018．

D. 一般学術論文
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● 기미야다다시（木宮正史）．한일 간의 역사 화해는 왜 필요한가 ? : 한일 간의 전략 선택을 둘러싸

고 （韓日間の歴史和解はなぜ必要か： 韓日間の戦略選択をめぐって）．『韓日協力』． 2018冬．
pp. 52–64．韓日協力委員会．2018．

● 木宮正史．南北首脳会談から米朝首脳会談へ： 東アジアの構造変容と日本外交の可能性．『東
亜』．613．pp. 20–27．財団法人霞山会．2018．

● 木宮正史．朝鮮半島危機を「正しく」おそれる．『生活経済政策』．255．pp. 13–16．生活経済政
策研究所．2018．

● 木宮正史．南北対話から朝鮮半島非核化への道すじ．『世界』．905. pp. 25–28．岩波書店．2018．
● 기미야다다시（木宮正史）．직면하는 북핵위기에 임하는 한국과 일본（直面する北朝鮮核危機に
臨む韓国と日本）．『韓日協力』．2018春．pp. 61–73．韓日協力委員会．2018．

F. その他の業績
● 木宮正史．項目執筆．北朝鮮のミサイル開発（2018年）など朝鮮半島情勢に関する 12項目．デ
ジタルイミダス 2018．集英社クリエイティブ．2018．
書評・自著紹介
● 木宮正史．書評．進歩政権による対北朝鮮政策：文正仁『太陽政策―朝鮮半島の平和への道』
（志學社，2018年）の書評．『公明新聞』．2018.9.3．

● 木宮正史．自著紹介．李鍾元，木宮正史，磯崎典世，浅羽祐樹（著）『戦後日韓関係史』（有斐
閣，2017年）．U Tokyo Plaza．
新聞記事
● 木宮正史．インタビュー．韓国外交部共同取材団　기미야 도쿄대 교수 “韓정부에 열쇠… 日기

업도 협력해야”（木宮東京大学教授「韓国政府に鍵，日本企業も協力しなければ」）．韓国 CBS

ノーカットニュース．2018.12.14．韓国語．
● 木宮正史．コラム．［글로벌 In&Out］．한국의 ‘정의’와 일본의 ‘정의’（グローバルインアンドア
ウト　韓国の「正義」と日本の「正義」）．『서울신문（ソウル新聞）』．2018.12.12．韓国語．

● 木宮正史． 電話インタビュー． 元徴用工最高裁判決　日韓とるべき方策は．『西日本新聞』．
2018.11.30．

● 木宮正史．コラム．［글로벌 In&Out］ 중・일 관계 개선，기로에 선 한・일（グローバルインアン
ドアウト　日中関係の改善，岐路に立つ日韓）．『서울신문』2018.11.7．韓国語．

● 木宮正史．インタビュー．日韓両国，強制徴用賠償判決　悪影響を減らす知恵を集めなければ．
『朝鮮日報電子版』．2018.11.3．韓国語，日本語．

● 木宮正史．電話インタビュー．日本も韓日関係悪化に負担を感じる．韓国政府の対日関係が試
験台に，政府次元の賠償考慮するべき．『毎日経済新聞』．2018.11.1．韓国語．

● 木宮正史．電話インタビュー．DJ・小渕 20周年④　日本専門家「共同宣言，韓日関係改善」．
『聯合ニュース』．2018.10.5．韓国語．

● 木宮正史．コラム．［글로벌 In＆ Out］ ‘트럼프 리스크’와 문재인 정부의 과제（グローバルイン
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アンドアウト　トランプ・リスクと文在寅政府の課題）．『서울신문』．2018.10.3．韓国語．
● 木宮正史． インタビュー． 南北首脳会談　木宮正史さんに聞く．『しんぶん赤旗　日曜版』．

2018.9.30．
● 木宮正史．電話インタビュー．文在寅政府，トランプを超えて北朝鮮を疑う米国主流も説得を．
『韓国日報』．2018.9.21．韓国語．

● 木宮正史．第 3次南北首脳会談に関するコメント．『時事通信』．2018.9.19．
● 木宮正史．第 3次南北首脳会談に関するコメント．『聯合ニュース』．2018.9.19．韓国語．
● 木宮正史．コラム．［글로벌 In&Out　일본이 역사에 예민해지는 까닭은］（グローバルインアン
ドアウト　日本が歴史に敏感になる訳は）．『서울신문』．2018.8.22．韓国語．

● 木宮正史．コラム．［글로벌 In&Out］ 남북・북미 정상회담과 한일관계（グローバルインアンド
アウト　南北・米朝首脳会談と韓日関係）．『서울신문』．2018.7.18．韓国語．

● 木宮正史．論説．朝鲜半岛无核化原动力．『联合早报（シンガポール）』．2018.7.12．中国語．
● 木宮正史．インタビュー．シリーズ　どうみる米朝首脳会談　インタビュー　木宮正史さん．
『しんぶん赤旗　日曜版』．2018.7.8．

● 木宮正史．米朝首脳会談に対する評価　日本の専門家インタビュー．『韓国日報』．2018.6.14．韓
国語．

● 木宮正史．米朝首脳会談に関する評価　専門家インタビュー．『聯合ニュース』．2018.6.12．韓
国語．

● 木宮正史．米朝首脳会談 D4日米中専門家インタビュー．北朝鮮の非核化大きな枠組みの宣言は
可能， 米朝国交正常化の輪郭が明確になれば北朝鮮は核を放棄するのでは．『ソウル新聞』．
2018.6.8．韓国語．

● 木宮正史．南北首脳会談（5月 26日）に関する談話．『共同通信』配信．2018.5.27．『静岡新聞』
など．

● 木宮正史．国際シンポジウム「緊張と対話　東アジアの行方」．『朝日新聞』．2018.5.24．
● 木宮正史．南北首脳会談に関する談話．『韓国ニューシス』．2018.4.29．韓国語．
● 木宮正史．南北首脳会談に関する談話．『聯合ニュース』．2018.4.28．韓国語．
● 木宮正史．談話．米朝非核化の認識差，韓国が調整しなければ．『韓国日報』．2018.4.28．韓国
語．

● 木宮正史．談話．ミニ論点「悪循環」打ち止め困難．『毎日新聞』．2018.4.7．
● 木宮正史．識者談話 朝鮮半島情勢に関して．『時事通信』配信．2018.3.7．
● 木宮正史．談話．耕論　五輪と政治　衝突避ける　絶好の機会．『朝日新聞』．2018.2.23．
● 木宮正史．ひもとく　オリンピックと日韓．『朝日新聞』．2018.2.12．
● 木宮正史． 安倍首相平昌オリンピック参加表明に関する電話インタビュー．『韓国日報』．

2018.1.25．韓国語．
● 木宮正史．慰安婦解決方式，日本内の反感多いが．安倍首相は平昌オリンピックに行かなけれ
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ば．『中央日報電子版』．2018.1.24．韓国語．
● 木宮正史．インタビュー．韓日国民，お互いの憤怒，疲労感を理解しなければ．『韓国ニューシ
ス』．2018.1.16．韓国語．

● 木宮正史．談話．慰安婦問題日韓合意に対する韓国政府の新方針に関するコメント．『東京新
聞』．2018.1.10．

● 木宮正史．インタビュー．慰安婦合意に関する安倍首相の謝罪部分をハルモニたちに手紙で伝
達すべき．『韓国日報』．2018.1.8．韓国語．

● 木宮正史．談話．朝鮮半島情勢に関する展望．『聯合ニュース』．2018.1.1．韓国語．
 雑誌・インターネットのエッセイ・インタビュー・座談会など．
● 激動の朝鮮半島をどう見るのか： 木宮正史さん（東京大学教授）に聞く．『前衛』． 969．
（2018.12）．pp. 32–49．日本共産党中央委員会．2018．

● 木宮正史． 徴用工判決と日韓の正義， いつまで「歴史戦」 を続けるのか．『産経 iRONA』．
2018.11.16．サンケイ新聞社．2018．

● 기미야다다시（木宮正史）．미국을 둘러싸고 전개되고 있는 한일관계（米国をめぐり展開されて
いる韓日関係）．韓国社会科学院社会科学院フォーラム．2018.9.10．

● 木宮正史．米朝首脳会談，カギは「国交」の駆け引きか（自著『ナショナリズムから見た韓国・
北朝鮮近現代史』をめぐって）．『日経 Biz Gate（日本経済新聞電子版）』．2018.5.11．

● 木宮正史．シンポジウム和解学の創成における発言．『ワセダアジアレビュー』．20．pp. 37–39．
早稲田大学アジア研究機構．2018．

● 座談会　北東アジア安定のカギを握る日米韓協調―朝鮮半島情勢をめぐる政治力学．『外交』．
47．pp. 20–33．都市出版．2018.1–2．

G. 国際学会
● 第 2回歴史和解のための日韓フォーラム．韓国東北アジア歴史財団．韓国メイフィールドホテ
ル．2018.12.16．和解学の困難さ：韓国の正義・日本の正義．日韓同時通訳．日本側責任者．

● 日韓有識者間政策対話．東京大学韓国学研究センター，韓国慶南大学校極東問題研究所，韓国
政府統一部．　 東京大学駒場 Iキャンパス．2018.10.30．日韓逐語通訳．日本側責任者．

