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Umbandização dos Cultos Populares Amazônia: A Integraç
ão ao Brazil?

Yoshiaki FURUYA

Quem Não Toma o Chá Não Tem Alucinações: 
Epidemiologia de Religiões Alucinógenas no Brazil

Hirochika NAKAMAKI

Mutações Contemporâneas de Religiões Japoneseas: 
Principalmente o Budismo no Brasil e nos Estados Unidos

Hirochika NAKAMAKI

O Carnaval do Recife e a Formação do Folclore Negro no 
Brazil

Yoshihiro ARAI

O Divino em Casa, na Rua e no Rio
Américo PELLEGRINI 
FILHO

Folias de Reis, Sambas do Povo; Ciclo de Reis em Goiânia: 
Tradição Modernidade

Alberto T. IKEDA

Preface

Introduction

List of the Deities

Bibliography

Figures and Mantras

一　トルグート・モンゴルの起源とその名称の由来

二　四部オイラト同盟とトルグートの加盟

三　ボルガ河へ移住する以前のトグルート・モンゴルの遊牧地域

四　トグルート・モンゴルのボルガ河移住の原因と過程

五　トグルート・モンゴルがボルガ河へ移住した後のホボサイクル地域

六　トルグート・モンゴルがボルガ河からジュンガルの故郷に戻った原因と
過程

七　清朝支配下のホボサイクル地域のトグルート・モンゴル

八　国民党支配下のホボサイクル地域のトルグート

1996年1月
No.4 Dictionnaire peul-
français

Dictionnaire peul-français Galina Zoubko

Buscando los Espíritus del Ande: Turismo Místico en el 
Qosqo

Jorge A. Flores Ochoa

Breve Historia del Niño Compadrito del Cuzco Takahiro Kato

La Fiesta de Mamacha Asunta en la Ciudad del Cuzco Nao Nobuoka

La Mestiza Cuzqueña
J. Washington Rozas A. y Marí
a del Carmen Calderón G.

El Castellano de la Sierra del Perú Virginia Zavala Cisneros

El Espacio Regional como Pretexto: Historia y Producción 
Cultural en Ayacucho 1900-1950

Jefrey Gamarra Carrillo

Notas para una Historia de la Ciudad de Trujillo del Perú 
en el Siglo XVII

Juan Castañeda

Los Esclavos de la Virgen de la Puerta: Historia y Ficción 
del Pasado

Luis Millones y Hiroyasu 
Tomoeda

1998年3月
No.6 国立民族学博物館蔵―
―篠田統資料目録　補遺

篠田統資料目録　補遺 石毛 直道

1　歴史としての「金書」

2　「金書」の伝播

3　従来の「金書」収集と研究

4　本研究であつかう2種類の「金書」

5　「天のことば」で書かれた「天の歌」

6　「金書」の書写について

7　歴史への回帰と展望

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

1998年3月 No.7 「金書」研究への序説

No.1 Possessão e Prociss
ão: Religiosidade 
Popular no Brazil

1994年6月

No.2 Five Hundred 
Buddhist Deities

Compiled by Musashi 
Tachikawa, Masahide 
Mori, Shinobu Yamaguchi

1995年3月

No.3 トルグート・モンゴル――
ホボクサイル地域の集団を中
心に

1995年2月

No.5 La Tradicion 
Andina en Tiempos 
Modernos

1996年3月

楊　海英

トルグート・エルデニ
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国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