● 金大中―小渕恵三共同宣言20周年と東アジア未来のビジョン．金大中―小渕恵三共同宣言20周

年記念行事委員会．ソウル市役所国際会議場．2018.10.1．招待発表．文在寅政権の対北朝鮮和
解協力政策と日韓関係：歴代政権との比較．日韓同時通訳．

● 第 24次日韓政策対話．世宗研究所日本研究センター，韓国外交部，日本国外務省．葉山湘南国
際村・レクトーレ葉山．2018.7.25．日韓同時通訳．日本側責任者．

● 陳昌洙韓国世宗研究所前所長講演会： 米朝首脳会談後の北東アジア秩序．東京大学韓国学研究
センター．東京大学駒場 Iキャンパス．2018.7.12．日本語．主催者，討論者，司会．

● 第 1回歴史和解のための日韓フォーラム．韓国東北アジア歴史財団．ホテルニューオータニ．
2018.7.7．招待発表．基調報告日韓における歴史和解と日韓協力の現状と展望．日韓同時通訳．
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日本側責任者．
● JIIA公開シンポジウム　20世紀アジアを振り返る―国際関係と国家建設の視点から―（“Look-

ing Back at Asia in the 20th Century from the Perspectives of International Relations and State-Build-

ing”）．日本国際問題研究所．国際文化会館．2018.7.6．招待発表．韓国における国家形成とその
変容： 脱植民地化をめぐる競争・「企業家的国家」による体制競争・ポスト競争下の「先進国
化」．日英同時通訳．

● 崔章集高麗大学名誉教授講演会：転換期のビジョン―南北朝鮮共存下での韓国政治の再構成．
東京大学韓国学研究センター．東京大学駒場 Iキャンパス．2018.7.5．韓国語．主催者，討論者，
司会．

● 大韓民国外交史研究国際ワークショップ： 韓半島冷戦史をめぐる韓日共同研究会．東京大学韓
国学研究センター，東アジア研究院．東京大学駒場 Iキャンパス．2018.6.29．一般発表．1970

年代グローバル冷戦のデタント化と韓国外交： 対共産圏外交と第 3世界外交に焦点を当てて．
韓国語．主催者，報告者，司会．

● 2018年韓日パートナーシップ宣言 20周年韓日国際セミナー　金大中・小渕韓日パートナー
シップ宣言 2.0の模索．東京大学韓国学研究センター，韓日未来フォーラム．東京大学駒場 I

キャンパス．2018.6.23．日韓同時通訳．主催者，討論者．
● 朝鮮半島情勢をめぐる日韓ワークショップ．早稲田大学現代韓国研究センター．早稲田大学．

2018.6.18．日韓同時通訳．討論者．
● 韓半島・北東アジア情勢に関する韓日協力対話．東京大学韓国学研究センター．駐日韓国大使
館講堂．2018.5.25．日韓同時通訳．主催者．

● 国際シンポジウム「緊張と対話―東アジアの行方」．東京大学韓国学研究センター，朝日新聞
社， 韓国東亜日報化汀平和財団， 中国現代国際関係研究院． 東京大学駒場 I キャンパス．
2018.5.18．基調講演 東アジアにおける多層的パワー・シフトと朝鮮半島核危機：その「軟着陸」
に向けて．日米中韓同時通訳．主催者．（『朝日新聞』2018.5.24.で紹介）．

● The 4th Interium Meeting: Transnational Joint Research On the History of Asia in the 20th Century. 日本

国際問題研究所．日本国際問題研究所大会議室．2018.5.11．招待発表．韓国における国家形成
とその変容：脱植民地化をめぐる競争・「企業家的国家」による体制競争・ポスト競争下の「先
進国化」．日英同時通訳．

● 日韓 1.5トラック戦略対話．日本国際問題研究所．日本国際問題研究所大会議室．2018.4.5．招
待発表．2018年の朝鮮半島情勢．日韓同時通訳．

● 国際シンポジウム『朝鮮半島の核危機　対話による解決は可能か』．東京大学韓国学研究セン
ター，早稲田大学韓国研究所，岩波書店．早稲田大学国際会議場井深大記念ホール．2018.3.31．
日韓同時通訳．主催者，司会．

● 再起する日本の政治と外交： 安倍保守政治が主導する国家革新．ソウル大学国際大学院．ソウ
ル大学国際大学院国際会議場．2018.3.9．招待発表．中国をめぐる日韓関係：韓国，朝鮮半島か
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ら見た日本の対中認識．韓国語．
● 第 23次日韓政策対話．世宗研究所日本研究 Center, 韓国外交部，日本国外務省．韓国江原道洪川

DAEMYUNG SONO FELICE　TOWER CENTER. 2018. 3.8．日韓同時通訳．日本側責任者．
H. 国内学会
● 日本から見たドイツ統一と朝鮮半島の将来．東京大学韓国学研究センター，ドイツヨーロッパ
研究センター．東京大学駒場 Iキャンパス．2018.7.31．主催者，討論者，司会．

● 安全保障研究会月例研究会． 内閣府官房安全保障研究会． ホテルグランドアーク半蔵門．
2018.6.19．招待発表．2018年上半期の朝鮮半島情勢：南北首脳会談から米朝首脳会談へ．

● アジア政経学会研究大会，共通論題「アジア研究の成果をどう教育につなげるか」．アジア政経
学会．学習院大学．2018.6.10．一般発表．大学（院）教育としてのアジア地域研究の意義と役割：
日本学術会議における議論を中心にして．

● 冷戦史研究会定例研究会．冷戦史研究会．東京大学駒場 Iキャンパス．2018.4.7．招待発表．自
著『ナショナリズムから見た韓国・北朝鮮近現代史』を語る．

I. その他の活字にならない研究活動．
放送出演
● 深層 NEWS『トーク漂流する日韓関係　反日の根源は？』．BS日テレ．2018.11.29．
● 報道 1930『韓国最高裁徴用工判決をめぐる日韓関係』．BS TBS．2018.11.2．
● 深層 NEWS『トーク徴用工訴訟』．BS日テレ．2018.10.31．
● 視点・論点　「日韓共同宣言 20周年②　相互競争的日韓関係へ」．NHK（ETV・総合）．2018.10.3, 

4．
● 深層 NEWS『北朝鮮の非核化　‘逃げ道’を封鎖せよ』．BS日テレ．2018.6.28．
● プライムニュース　『米朝首脳会談から 1 週間　今後， 北朝鮮はどう動くか？』．BS フジ．

2018.6.20．
● マル激トーク・オン・ディマンド『第 897回　朝鮮半島統一の可能性と日本の地政学的課題』．
インターネット放送局ビデオニュース・ドットコム．2018.6.16．

● 『NHKジャーナル：米朝首脳会談』．NHKラジオ第 1．2018.6.12．
● 『情報ライブ　ミヤネ屋 :史上初米朝首脳会談について』．日本テレビ（読売テレビ）．2018.6.12．
● 『けやきヒルズ（ニュース）： 米朝首脳会談中止』．テレビ朝日 Abema TV（インターネットテレ
ビ）．2018.5.25．

● プライムニュース『米韓首脳会談から読み解く米朝首脳会談』．BSフジ．2018.5.23．
● 『NEWS　ZERO:韓国の財閥に関する解説』．日本テレビ．2018.5.8．
● 日曜討論『徹底分析　南北首脳会談　どうなる北朝鮮問題』．NHK総合．2018.4.29．
● NHKジャーナル『第 3次南北首脳会談』．NHKラジオ第 1．2018.4.27．
● Arirang Special『2018 Inter-Korean Summitt From Talks To Peace』．韓国アリランテレビ（英語放
送）．2018.4.26．
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● プライムニュース『朝鮮半島情勢をめぐる “外交戦”激化　各国の思惑とアジアの未来』．BSフ

ジ．2018.3.29．
● 日曜討論『どうなる米朝首脳会談　北朝鮮問題を読み解く』．NHK総合．2018.3.18．
● プライムニュース『慰安婦問題＆北朝鮮包囲網 「日韓首脳会談」「平昌外交」を緊急検証』．BS

フジ．2018.2.9．
● 先読み夕方ニュース．『韓国と北朝鮮の「南北対話」始まる　今後の行方は？』．NHKラジオ第

1．2018.1.16．
● 日曜討論『南北会談再開　北朝鮮情勢』．NHK総合．2018.1.14．
講演会など
● 講演「한일관계의 현재와 미래（日韓関係の現在と未来）」．朝鮮日報主催第 42回『일본 속 한민