中国諸民族における伝統的文化の変容解説 周 達生

“对福建省满族历史与现状的考察” 定 宜庄

“居住地域与文化变迁――以广东瑶族为例” 赵 家旺

“贵州诸民族的传统文化的变容” 岑 秀文

“中国诸民族传统文化及其变化――以贵州世居民族的制度文化为中

心”
黄 才贵

“云南刀耕火种农业的变迁” 尹 绍亭

“尤江丙岸的水族――水族族源及与壮族的关系” 陈 国安

“蛋民的历史来源及其文化遗存” 蒋 炳钊

“试论中国古代民族文物” 秦 晋庭

“浅谈西藏文化与面具艺术” 段 梅

“物质文化的渐变与突变” 夏 竟峰

“西藏农村的变迁―来自实地的调查研究报告” 徐平

「ワ族の木鼓と始祖夫婦」 大林 太良

「モンゴルの葬送儀礼」 小長谷 有紀

中国における民族間関係の動態解説 塚田 誠之

“民族研究――简述我的民族研究经历和思考” 费 孝通

“论中华民族的结构” 陈 连开

“团结、统一、进步――中国民族关系发展的历史趋势” 王 天玺

“中国民族关系的特点和发展趋势” 金 炳镐

“中国城市民族关系之现状与发展趋势” 郑 信哲

“经济因素与民族关系――又谈民族关系理论新探索” 袁 少芬

“元江发展模式与地方族际社会” 周 星

“加强民族团结、促进共同繁荣――四川处理民族关系新经验的探索” 伍 精忠

“从西藏正式归入祖国版图看中国民族关系的主潮流” 卢 秀璋

“南诏、大理国“骤信”“摩词罗嵯”名号探源” 徐 琳

“中国西北和西南地区古民氐羌族的关系” 李 昆声

“蒙古族、纳西族音乐文化交流的产物――《白沙细乐》” 毛 继增

「清朝末期莫力達瓦地方における達斡爾族の農業経営状況」 珠 栄嘎

“拉萨市区的居住格局与汉藏民族关系” 马 戎

「文語チベット語能格助辞の機能再考」 長野 泰彦

「民族間関係と『歴史』の記憶――徳宏タイ族のエスニシティと民族的境
界をめぐって」

長谷川 清

「貴州省西部における民族間関係の動態──『屯軍の末裔』たちをめぐっ
て」

塚田 誠之

「雲南における白族と漢族の関係──民族的アイデンティティの変化に関
する考察」

横山 廣子

No.8 中国における諸民族の
文化変容と民族間関係の動態

1998年9月
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Conformación del espacio social en Huamanga, siglos XV 
y XVI

Lorenzo Huertas

Logros y azares de la cristianización colonial: El obispado 
de Huamanga

 Luis Millones

Los santuarios en los Andes Centrales Juan José García Miranda

La danza de tijeras en Parinacochas José Carlos Vilcapoma

Los danzantes de tijeras en la fiesta del Corpus Christi Ranulfo Cavero Carrasco

El mundo del color y del movimiento: De los takis 
precolombinos a los danzantes de tijeras

Hiroyasu Tomoeda y Luis 
Millones

Entre la Biblia y la espada: Respuestas andinas a los 
nuevos movimientos religiosos

Jefrey Gamarra C.