족사 탐방（日本の中の韓民族探訪）』学術講演会．2018.11.4．韓国仁川国際空港公社 1階大会議

室．韓国語．
● 『朝鮮半島の歴史と現状に関する講座』．朝日カルチャーセンター新宿教室． 2018.10.9， 11.13，

12.11．
● The Structure of Korea-Japan Relations: Their Evolution and Present Situation. ソウル大学・東京大学
サマージョイントセミナー．東京大学駒場 Iキャンパス．2018.8.2．英語．

斎藤文子（SAITO Ayako）
D. 一般学術論文
● 斎藤文子．「異なるもの」への眼差し―セルバンテスの小説のなかの黒人―．『ODYSSEUS』．

22．pp. 121–138．東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻．2018．
F. その他の業績
● 斎藤文子． 校閲・項目執筆． スペイン語文学関係の項目． 新村出（編）．『広辞苑第七版』．

p. 3188．岩波書店．2018．
● 斎藤文子．エッセイ．学会の過去を掘り起こす．『イスパニヤ学会会報』．25．pp. 2–3．日本イ
スパニヤ学会．2018．

I. その他の活字にならない研究活動
● 日本ラテンアメリカ学会第 39回定期大会．愛知県立大学長久手キャンパス．2018.6.3．駒井睦
子報告「デルミラ・アグスティーニの初期作品をフェミニズム・ジェンダー批評の視点から読
む」のコメンテーター．

佐藤安信（SATO Yasunobu）
C. レフリー付き学術論文
● Yasunobu Sato. Rule of Law for Whom? Human Security Approach of Donors to the Asian Emerging 

Market. Malaysian Journal of Comparative Law. pp. 27–45. 45 JMCL 1. 2018．
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G. 国際学会
● 25 Year of Cambodian Peace Building: Rule of Law and Access to Justice for Sustainable Peace, Develop-

ment and Business. パニャーストラカンボジア大学，東京大学．カンボジア，プノンペン．
2018.11.1．基調講演．英語．

● Building Access to Justice Network for Business and Human Rights in Asia. City University of Hong Kong 

School of Law, 東京大学．2018.10.28 報告，英語．
● 36th Symposium on Economic Crime, Conference of One Belt and One Road. ケンブリッジ大学，Jesus 

College. 2018.9.4. Japan and Asian Infrastructure Investment Bank （AIIB）: Rule of law as Soft Infra-

structure to Minimize Legal Risk. 講演．英語．
H. 国内学会
● GraSPP Research Seminar / HSP Seminar “AIIB Today: Its Governance and the Rule of Law”. 東京大学
本郷キャンパス．2018.11.22．コメント．英語．

● シンポジウム「移民と人権」．東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻．東京大学駒場
キャンパス．2018.6.30．「移民と難民」の境界：人間の安全保障は分断を乗り越えられるか？ 講
演．

● 国際開発学会春季大会．国際開発学会．聖心女子大学．2018.6.1．共通論題，全体会議．難民課
題の現在：難民は日本を救えるか？ 講演．

I. その他の研究活動
● 佐藤安信．「人間の安全保障」プログラム（HSP）グローバル地域研究機構持続的平和研究セン
ター長としての研究活動（科学研究費補助金基盤 Aの東アジアにおける正義のためのアクセス

のためのネットワークガバナンスの検証）．

菅　豊（SUGA Yutaka）
B. 分担執筆
● Suga, Y. Stille Gewalt―Städte, Flüsse,unsichtbare Mauer und sozial Schwache in der japanischen Gesell-

schaft. Moser, J. （Hrsg.） Themen und Tendenzen der deutschen und japanischen Volkskunde im Aus-

tausch. p. 416. pp. 99–118. Waxmann Verlag GmbH. 2018.

● 菅豊．日本現代民俗学的 “第三条路”―文化保護政策，民俗主義及公共民俗学．周星・王霄冰
（主編）．『現代民俗学的視野與方向―民俗主義・ 本真性・ 公共民俗学・ 日常生活』 上 .　

p. 564．pp. 333–352．商務印書館．2018．
● 菅豊．公共民俗学的可能性．周星・王霄冰（主編）．『現代民俗学的視野與方向―民俗主義・本
真性・公共民俗学・日常生活』下．p. 1021．pp. 810–847．商務印書館．2018．

● 菅豊．見えない戦闘地帯（Kampfzone）―都市の社会的弱者の静かなる排除―．大場茂明・
大黒俊二・草生久嗣（編）．『文化接触のコンテクストとコンフリクト―環境・生活圏・都市
―』．p. 240．pp. 83–116．清文堂．2018．
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C. レフリー付き学術論文
● 菅豊．フィールドワークの宿痾―公共民俗学者・宮本常一がフィールドに与えた「迷惑」．
『社会人類学年報』．44．pp. 1–27．東京都立大学・首都大学東京社会人類学会．2018．

● 福田亜細男，菅豊，塚原伸治．総括．『民間文化論壇』．2018年第 4期．pp. 71–73．中国文学芸
術界聯合会．2018．

● 福田亜細男，菅豊，塚原伸治．與現場観衆討論．『民間文化論壇』．2018年第 4期．pp. 66–70．
中国文学芸術界聯合会．2018．

● 福田亜細男，菅豊，塚原伸治．民俗学的実践問題．『民間文化論壇』．2018年第 3期．pp. 57–64．
中国文学芸術界聯合会．2018．

● 福田亜細男， 菅豊， 塚原伸治． 民俗学的調査論問題．『民間文化論壇』． 2018 年第 2 期．
pp. 55–66．中国文学芸術界聯合会．2018．

● 福田亜細男， 菅豊， 塚原伸治． 民俗学的国際性的問題．『民間文化論壇』． 2018年第 1期．
pp. 32–41．中国文学芸術界聯合会．2018．

D. 一般学術論文
● 菅豊．エスノグラフィーの順応的管理．『東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究』．95. pp. i–

iii. 東京大学大学院情報学環．2018．
G. 国際学会
● 歴史民俗学與社会史： 理論與方法―跨学科国際論壇．浙江師範大学非物質文化遺産研究基地
（金華市）．2018.4.6．招待講演．現代社会中的民俗学與歴史学的一種関連性―融合的公共民俗

学與公共歴史学―．中国語．

杉田英明（SUGITA Hideaki）
B. 分担執筆
● 杉田英明．書籍がつなぐ世界―『千一夜物語』．南塚信吾責任編集 .『情報がつなぐ世界史』．

p. 316．pp. 65–93．ミネルヴァ書房．2018．
D. 一般学術論文
● 杉田英明．大正日本の『ルバイヤート』 （続）．『ODYSSEUS』．22．pp. 1–47．東京大学大学院総
合文化研究科地域文化研究専攻．2018．

F. その他の業績
● 杉田英明．［アンケート回答］今年の執筆予定．『出版ニュース』．2018年 1月上・中旬号．p. 48．

2018．
● 杉田英明．［アンケート回答］2017年読書アンケート．『みすず』．667．2018年 1・2月合併号．

pp. 58–59．2018．
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杉山清彦（SUGIYAMA Kiyohiko）
B. 分担執筆
● 杉山清彦．中央ユーラシア国家としての清朝．小松久男・荒川正晴・岡洋樹（編）．『中央ユーラ
シア史研究入門』．p. 413．pp. 179–186．山川出版社．2018．

● 杉山清彦．ヌルハチ．上田信（編著）．『悪の歴史　東アジア編下／南・東南アジア編』．p. 469．
pp. 124–139．清水書院．2018．

● 杉山清彦． ホンタイジ． 上田信（編著）．『悪の歴史　東アジア編下／南・東南アジア編』．
p. 469．pp. 140–157．清水書院．2018．

● 杉山清彦．康煕帝．上田信（編著）．『悪の歴史　東アジア編下／南・東南アジア編』． p. 469．
pp. 158–177．清水書院．2018．

● 杉山清彦．雍正帝．上田信（編著）．『悪の歴史　東アジア編下／南・東南アジア編』． p. 469．
pp. 178–193．清水書院．2018．

● 杉山清彦．乾隆帝．上田信（編著）．『悪の歴史　東アジア編下／南・東南アジア編』． p. 469．
pp. 194–211．清水書院．2018．

F. その他の業績
● 杉山清彦．学界動向． 2018年度歴史学研究会大会報告批判　合同部会．『歴史学研究』． 978．

pp. 54–57．歴史学研究会．2018．
● 杉山清彦．概説．大清帝国はなぜ滅んだか．文藝春秋（編）．『世界史一気読み　宗教改革から現
代まで』（文春文庫）．p. 303．pp. 142–155．2018．

H. 国内学会
● 第 55回日本アルタイ学会．日本アルタイ学会．長野県信濃町．2018.7.14．一般発表．モンゴル
帝国から大清帝国へ―岡田英弘先生の業績と中央ユーラシア史研究の展望．「清朝＝満洲史研
究」と岡田英弘先生の業績．

● 東京大学ヒューマニティーズセンター（HMC）2018–2019年度第 1回オープンセミナー．東京大
学東洋文化研究所．2018.9.28．招待講演．マンジュ王朝としての大清帝国―帝国統治と国際

秩序―．
● 国際日本文化研究センター共同研究会．国際日本文化研究センター「比較のなかの東アジアの
王権論と秩序構想―王朝・帝国・国家，または，思想・宗教・儀礼」研究班．国際日本文化
研究センター．2018.11.24．招待講演．マンジュ（満洲）王朝としての大清帝国―「中央ユーラ
シア」と「近世」との交叉―．

I. その他の活字にならない研究活動
● 佐賀県高等学校地歴・公民部会歴史部会総会．佐賀県高等学校地歴・公民部会歴史部会．佐賀
県立致遠館高校．2018.6.29．講演．「地歴 2.0」の時代の歴史教育・歴史研究―「歴史総合」「世
界史探究」「日本史探究」と，焦点としての「近世」・「地域」―．

● 岩手県高等学校地歴・公民部会歴史部会研究大会．岩手県高等学校地歴・公民部会歴史部会．



̶ 220 ̶

陸前高田市．2018.10.24．講演．「地歴 2.0」の時代の歴史教育・歴史研究―「歴史総合」「世界
史探究」「日本史探究」と，焦点としての「近世」．

高橋英海（TAKAHASHI Hidemi）
B. 分担執筆
● Takahashi, H. Syriac Christianity in China. King, D. （ed.）. The Syriac World. p. 842. pp. 625–652. Rout-

ledge. 2018.

E. 翻訳
● 高橋英海（第一翻訳者）．知恵の書．『聖書 聖書協会共同訳 旧約聖書続編付き』．日本聖書協会．

2018．p. 1478＋408＋467＋60．［旧約聖書続編］pp. 165–200．
F. その他の業績
● Takahashi, H. 事典項目．Aluoben, Bar ‘Ebroyo, Maphrian, Marutha of Takrit, Michael the Elder. The 

Oxford Dictionary of Late Antiquity. p. 1637. pp. 56, 212, 957, 982–983, 1017–1018. Oxford: Oxford 

University Press. 2018.

● 高橋英海．項目執筆．イラク領クルディスタンを歩く―40年前の記憶から，シリア典礼キリ
スト教（アッシリア人）―クルディスタンの先住民族としてのキリスト教徒．山口昭彦（編）．
『クルド人を知るための 56章』．pp. 24–28，115–119．明石書店．2018．

G. 国際学会
● Workshop: Syriac and Its Users in the Early Modern World, c. 1500–1750. ERC Project: Stories of Sur-

vival: Recovering the Connected Histories of Eastern Christianity in the Early Modern World. Christ 

Church, Oxford. 2018.03.15–16. 招待講演．On Some Syriac Scribes and Scholars of the Early Modern 

Period: Readers and Copyists of Barhabraeus’ Works. 英語．
● Symposium: Minorities in the Middle East. Centre de recherches et de publication de l’Orient chrétien 

（CERPOC）, Université Saint-Joseph de Beyrouth/The Japan Center for Middle Eastern Studies, Tokyo 

University of Foreign Studies. Université Saint-Joseph de Beyrouth. 2018.03.16–17. 一般発表．Survival 

of Christianity in China: Remarks on Some Recent Discoveries. 英語．
● Workshop: Late Antique Science and Religion. Department of Religion, Princeton University. Princeton. 

2018.5.6. 招待講演．Topics in Science in Syriac Transmission. 英語．
● 9th World Syriac Conference. St. Ephrem Ecumenical Research Institute, Kottayam. 2018.09.08–16. 一般

発表．The Chinese Manichaean Prayer of St. George and Other Traces of the Descendants of Syriac 

Christians in China. 英語．司会．
● Syriac Christianity at the Crossroads of Cultures: A Conference Commemorating the 700th Anniversary of 

ʿAbdīshōʿ of Nisibis. Pontifi cio Istituto Orientale, Roma. 2018.11.8–9. 招待講演．Barhebraeus and the 

Church of the East. 英語．司会．Session: Language and Poetry.

● 16e Table ronde internationale de la Société d’études syriaques : la philosophie en syriaque. Société 



̶ 221 ̶

d’études syriaques. Institut protestant de théologie, Paris. 2018.11.16. 招待講演．Barhebraeus comme 

philosophe : « la philosophie de Barhebraeus » ou « les œuvres philosophiques de Barhebraeus » ?. 仏語．

竹村文彦（TAKEMURA Fumihiko）

田中　創（TANAKA Hajime）
H. 国内学会
● 2018年度西洋史研究会大会共通論題．東北大学西洋史研究会．東北大学川内南キャンパス．

2018.11.18．招待講演．教会史の系譜：ローマ帝政後期における歴史叙述の伝統と変容．
G. 国際学会
● The Fourth Euro-Japanese Colloquium on the Ancient Mediterranean World, Nagoya University. 名古屋

大学東山キャンパス． 2018.9.4．招待講演．Transmission of Council Documents: A Case of the 

Fourth-Century Antiochene Church. 英語．
I. その他の活字にならない研究活動
● 第 69回駒場祭．展示．東京大学駒場 Iキャンパス．2018.11.23–25．学術展示．駒場秘話ヒスト
リア．

● 田中創．提言．『かいほう』の電子化について．『古代世界研究会 かいほう』．137．pp. 1–3．2018．

田原史起（TAHARA Fumiki）
B. 分担執筆
● 田原史起．「発家致富」と出稼ぎ経済― 21世紀中国農民のエートスをめぐって．谷垣真理子・
伊藤徳也・岩月純一（編）．『戦後日本の中国研究と中国認識―東大駒場と内外の視点』．風響
社．p. 446．pp. 277–308．2018．

C. レフェリー付き学術論文
● 田原史起 .「資源」としての人民公社時代―中国西北農村のガバナンス論序説．『村落社会研
究ジャーナル』．48．pp. 1–13．2018．

● 田原史起． 弱者の抵抗を超えて―中国農民の「譲らない」 理由．『アジア経済』． 59.3．
pp. 2–31．2018．

D. 一般学術論文
● 田原史起．農村ガバナンスと資源循環―「つながり」から「まとまり」へ．『ODYSSEUS』．22. 

pp. 139–161．東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻．2018．
F. その他の業績
● 田原史起．まえがき．田原史起・上西啓（編）．「地元」の地域文化を調べる．『2017年度東京大

学初年次ゼミナール文科論文集』．p. 170．pp. 1–3．2018．
G. 国際学会
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● Tahara, Fumiki. A Peasant Perspective on Chinese Urbanization. Guest Lecture at Political Science Depart-

ment, Southern Methodist University. Dallas, USA. 2018.10.22. 英語．
● Tahara, Fumiki. 2018. Rural-urban Human Circulation: A Comparison between China and Russia. Guest 

Lecture at SMU Tower Center, Southern Methodist University. Dallas, USA. 2018.10.23. 英語．

谷垣真理子（TANIGAKI Mariko）
B. 分担執筆
● 谷垣真理子．香港における中国研究．谷垣真理子・伊藤徳也・岩月純一（編）．『戦後日本の中国
研究と中国認識』．p. 448．pp. 365–382．風響社．2018．

C. レフェリー付き学術論文
● 谷垣真理子．中国内地との一体化と「脱中国化」．『現代中国』． 92． pp. 3–6．現代中国学会．

2018．
F. その他の業績
● 谷垣真理子．書評．志賀市子編著『潮州人―華人移民と文化をめぐる歴史人類学』．『華僑華
人研究』．15．pp. 35–37．日本華僑華人学会．2018．

G. 国際学会
● One Asia Convention 2018．ワンアジア財団（日本）．ハノイ（ベトナム）．2018.8.3–8.4．8.4の午

後の歴史・文化・教育セッション．司会．
● British and Japanese Colonial Legacies on China Studies．チュラロンコン大学 , 台湾大学政治学系 , 

東京大学社会科学研究所 , インドアジア研究者協会．バンコク（タイ）．2018.6.1–6.2．招待講演．
Ang lo-Chinese Studies in Post-WWII Hong Kong: the Perspectives of Colonial Language．英語．

● 香港恒生管理学院．アジア研究コースセミナー．How Hong Kong Studies is important?．香港恒生
管理学院．香港．2018.8.29．招待講演．英語．

● 第四回文化交流史国際研討会議（城市，貿易与移民）．輔仁大学歴史学系．台北，2018.11.9–10．
招待講演．二戦後香港的中国研究―旅港学者的貢献．中国語．

● 石門読書会．国立台湾大学政治学系．台北．招待講演．対香港的認同的観察―生活，歴史，学
術．2018.11.10．中国語，英語．

● 「創新与大湾区発展」国際学術研討会．中山大学港澳珠江三角洲研究中心，粤港澳発展研究院．
中国広州市．2018.11.9–11.10．招待講演．従日本経験来看大湾区構想（基調講演）．中国語．

● 第五回印尼華裔研究国際論壇「海上絲綢之路与東南亜華僑華人：歴史，現状与展望」．厦門大学
国際関係学院及南洋研究院．中国厦門市．2018.11.25–11.26．香港与東南亜的学術交往―以香

港的中国研究為例．中国語．
H. 国内学会
● 科研費基盤 B「生存のための「読み書き能力の比較社会史研究」研究会．東京大学．2018.7.25．
招待講演．現代香港における広東語．
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● 谷門読書会．東京大学．一般報告．対香港的認同的観察―生活，歴史，学術．2018.11.10．中
国語，日本語．

● 第六回研究大会．日本華南学会．亜細亜大学経営学部．2018.12.8．一般報告．第二次世界大戦
後の香港における親中国派の形成．

I. その他の活字にならない研究活動
● フィールド調査．周佳栄氏（元香港浸会大学歴史学系），黄耀堃氏（香港中文大学中文系）への聞
き取りなど．香港．2018.3.11–3.16．

● フィールド調査．台湾と香港関係についての資料収集など．台北．2018.3.24–3.28.