Del arte folklórico al arte nacional: El caso del retablo 
ayacuchano

Tatsuhiko Fujii

序文 石森 秀三・林 勲男

ジョージ・ブラウンの生涯 石森 秀三

宣教師と博物学― ジョージ・ブラウンの博物収集の歴史的位置 林 勲男

1870年代のフィジーとブラウン・コレクション 橋本 和也

ジョージ・ブラウン・コレクションの中のソロモン諸島 関根 久雄

集された物と収集されなかった物 ― ニューブリテン島の収集物をめぐっ
て

白川 千尋

トロブリアンド諸島における民族資料の収集 小林 繁樹

槍に使われた人骨とその虚像性 ― ビスマーク諸島の資料の分析を中心
として

野林 厚志

ジョージ・ブラウンの見た島嶼環境 ピーター・マシウス

ジョージ・ブラウン・コレクションのデータ分析と資料の管理 宇治谷 恵

1999年7月
No.11 チンギス・ハーン祭祀――
オルドス・モンゴルの主催する軍神
スゥルデと八百宮の祭祀儀礼

ZUM ČINGGIS-QAΓAN-KULT 
L. Qurcabayatur 
Solongyod

Preface Yasuhiko Nagano

Introduction Tenzin Namdak

Explanatory Notes Musahi Tachikawa

1. Introduction: The Duna People

2. Duna and Huli warfare in the past

3. Comparisons with other Highlands societies

4. The speeches, Tambaka

5. Conclusions: the significance of speech-making.

6. References

7. List and Description of Photographs

8. Photographs of the Duna area and its people.

9. Map

No.9 Historia, religion y 
ritual de los pueblos 
ayacuchanos

1998年12月

No.10 ジョージ・ブラウン・コレ
クションの研究

1995年3月

No.12 Mandalas of the 
Bon Religion: Bon 
Studies 1

2000年2月

No.13 Speaking for Life 
and Death: Warfare and 
Compensation among 
the Duna of Papua New 
Guinea

2000年6月

Edited by Tenzin 
Namdak, Pamela J. 
Stewart, Andrew 
Strathern
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国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

〈はじめに〉 朝倉 敏夫

〈基調報告〉新「朝鮮半島の文化」展示 朝倉 敏夫

‘朝鮮半島の文化’展示について：ある人類学徒の観点 全 京秀

民俗学的観点からみた韓国文化の展示 鄭 鍾秀

他国博物館における自国文化の展示 vs 自国博物館における他国文化
の展示

鄭 勝謨

新「朝鮮半島の文化」展示に関する所見 盂 仁在

博物館学的な観点からみた韓国文化の展示 崔 鍾浩

博物館学と女性の視点からみた韓国文化の展示 李 仁淑

〈討論〉今後の展示に向けて：植民地文化・海外コリアンを中心に （司会）金 時徳

〈総合討論〉 （司会）朝倉 敏夫

Preface Y. Nagano

Introduction S. G. Karmay

Bon and its Relationship to Buddhism The study of Bon in 
the West: Past, present and future

P. Kvaerne

Comparing Treasuries: Mental states and other mDzod phug lists and 
passages with parallels in Abhidharma works by Vasubandhu and 
Asanga or in Prajñaparamita Sutras: A progress report

D. Martin

A preliminary comparison of Bonpo and Buddhist 
cosmology

K.Mimaki

The 'Bon' dBal-mo Nyer-bdun (/brgyad) and the Buddhist 
dBang-phyug-ma Nyer-brgyad: A brief comparison

H. Blezer

rDzogs-chen Doctrines The Lo rgyus chen mo in the collection 
of the Ye khri mtha' sel attributed to Dran-pa nam-mkha'

D. Rossi

Authenticity,effortlessness, delusion and spontaneity in the 
The Authenticity of Open Awareness and related texts

A. C. Klein

Myths and Rituals Mandala visualization and possession M. Tachikawa

The mKha' klong gsang mdos: Some questions on ritual 
structure and cosmology

A. M. Blondeau

The secular surroundings of a Bonpo ceremony: Games, popular rituals 
and economic structures in the mDos-rgyabof Klu-brag 
monastery(Nepal)

C. Ramble

Victory banners, social prestige and religious identity: Ritualized 
sponsorship and the revival of Bon monasteries in Amdo Shar-khog M. Schrempf

Bon, Buddhist and Hindu life cycle rituals: A comparison H. Ishii

A comparative study of the yul lha cult in two areas and 
its cosmological aspects

S. G. Karmay

Monasteries and Lay Communities The bla ma in the Bon 
religion in Amdo and Khams

Tsering Thar

Bonpo family lineages in Central Tibet Dondrup Lhagyal

The Bon deities depicted int the wall paintings in the Bon-
brgya monastery

M. Mori

Khri-brtan Nor-bu-rtse Bon monastery in Kathamandu S. Yamaguchi

Bon in a wider context Sacrifice and lha pa ina the glu rol 
festival of Reb-skong

S. Nagano

The Indus Valley civilization and early Tibet G. Samuel

Kharamshing: An antidote against evil Ugyen Pelgen

Space, territory, and a stupa in Eastern Nepal: Exploring 
Himalayan themes and traces of Bon

B. Bickel

No.15 New Horizons in 
Bon Studies: Bon Studies 
2

2000年7月

No.14 日本における韓国文化
の表象

2000年7月
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国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

はじめに 石毛 直道

総　論　いま、なぜ展示技法の開発なのか 端 信行

第一部　国立民族学博物館における展示技法
第1章　デザイナーからみた民博の展示技法

岩城 晴貞

第2章　特別展・企画展における展示技法の試み 宇野 文男

第3章　「大モンゴル展」における参加型展示の試み 小長谷 有紀

第4章　言語を展示するということ 庄司 博史

第5章　「朝鮮半島の文化」展示の改造計画 朝倉 敏夫

第6章　民博の展示の課題と展望 栗田 靖之

第二部　展示技法の新しい潮流　─その思索と実践─
第1章　フランス博物館・美術館にみる新しい傾向

園田 直子

第2章　アメリカ合衆国の巡回展示プログラム 寺田 𠮷孝

第3章　展示と情報化 河石 勇

第4章　民俗学と民俗展示 笹原 亮二

第5章　展示設計の新しい視点 福島 正和

第6章　展示の検証と評価 三木 美裕

第7章　展示技法開発の今日的課題 高木 晴夫

第三部　子どもと博物館のコミュニケーションに関する研究
第1章　子どもと博物館における現状と課題

熊木 宏明

第2章　子どもたちの参加した「大モンゴル展」 小長谷 有紀

第3章　チルドレンズ・ミュージアムの歴史 三木 美裕

第4章　ミュージアム・エデュケーションとエデュケーター 三木 美裕

第5章　子どもと博物館の将来展望 岩田 紳也

結　語　明日の文化創造 岩城 晴貞

1.　Mandschurische Fremdherrschaft in der Äußeren 
Mongolei (1691-1911)

2.　Die Loslösung der Äußeren Mongolei von China und die 
Bildung einer unter russischem Protektoratstehenden

3.　Die Äußere Mongolei / Mongolische Volksrepublik 
nach der politischen Umwälzung des Jahres 1921

4.　Nachbemerkungen

5.　Anhang

6.　Liste der benutzten Quellen und Literatur

No.16 新しい展示技法の開発
と子どもと博物館のコミュニ
ケーションに関する研究

2000年10月

2000年10月

No.17 LANDNUTZUNG 
UND HISTORISCHE 
RAHMENBEDINGUNGE
N IN DER AUSSEREN 
MONGOLEI / 
MONGOLISCHEN 
VOLKSREPUBLIK (1691-
1940)

Udo B. Barkmann

5

国立民族学博物館50年史アーカイブズ

5



刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

San Sebastián también desfila en Corpus  Luis Millones

Lengua general y quechua cuzqueño en los siglos XVI y 
XVII

César lfiel

Canas 1780: El año de la rebelión Luis Miguel Glave

Cuscología y sus orígenes
Manuel Jesús Aparicio 
Vega

en el principio fue el Inka: El ciclo del Inti Raymi cuzqueñ
o

Jorge Flores Ochoa

El arte popular en la ciudad del Cuzco y la identidad 
regional

Tatsuhiko Fujii

Historia tejida por los sueños: Formación de la imagen del 
Niño Compadrito

Takahiro Kato

La fiesta del Señor de Ánimas Carlos Flores Lizana

Turupukllay: La corrida del señor gobernador
Gisselle Meza Chávez y 
Gonzalo Valderrama Escalante

Agua, riego, alianza y competencia en mitos del Cusco
Ricardo Valderrama Ferández y 
Carmen Escalante Gufiérrez

La tierra sin mano de obra no tiene valor: Tierra y labor en 
la agroganadería cuzqueña