● フィールド調査．李金強氏（元香港浸会大学歴史学系）， 小思氏（元香港中文大学中文系）への聞
き取りなど．香港．2018.3.11–3.16．

● フィールド調査．黎慶寧氏（元香港保安長官），呉兆華氏（1970年代の保釣運動参加者）への聞
き取りなど．香港．2018.8.28–9.2．

● フィールド調査．翁松燃氏（台湾暨南国際大学への聞き取り）．台湾．2018.9.14–9.18．
● 聞き取り調査．呉偉明（香港中文大学）．東京 .2018.6.7．
● 聞き取り調査．荘国土（厦門大学）．東京．2018．12.9．
● 聞き取り調査．呉徳栄（澳門大学）．東京．2018.12.22．
● エッセイ．学生から教えられて．『国際貿易』．日本国際貿易振興会．2228（2018.2.6）．
● エッセイ．香港暴動 50周年．『国際貿易』．日本国際貿易振興会．2232（2018.3.13）．
● エッセイ．「中英街一号」を見て．『国際貿易』．日本国際貿易振興会．2236（2018.4.10）．
● エッセイ．港日関係．『国際貿易』．日本国際貿易振興会．2240（2018.5.15）．
● エッセイ．今年も六月四日．『国際貿易』．日本国際貿易振興会．2244（2018.6.12）．
● エッセイ．雨傘世代の見る「2018」．『国際貿易』．日本国際貿易振興会．2248（2018.7.17）．
● エッセイ．台湾化する香港？．『国際貿易』．日本国際貿易振興会．2253（2018.8.28）．
● エッセイ．台風 22号と香港らしさ．『国際貿易』．日本国際貿易振興会．2257（2018.9.25）．
● エッセイ．二大境外インフラの完成．『国際貿易』．日本国際貿易振興会．2261（2018.10.30）．
● エッセイ．2047年に向けて．『国際貿易』．日本国際貿易振興会．2265（2018.11.27）．
● エッセイ．駒場の「士大夫」―「公」をいつも念頭に置いた人．『ODYSSEUS』．22．pp. 187–

188．東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻．2018．

土屋和代（TUCHIYA Kazuyo）
D. 一般学術論文
● 土屋和代．生存権・保証所得・ブラックフェミニズム―アメリカの福祉権運動と〈一九六
八〉．『思想』．1129．pp. 105–129．2018.5．

F. その他の業績
● 土屋和代．コメント．剥き出しの人種／性差別主義，対抗のスクリプト，変わりゆく世界のな
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かのトランピズム―CPASシンポジウム「アメリカは今　歴史から政治へ」コメント．『アメ
リカ太平洋研究』．118．pp. 58–63．2018．

● 土屋和代．項目執筆．高齢者．『アメリカ文化事典』．pp. 478–479．丸善出版．2018．
G. 国際学会
● 国際シンポジウム「グローバルな記憶空間としての東アジア Ver. 2 メモリーレジーム／メモ
リーアクティビズム」．Panel 2，「1968年の記憶と現代」．早稲田大学．2018.9.14．一般発表．ア
メリカの福祉権運動と〈1968〉―保証所得をめぐる相克．

H. 国内学会
● 土屋和代．東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻．第 26回公開シンポジウム「移民
と人権」．東京大学駒場キャンパス．2018.6.30．一般発表．誰の「正義」か―1992年ロスアン

ジェルス蜂起をめぐる表象の政治．
I. その他の活字にならない研究活動
● 日本アメリカ史学会発行『アメリカ史研究』第 42号編集代表（2018–2019）．

筒井賢治（TSUTSUI Kenji）

鶴見太郎（TSURUMI　Taro）
B. 分担執筆
● 鶴見太郎．アゼルバイジャンとユダヤ人―イランが意図せず結んだ縁．廣瀬陽子（編）．『アゼ
ルバイジャンを知るための 67章』．p. 432．pp. 115–119．明石書店．2018．

● 鶴見太郎．想像のネットワーク―シベリア・極東ユダヤ人におけるアイデンティティのアウ
トソーシング．若林幹夫・立岩真也・佐藤俊樹（編）．  『社会が現れるとき』． p. 430． pp. 291–

323．東京大学出版会．2018．
G. 国際学会
● 2018 SNU-UT Joint Sociological Forum. Departments of Sociology at Seoul National University, the Uni-

versity of Tokyo. Seoul National University（Seoul, Korea）. 2018.11.9．発表．招待．International Rela-

tions Within: When Russi an Jews Become （Israeli） Jews. 英語．
H. 国内学会
● ロシア史研究会例会『ロシア革命とソ連の世紀第 5巻』合評会．ロシア史研究会．青山学院大
学（東京）．2018.3.13．招待．コメント．

● 地域文化研究専攻シンポジウム「移民と人権」．東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専
攻．東京大学．2018.6.30．招待．コメント．

● CPAS公開ワークショップ「ネットワークで世界を描く」．東京大学アメリカ太平洋地域研究セ
ンター．東京大学．2018.12.15．発表．招待．自己を面に分解して考える―ロシア・ユダヤ人
がロシアを離れるまでの歴史．
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I. その他の活字にならない研究活動
● ロシア史研究会年次大会事務局．2018.10.13–14．首都大学東京南大沢キャンパス．
● 日本ユダヤ学会会誌編集長．2018.6～．
● 日本社会学会会誌専門委員（査読担当）．

外村　大（TONOMURA Masaru）
B. 分担執筆
● 外村大．일본제국의 조선인　스타들―등장 , 활약 과 「해방후」―（日本帝国の朝鮮人スター
たち―登場，活躍と「解放後」―）．청암대학교 재일코리안연구소（青厳大在日コリアン研
究所）（編）．『재일코리안의 역사적 인식과 역할（在日コリアンの歴史的認識と役割）』． p. 321．
pp. 103–126．도서출판선인（図書出版ソニン）．2018．

D. 一般学術論文
● 外村大． 朝鮮民族にとっての 1938 年・ 新協劇団「春香伝」．『在日朝鮮人史研究』． 48．

pp. 29–48．在日朝鮮人運動史研究会．2018．
F. その他の業績
● 外村大．書評．高誠晩『〈犠牲者〉のポリティクス：済州 4・3／沖縄／台湾 2・28 歴史清算をめ

ぐる苦悩』．コリアン・スタディーズ．6．pp. 89–91．国際高麗学会日本支部．2018．
● 外村大．書評．宮島美花『中国朝鮮族のトランスナショナルな移動と生活』．北東アジア地域研
究．24．pp. 72–76．北東アジア学会．2018．

● 外村大．書評．今泉裕美子・柳沢遊・木村健二編著『日本帝国崩壊期「引揚げ」の比較研究：国
際関係と地域の視点から』．社会経済史学．第 84巻 3号．pp. 103–105．社会経済史学会．2018．

● 外村大． 論説． 外村大「安倍首相の徴用工発言　史実調べ誤認改めよ」．『神奈川新聞』
2018.11.24ほか（共同通信社配信）．2018．

G. 国際学会
● 〈日韓共同宣言 20周年〉文化財でつなぐ日韓の未来．東京大学総合文化研究科附属グローバル地
域研究機構韓国学研究センター・韓国国外所在文化財財団．東京大学駒場 Iキャンパス（東京都
目黒区）．2018.10.210．司会．

H. 国内学会
● 「明治日本の産業革命遺産」と強制労働．長崎県勤労福祉会館．2018.6.23．招待講演．「私たち」
の歴史と「明治日本の産業革命遺産」．

● 新たに発見された朝鮮人労働者名簿に関する学習会．長野県教育会館．2018.11.24．招待講演．
新たに発見された朝鮮人労働者名簿から見えてくるもの．

中尾まさみ（NAKAO Masami）
F. その他の業績
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● 中尾まさみ．本の棚・河合祥一郎著『シェイクスピア―人生劇場の達人』．『東京大学教養学
部報』．599．2018.4.1．

● 中尾まさみ．東大教師が新入生にすすめる本．『UP』．47.4．pp. 18–19．東京大学出版会．2018.4.5．
● 中尾まさみ．養・英語部会からの声「引き続き良心示して」．『東京大学新聞』．2018.11.27．