Hideo Kimura

La renovación: Una interpretación de los rituales de 
agosto

Jesús Washington Rozas Á
lvarez y María del Carmen 
Calderón García

Estética del ritual andino Hiroyasu Tomoeda

Preface Y. Nagano

A general review of the Zhangzhung studies Y. Nishi and Y. Nagano

Zhangzhung and its next of kin in the Himalayas G. van Driem

Preliminary Analysis of the Old Zhangzhung Language 
and Manuscripts

T. Takeuchi, Y. Nagano 
and S. Ueda

A descriptive study of Kinnauri (Pangi dialect): a 
preliminary report

Y. Takahashi

A Preliminary Report on Spiti Phonemes A. Kato

The interest of Zhangzhung for comparative Tibeto-
Burman

J. A. Matisoff

A Study on the Tibeto-Burman Languages of Utter 
Pradesh

Suhnu Ram Sharma

A Sketch of Rongpo Grammer Suhnu Ram Sharma

A Sketch of Byangsi Grammer Suhnu Ram Sharma

Darma, Chaudangsi, and Raji Shree Krishan

Sketch of Darma Grammar Shree Krishan

Sketch of Chaudangsi Grammar Shree Krishan

Sketch of Raji Grammar Shree Krishan

No.19 New Research on 
Zhangzhung and Related 
Himalayan Languages: 
Bon Studies 3

2001年3月

No.18 Desde afuera y 
desde adentro: Ensayos 
de etnografia e historia 
del Cuzco y Apurimac

2000年12月
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国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

内容解説 横山 廣子

中国内蒙古自治区におけるモンゴル族の牧畜経営の多様化─牧地配分
後の経営戦略─

小長谷 有紀

農耕蒙古族的家観念与宗教祭祀─以内蒙古土黙特左旗把什村的田野
調査為中心─

麻 国慶

嫩江流域におけるダウール（達斡爾）族の漁業事情 珠 栄嘎

20世紀中国蒙古民俗学探索的歴程回顧与展望 納古 単夫（郭冠連）

新疆喀什地区的民族人口分布 馬 戎

中国青海省・土族語における危機の意味 庄司 博史

神話に表れた民族間関係─中国西南部少数民族を中心として─ 大林 太良

民族とその文化における国家政策・民族間関係の影響に関する一事例─
広西北部三江侗族自治県斗江郷の場合─

塚田 誠之

壮族“土俗字”的現状和前景 胡 起望

広西民族文物苑述評 呉 偉峰

旅游産業与少数民族的文化展示 周 星

和合発展的貴州制度文化 黄 才貴

文化再興とエスニシティ─シプソンパンナー，タイ・ルーの事例から─ 長谷川 清

民間表演与影視伝媒的互動 ─以関索戯為例─ 郭 浄

白族婦女生育和教育観念的変遷 楊 国才

国家政策の変遷とペー族農村社会 横山 廣子

雲南怒族の弩弓：製作と射技に関する調査報告 野林 厚志

中国福建省における宗族の再興─閩南地域の老人会を中心にして─ 潘 宏立

試論南中国漢族及漢語的来源 鄧 暁華

中国・経済発展と少数民族 佐々木 信彰

序文 石森 秀三・西山 徳明

内発的観光開発と自律的観光 石森 秀三

自律的観光とヘリテージ・ツーリズム 西山 徳明

京町家システムによる自律的観光の可能性 黒見 敏丈

ヘリテージ・ツーリズムと歴史的環境の保全：白川村合掌集落における自
律的観光の実現と課題

西山 徳明

明日香村におけるヘリテージ・ツーリズム 吉兼 秀夫

ヘリテージ・ツーリズムとNPO：奈良町の事例を中心に 工藤 雅世

成長の管理：自律的観光としてのリゾートづくり 前田 弘

ヘリテージ・ツーリズムのダイナミックス：相互作用の場としてのヘリテー
ジ

安福 恵美子

中国・廬山の世界遺産と持続的観光開発の可能性 槇村 久子

自律的観光と民族芸術：カメルーン共和国の事例を中心に 下休場 千秋

英国コッツウォルズ地域の観光イメージとその影響 塩路 有子

ムンド・マヤ計画とヘリテージ・ツーリズム 千代 勇一

No.20 中国における民族文化
の動態と国家をめぐる人類学
的研究

2001年3月

No.21 ヘリテージ・ツーリズム
の総合的研究

2001年3月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

Introduction Yoshitaka Terada

Asian American Music Hiromi Lorraine Sakata

Kolintang's Uniquely American Success Usopay Hamdag Cadar

Shifting Identities of Taiko Music in North America Yoshitaka Terada

Cambodian Music and Dance in North America Sam-Ang Sam

Korean Americans and Their Music : Transcending Ethnic 
and Geographic Boundaries