長沢栄治（NAKASAWA Eiji）
D. 一般学術論文
● 長沢栄治．書評　Kato, Hiroshi and Erina Iwasaki. 2016. Rashda: The Birth and Growth of an Egyptian 

Oasis Village. 『社会経済史学』．84–1．pp. 131–34．2017.7．
F. その他の業績
● 長沢栄治．アラブ詩における非暴力主義の伝統―中東と日本の平和主義を考える（続き）．『詩
人会議』．56–2．pp. 84–88．2018.2．

西川杉子（NISHIKAWA Sugiko）
C. レフリー付き学術論文
● 西川杉子．ルターを引き継いで―17・18世紀プロテスタントたちの連帯運動―．『史学』．

88.1．pp. 109–131．三田史学会．2018．

西崎文子（NISHIZAKI Fumiko）
B. 分担執筆
● 西崎文子．アメリカと国際連合，世界における親米と反米．編集委員．日本アメリカ学会．『ア
メリカ文化事典』．p. 917．pp. 774–775，798–799．丸善．2018．

F. その他の業績
● 西崎文子．新聞書評．イアン・ティレル，ジェイ・セクストン『アメリカ　「帝国」の中の反帝
国主義』．『朝日新聞』．2018.4.7．

● 西崎文子． 新聞書評． ハンス・ モーゲンソー著『科学的人間と権力政治』．『朝日新聞』．
2018.5.5．

● 西崎文子．新聞書評．トレバー・ノア『トレバー・ノア　生まれたことが犯罪？』．『朝日新聞』．
2018.6.16．

● 西崎文子．新聞書評．海老坂武『戦争文化と愛国心』，ネイトー・トンプソン『文化戦争』．『朝
日新聞』．2018.5.26．

● 西崎文子．新聞書評．デビッド・リット『24歳の僕が，オバマ大統領のスピーチライター
に？！』．『朝日新聞』．2018.7.21．

● 西崎文子．新聞書評．ブルンヒルデ・ポムゼル『ゲッベルスと私　ナチ宣伝省秘書の独白』．『朝
日新聞』．2018.8.18．
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● 西崎文子．新聞書評．リチャード・J・エヴァンズ『力の追求　ヨーロッパ史　1815－ 1914』
（上・下）．『朝日新聞』．2018.8.25．

● 西崎文子．新聞書評．若尾祐司・小倉桂子編『戦後広島の記録と記憶』（上・下），根本雅也『ヒ
ロシマ・パラドクス　戦後日本の反核と人道意識』．『朝日新聞』．2018.9.15．

● 西崎文子．新聞書評．「イワン・クラステフ『アフター・ヨーロッパ　ポピュリズムという妖怪
にどう向きあうか』」．『朝日新聞』．2018.10.6．

● 西崎文子．新聞書評．ジェイムズ・Q・ウィットマン『ヒトラーのモデルはアメリカだった』．
『朝日新聞』．2018.10.20．

● 西崎文子． 新聞書評． ジュリー・オオツカ『あのころ， 天皇は神だった』．『朝日新聞』．
2018.11.10．

● 西崎文子．新聞書評．ソニア・ソトマイヨール『私が愛する世界』．『朝日新聞』．2018.11.24．
● 西崎文子．新聞書評．オーナ・ハサウェイ，スコット・シャピーロ『逆転の大戦争史』.『朝日
新聞』．2018.12.15．

● 西崎文子．新聞記事．ひもとく　米朝首脳会談．『朝日新聞』．2018.6.23．
H. 国内学会
● 日本アメリカ学会第 52回年次大会．日本アメリカ学会．北九州大学．2018.6.2．“The United States 

and the World in the Nuclear Age”セッション，コメント．
I. その他の活字にならない研究活動
● 講演．平成 29長野市民教養講座．長野市，長野ホテル犀北館．2018.3.2．「アメリカ社会を動か
すもの―権力の表と裏」．

● 講演．グレーター東大塾．東京大学本郷キャンパス伊藤国際学術研究センター．2018.4.18．「ア
メリカの『今』，を考える―歴史の連続性・非連続性の観点から」．

● 講演． 高校生と大学生のための金曜特別講座． 東京大学駒場キャンパス 18 号館ホール．
2018.4.27．「歴史の中のアメリカ外交―『トランプ外交』の意味を考える」．

● 講演． 島根県立大学総合政策学会第 35回特別講演会． 島根県立大学浜田キャンパス講堂．
2018.11.30．「『トランプ外交』とは何か―歴史からの問い」．

● 日本学術会議第一部会員（第 23–25期）．

橋川健竜（HASHIKAWA Kenryu）
F. その他の業績
● 橋川健竜．書評．和田光弘著『記録と記憶のアメリカ―モノが語る近世』．『アメリカ太平洋
研究』．18．pp. 151–156．総合文化研究科アメリカ太平洋地域研究センター．2018．

長谷川まゆ帆（HASEGAWA Mayuho）
A. 著書
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● 長谷川まゆ帆．『近世フランスの法と身体―教区の女たちが産婆を選ぶ』． p. 496．東大出版
会．2018.2．

F. その他の業績
● 長谷川まゆ帆．監修．『マリ・アントワネット―革命に散った悲劇の王妃』．角川まんが学習
シリーズ：まんが人物伝．KADOKAWA．2018.7．

H. 国内学会
● 比較法制史学会．科研基盤 B「専門家と専門知の発展から見た国制史の再構築―前近代の西

洋と日本」［2016–2018］ （16H03535代表研究者 :田口正樹北大教授）．北大オフィス（東京駅八重
洲口）．2018.7.7．招待報告．近世フランスの医療と身体―床屋外科医の分離と外科医社団の

確立―．
● 東洋大学人間科学総合研究所公開セミナー： 社会史を再考する 3．東洋大学井上記念助成プロ
ジェクト．世話人： 後藤はる美　鈴木道夫．東洋大学白山キャンパス． 2018.7.29．招待講演．
「〈根をもつこと〉と〈闇の可視化〉」について．コメント：空由佳子（日本学術振興会），鈴木道
也（東洋大学）．

I. その他の活字にならない研究活動
● TINDAS研究会．東京大学南アジア研究センター．東京大学駒場キャンパス 14号館 4F会議室．

2018.1.22．間栄次郎（学振研究員）報告「M.K.ガーンディーにおけるナショナリズムと性： ブ
ラフマチャリヤ」へのコメント担当．

● 歴史 Iオムニバス授業「歴史学とは？」．歴史学部会．東京大学駒場キャンパス KOMCEE EAST

地下大講義室．2018.5.15 & 22．「儀礼と表象，感性の歴史学 1 & 2」講義担当（共 2回）．
● 地域文化研究専攻シンポジウム．〈地域から見る世界〉第二弾「移民と人権」． 18号館ホール．

2018.6.30．企画担当・司会・HP報告文担当．
● フランス国立文書館での文献調査．2018.8.17–9.14．
● 長野市民教養講座『文明史における科学・技術と社会変動』．長野市民教養講座運営委員会．長
野ホテル犀北館．2018.11.22．招待講演．臨床医学の誕生．

羽田　正（HANEDA Masashi）
A. 著書
● HANEDA Masashi. Toward Creation o f a New World History. Translated by NODA Makito. Japan Pub-

lishing Industry Foundation for Culture. p. 198. 2018.

● 羽田正．『グローバル化と世界史』．東京大学出版会．p. 290．2018．
B. 分担執筆
● HANEDA Masashi. “World / Global History and the Positionality of Historians”. Ho, Clara-Wing-chung, 

Mak, Ricardo K.S., Tam, Yue-him （eds.）. Voyages, Migration, and the Maritime World: On China’s 

Global Historical Role. p. 262. pp. 23–36. De Gruyter Oldenbourg. 2018．
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F. その他の業績
● HANEDA Masashi. “In Memoriam: Jean Calmard （1931–2017）”. Iranian Studies. 51（4）. pp. 659–661. 

2018.

● 羽田正． 書評． 平川新著『戦国日本と大航海時代』（中公新書， 2018年）． 日本経済新聞．
2018.6.2．

● 羽田正．書評．岡本隆司著『世界史序説―アジア史から一望する』（ちくま新書，2018年）．
日本経済新聞．2018.9.22．

G. 国際学会
● Beijing Forum（北京論壇）．北京大学．2018.5.5．招待講演．“Languages in Humanities and Social 

Sciences”. English.

I. その他の活字にならない研究活動
● El Colegio de Mexico. 2018.2.26. 招待講演．“Japanese Perspective on World / Global History”. English.

● Workshop entitled “National Narratives of Global Integration”. Ecole des Hautes Etudes en Sciences So-

ciales （Paris）．2018.6.18．一般発表．“The Ambivalent Identity of “Us Japanese” in the Global Context 

in the Nineteenth and Twentieth Centuries”. English.

● 東華大学（上海）．2018.5.8．招待講演．新しい世界史を語る言語．日本語．
● St Marks University （Lima）．2018.5.21．招待講演．“Japanese Perspective on World / Global History”. 

English.

● St Marks University （Lima）．2018.5.22．招待講演．“Toward a New World History”. English.

● Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales （Paris）. 2018.10.19. 招待講演 . “Some Refl ections Toward 

Creation of a New World History”. English．

原　和之（HARA Kazuyuki）
D. 一般学術論文
● 原和之．性の多様性に向き合うラカン―「もう一つのエディプス」から出発して．『I.R.S.―
ジャック・ラカン研究』．17．pp. 20–43．日本ラカン協会．2018．

深澤晴奈（FUKASAWA Haruna）
H. 国内学会
● 同志社大学第 11部門研究会「ラテンアメリカにおける国際労働力移動の比較研究」． 同志社大

学第 19期第 15回研究会．同志社大学人文科学研究所．2018.12.22．一般発表．ラテンアメリカ
からスペインへ：複数のグローバル化と女性移民労働者．

● スペイン史学会第 40回大会「人の移動からスペインの近現代を再考する」．スペイン史学会．慶
應義塾大学． 2018.11.03．一般発表．スペインにおける外国人労働者の流入と受け入れ社会：
2000年代におけるマドリード，カタルーニャ，アンダルシアの比較を通じて．
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● 国立民族学博物館研究プロジェクト「ネオリベラリズムのモラリティ」第 2回研究会．国立民
族学博物館共同研究．国立民族学博物館．2018.9.29．一般発表．スペインにおける移民の社会
統合と社会政策．

増田一夫　（MASUDA Kazuo）
B. 分 担執筆
● 増田一夫．分担執筆．定言命法の裏帳簿―カントの死刑論を読むデリダ．高桑和巳（編）．『デ
リダと死刑を考える』．238頁，127–167頁．白水社．2018．

F. その他の業績
● 増田一夫．エッセイ．グローバル化する中国を見つめて―村田雄二郎先生を送る．『ODYS-

SEUS』．22．pp. 189–190．東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻．2018．
● 増田一夫． エッセイ． フランス語―力強い精神と文化の奥深さを学ぶ．『東京大学新聞』．

2836．東京大学新聞社．2018．

黛　秋津（MAYUZUMI Akitsu）
B. 分担執筆
● 黛秋津．「ピョートル大帝」「エカチェリーナ二世」．堀越孝一（編）『悪の歴史』西洋編・下．

p. 503．pp. 248–259, 274–285．清水書院．2018．
D. 一般学術論文
● Mayuzumi, A. Transformation of Ottoman-Crimean Relations and Russian Intervention after the Treaty of 

Kuchuk Kainardji （1774） Ο Πόντος στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία （1774–1908）: Κοινωνία και 

Οικονομία, Θεσσαλonίkη. pp. 39‒48. 2018.

F. その他の業績
● 黛秋津．雑誌．コメント 2．『歴史学研究』（増刊号）．976．pp. 190–192．2018．
● 鈴木董・黛秋津．対談．「新しい世界史の見取り図」．『文字と組織の世界史 新しい「比較文明
史」のスケッチ』（山川出版社）．『週刊読書人』．2018.10.12．

● 黛秋津．インタビュー．教員の振り返る東大生活．12月 11日号．東京大学新聞．2018．
G. 国際学会
● Humanities in the Information Society-III. Shota Rustaveli State University. Batumi （Georgia）. 

2018.11.30–12.2. 招待講演．Black Sea Area Studies in Japan: History and Recent Trends. 英語．
H. 国内学会
● 2018年度歴史学研究会大会．早稲田大学早稲田キャンパス．2018.5.25–26．合同部会「主権国家
再考」．コメンテーター．
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村松真理子（MURAMATSU Mariko）
D. 一般学術論文
● 村松真理子．「天使が地上におりるとき―『神曲』におけるリアリズム試論」．〈リアリズム研
究会公開研究会報告書〉．pp. 1–11．2018．

G. 国際学会
● Initiative de Recherche Interdisciplinaire Stratégique Etudes Globales （パリ大学 IEG, PSL）および 

Global Unit for Study and Transcription of Japanese Cuisine （東京大学 GUSTO）主催第 1回国際シン

ポジウム “High cuisine, a tension between discourse and practice”．弥生ホールアネックス（東京大
学弥生キャンパス）．2018.10.02. 発表．“Writing about food and national literature: Artusi, slow food 

and washoku”．英語．
H. 国内学会
● リアリズム研究会公開研究会「19世紀文学とリアリズム」．京都．京都大学．2018.2.3．発表．
天使が地上におりるとき―『神曲』におけるリアリズム試論．

● イタリア学会第 66回大会．イタリア学会．京都．立命館大学衣笠キャンパス．2018.10.20．司
会（イタリア語）および学会運営幹事．

森井裕一（MORII Yuichi）
B. 分担執筆
● 森井裕一．「ドイツの移民・難民政策―「移民国」の苦悩」．宮島喬・木畑洋一・小川有美編
『ヨーロッパ・デモクラシー―危機と転換』．p. 297．第 5章 pp. 127–149．岩波書店．2018．

F. その他の業績
● 森井裕一．解説．辣腕幹事長，政界復帰の金融マン―ポスト「メルケル」の横顔．『エコノミ
スト』．12月 11日号．p. 69．毎日新聞出版．2018．

● 森井裕一．解説．メルケル首相が党首辞任を表明―流動化するドイツ政治．『エコノミスト』．
11月 20日号．p. 89．毎日新聞出版．2018．

● 森井裕一．解説．ドイツ政党システムの変容とメルケル首相の凋落．『e-World』．時事通信社．
2018.10.30．

● 森井裕一．解説．「ドイツ連邦議会選挙の結果とメルケル政権の今後」．『21世紀政策研究所新

書』．pp. 113–116．経団連 21世紀政策研究所．2018．
● 森井裕一．解説．「独バイエルン州議会選挙，政権与党の CSU大敗」．『エコノミスト』．10月 30

日号．pp. 13–14．毎日新聞出版．2018．
● 森井裕一．解説．メルケル政権を揺さぶる「内相の乱」，好調経済を浸食する難民危機の影．『エ
コノミスト』．9月 18日号．pp. 42–43．毎日新聞出版．2018．

● 森井裕一．解説．ドイツの選挙から見たヨーロッパ．『ブリタニカ国際年間 2018』．pp. 148–149．
ブリタニカ・ジャパン．2018．
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● 森井裕一．講演録．「メルケル首相とドイツ政治」．『現代史研究』．14．pp. 175–196．東洋英和
女学院大学現代史研究所．2018．

● 森井裕一．書評．平島健司著『ドイツの政治』．『ドイツ研究』．52．pp. 178–181．日本ドイツ学
会．2018．

● 森井裕一．エッセー．「相澤隆先生を送る」．『ODYSSEUS』．22．pp. 165–166．東京大学大学院
総合文化研究科地域文化研究専攻．2018．

● 森井裕一．コメント．独大連立継続―安定政権樹立を重視．『毎日新聞』．2018.3.5．

森山　工（MORIYAMA Takumi）
B. 分担執筆
● 森山工．「マルセル・モース」．岸上伸啓編『はじめて学ぶ文化人類学―人物・古典・名著か
らの誘い』．xii＋p. 317．pp. 22–27．ミネルヴァ書房．2018．

E. 翻訳
● 森山工．編訳．マルセル・モース著『国民論 他二篇』．p. 312．岩波書店（岩波文庫）．2018．
F. その他の業績
● 森山工．エッセー．「永遠の少年―鈴木啓二先生を送る」．『ODYSSEUS』．22．pp. 169–171．東
京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻．2018．

● 森山工．「東京大学の挑戦―学部教育の総合的改革について」．『教養教育高度化機構シンポジ
ウム報告書―東京大学 初年次ゼミナールの軌跡と展望』．pp. 8–11．東京大学大学院総合文化
研究科・教養学部附属教養教育高度化機構．2018．

● 森山工．「訳者解説―国民（ナシオン）の思想家としてのマルセル・モース」．森山工編訳・マ
ルセル・モース著『国民論 他二篇』．p. 312．pp. 299–312．岩波書店（岩波文庫）．2018．

I. その他の活字にならない研究活動
● 東京大学大学院総合文化研究科附属教養教育高度化機構シンポジウム「東京大学 初年次ゼミ

ナールの軌跡と展望」．東京大学駒場 Iキャンパス 21KOMCEE EAST 011教室．2018.3.14．講演．
東京大学の挑戦―学部教育の総合的改革について．

● 国際協力機構（JICA）公開セミナー「マダガスカルの社会，食，健康」．JICA市ヶ谷ビル国際会

議場．2018.10.18日．発表．マダガスカルの社会と文化．
● 東京大学鎌倉淡青会公開セミナー．鎌倉商工会議所ホール．2018.11.28．講演．島国マダガスカ
ルの生活文化．

矢口裕人（YAGUCHI Yujin）
H. 国内学会
● アメリカ研究者の集い 2018．日米協会．国際文化会館．司会・コメント．2018.10.1．
I. その他の活字にならない研究活動
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● 東洋文庫．2018.2.4．講演．ハワイ移民史―出稼ぎから定住へ．
● Fujitsu-JAIMS Alumni Community Event. 2018.3.16. 講演．Guns, Fake News, and Democracy: A 

Glimpse into Today’s American Society. English.

● 早稲田大学エクステンションセンター．2018.4～6.講演．ハワイの歴史と文化．
● 駿台予備校 3号館．2018.7.1．講演．キラウエア火山の噴火は神の怒りか．

安岡治子（YASUOKA Haruko）
D. 一般学術論文
● 安岡治子．ドストエフスキーとリーチノスチ．『すばる』．40.8．pp. 106–113．集英社．2018．
● 安岡治子．ドストエフスキーのキリスト教と井上神父．『プネウマ　風』．104．pp. 17–36．風編
集室．2018．

F. その他の業績
● 安岡治子． 教科書． ロシア文学からの贈り物　イスカンデル『大きな家の大いなる一日』．
『NHKテキスト　まいにちロシア語　3』． p. 148．pp. 77–121． NHK出版．2018．

● 安岡治子．教科書．ロシア文学からの贈り物　ラスプーチン『フランス語の授業』．『NHKテキ

スト　まいにちロシア語　2』．p. 154．pp. 83–125．NHK出版．2018年．
H. 国内学会
● シンポジウム「井上神父とドストエフスキー―東方キリスト教を中心に」．風編集室．東京四
谷・幼きイエス会．2018.3.4．招待講演．ドストエフスキーのキリスト教と井上洋治神父（基調
トーク）．シンポジウム・パネリスト．

I. その他活字にならない研究活動

安岡治子．放送出演．「まいにちロシア語応用編　ロシア文学からの贈り物」． 2018.3.30， 3.29，
3.23，3.22，3.16，3.15，3.9，3.8，3.2，3.1，2.23，2.22．2.16，2.15，2.9，2.8，2.2，2.1，1.26，
1.25，1.19，1.18，1.12，1.11，1.5，1.4．ラジオ第二放送．

山口輝臣（YAMAGUCHI Teruomi）
B. 分担執筆
● 山口輝臣．「「帰一」というグローバル化と「信仰問題」―姉崎正治を中心に」．見城悌治編『帰
一協会の挑戦と渋沢栄一』．p. 256．pp. 206–228．ミネルヴァ書房．2018．

● 山口輝臣．「明治前期の国家と神社・宗教―神社が宗教でなかったのはなぜか」．小林和幸編
『明治史講義【テーマ篇】』．p. 366．pp. 95–108．ちくま新書．2018．

● 山口輝臣．「第 2部　宗教と向き合って」．小倉慈司・山口輝臣『天皇の歴史 9天皇と宗教』．
p. 395．pp. 159–363．講談社学術文庫．2018．

● 山口輝臣．「この本が考えようとしていること―編者のはしがき」，「「国家神道」をどうする
か」．山口輝臣編『戦後史のなかの「国家神道」』．p. 288．i～v，pp. 176–199．山川出版社．2018．
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● 山口輝臣．「講義の前に―疑問からはじまる明治史への誘い」，「どうして明治史なのか？」，「明
治はどのように終わったのか？」，「講義のあとに」．山口輝臣編『はじめての明治史―東大駒

場連続講義』． p. 271． pp. 9–16， pp. 17–34， pp. 229–266， pp. 267–269．ちくまプリマー新書．
2018．

D. 一般学術論文
● 田村隆・山口輝臣．学部はどう並んでいるか．『現代思想』．46.15．pp. 112–122．青土社．2018．
F. その他の業績
● 山口輝臣．「〔シンポジウム〕「戦後史のなかの「国家神道」」．『史学雑誌』．127.1．pp. 98–99．史
学会．2018．

● 山口輝臣．「松沢裕作編『近代日本のヒストリオグラフィー』」．「日本歴史」．835．pp. 111–113．
日本歴史学会．2018．

● 山口輝臣．「あえて明治史」．『ちくま』．573．pp. 16–17．筑摩書房．2018．
G. 国際学会
● International Conference “Other ‘Horizons of Expectation’ in East Asia? Generation and Modi of Future 

Visions in the Past of China, Japan and Korea”．ベルギー，ルーヴェン・カトリック大学．2018.6.1．
招待講演．Buddhists’ Visions of the Future in Meiji Japan （1868–1912）: From Confrontation to Coexis-

tence, and “What Was to be Created by it”. 英語／日本語．
H. 国内学会
● 筑紫女学園大学人間文化研究所・真宗文化財シンポジウム．筑紫女学園大学人間文化研究所．
福岡市，万行寺．2018.2.3．招待講演．明治国家と真宗．

● 『帰一協会の挑戦と渋沢栄一』刊行記念シンポジウム．公益財団法人渋沢栄一記念財団．東京都
港区，国際文化会館．2018.3.6．招待講演．帰一協会を主導した宗教学者・姉崎正治．

● 東京大学ヒューマニティーズ企画研究「学術資産としての東京大学」ワークショップ．東京大
学ヒューマニティーズセンター．東京大学．2018.7.20．コメンテーター．東大仏教学への新た
な視座．

● 第 87回学習院大学史料館講座．学習院大学史料館．東京都豊島区，学習院大学．2018.10.6．招
待講演．思ふどち　語りつくして―乃木希典と寺内正毅．

● 新宿歴史博物館開館三十周年記念特別展記念講演会．新宿歴史博物館．東京都新宿区，新宿歴
史博物館．2018.12.15．招待講演．新宿御苑と明治神宮―「苑」がとりもつ不思議な縁．

ロビンズ，ロジャー（ROBINS Roger）
B. 分担執筆
● 佐藤良明，大橋理枝，Robins, R．耳から学ぶ英語［Learning English by listening］．p. 221．Open 

University of Japan．2018．
D. 一般学術論文



̶ 235 ̶

● Robins, R. Caught up to meet Jesus in the clouds. Christian History. 128. pp. 34–36. Christian History 

Institute. 2018.

● Robins, R. Introduction. Robins, R. （ed.）. Current Trajectories in Global Pentecostalism: Culture, Social 

Engagement, and Change. Religions. 9. 368. Special Issue. Online.  https://doi.org/10.3390/rel9110368. 

MDPI. 2018.

F. その他の業績
● Robins, R.（ed.）. Current Trajectories in Global Pentecostalism: Culture, Social Engagement, and Change. 

Religions. 9. Special Issue. Online.  https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/Pentecostalism. 

MDPI. 2018.

H. 国内学会
● Literary Advertising: Periodicals, Magazines, and Newspapers in the Japanese and Anglophone World, 

Book Advertising Studies Seminar. Peter Robinson. Waseda University （Tokyo）. 2018.4.5. 招待講演．
People of the book: Piety, propriety, and profi t in the book advertisements of the Christian Herald and 

Signs of Our Times. English.

和田　毅（WADA Takeshi）
B. 分担執筆
● 和田毅．「メキシコの市民社会の変遷―民衆闘争の歴史空間的解析を通して―」．星野妙子
編『メキシコの 21世紀』．アジア経済研究所．2019．

G. 国際学会
● The Japan-Latin America Academic Conference 2018 in Nikko. The University of Tokyo. Tokyo, Nikko, 

and Urabandai. 2018.9.21–9.30. 一般発表．Prospect of political event data analysis in Latin America. 英

語．組織委員・運営委員．
● LASA2018 “Latin American Studies in a Globalized World.” The XXXVI International Congress of the 

Latin American Studies Association. Barcelona, Spain. 2018.5.25. 一般発表．Protest event data analysis: 

Addressing cross-national comparative questions using country-specifi c event data sets.  Workshop Pre-

sentation in Civil Society and Social Movements Track. 英語．発表者・座長．
H. 国内学会
● 第 12回メキシコ研究会．アジア経済研究所．アジア経済研究所開催．2018.1.26．原稿コメント
発表．

I. その他の活字にならない研究活動
● 日本ラテンアメリカ学会理事．2018.4.1～．
● 日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（B）『ポスト新自由主義時代の社会運動が提唱する
「もう一つの世界」に関する国際共同研究』（研究代表者：KAKENHI 18H00921）の計画に基づい
た研究．
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● 日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（B）特設分野（紛争研究）『暴力的紛争の勃発を予知
するシステムを開発する国際的・学際的共同研究』（研究代表者： KAKENHI 15KT0040）の計画
に基づいた研究．

● 東京大学スーパーグローバル大学創成支援に係る第 2期戦略的パートナーシップ構築事業『チ
リとメキシコの大学との戦略的パートナーシップの構築』プロジェクト（2017–2020年度）に参
加．

● European Consortium for Political Research （ECPR） 2018 Summer School in Methods and Techniquesに

参加．2018.7.26–8.10．
● 東京大学政策ビジョン研究センター Sustainable Development Goals （SDGs）ワーキンググループ
（代表：藤原帰一教授）に参加．

● アジア経済研究所メキシコ研究会（代表：星野妙子教授）に参加．