Maria Kongju Seo

Vietnamese Music in America Phong Nguyen

序文 石森 秀三・真板 昭夫

21世紀における自律的観光の可能性 石森 秀三

エコツーリズムの定義と概念形成にかかわる史的考察 真板 昭夫

始源への旅：西欧に学び、アジアで習うグリーン・ホリデー 佐藤 誠

共存の時代のエコツーリズムへ 前田 武彦

観光の一形態としてのエコツーリズムとその特性 敷田 麻実・森重 昌之

エコツーリズムという概念に対する一考察：マス・ツーリズムとの共生関係
へ向けた視点から

安福 恵美子

エコツーリズムの発展過程と構造モデル
敷田 麻実・森重 昌之・新 広昭・
佐々木 雅幸

エコロジカルプランニングの思想とエコツーリズム 下休場 千秋

フィジー諸島におけるエコツーリズム開発とその実験的試み 真板 昭夫・海津 ゆりえ

カリブ海、ベクウェイ島における捕鯨と観光 浜口 尚

ニューカレドニアのグリーン・ツーリズムの特徴と課題 中村 純子

エクアドル・アマゾンにおける観光開発のインパクト：ワオラニ社会の事例
研究

千代 勇一

西表島におけるエコツーリズムの発展過程の史的考察 海津 ゆりえ・真板 昭夫

Preface Y. Nagano

Introduction S. G. Karmay

Preface

Index to Titles

Index to Editors and Compilers

Index to Place Names

はしがき 中牧 弘允

序論 中牧 弘允

第1章　ボランティア活動と教育キットの運営開発 三木 美裕

第2章　学習プログラムの開発と実践
森茂 岳雄・中山 京子・吉荒 佳
枝

第3章　博物館におけるフォーラムとしてのワークショップ─「みんぱくミッ
クスプレートひろば」の事例から─

佐藤 優香

第4章　ボランティア活動
中牧 弘允・安田 純子・青柳 千
子

S. G. Karmay and Y. 
Nagano

No.26 日米共催の展示におけ
る学習プログラムとボランティ
ア活動

2002年2月

No.23 エコツーリズムの総合
的研究

2001年9月

No.24 A Catalogue of 
the New Collection of 
Bonpo Katen Texts: Bon 
Studies 4

2001年10月

No.25 A Catalogue of 
the New Collection of 
Bonpo Katen Texts ─ 
Indices: Bon Studies 5

2001年10月

No.22 Transcending 
Boundaries: Asian 
Musics in North America

2001年3月
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I. THE STORY OF THE BIY MARVA

II. HOW THE FUL'BE GOT RID OF THE CHIEF OF MARVA

III. THE GIZIGA AND OTHER ETHNIC GROUPS

IV THE GIZIGA COMPOUNDS

V. THE SKY, THE EARTH, AND THE BUSH

VI. FOODS AND DRINKS

VII. BODY AND CLOTHES

VIII. AGRICULTURAL CALENDAR

IX. OCCUPATIONS

X. THE GIZIGA LANGUAGE

XII. GOD AND SPIRITS

XIII. MUSICIANS AND MUSICAL INSTRUMENTS

XIV. FROM BIRTH TO DEATH

XV. CHURCH AND I

XVI. MISSION STATION IN JAAREENGOL

XVII. GIZIGA CHURCHES

 Introduction
Shigeharu Sugita, Jung-
Kook Hong

Modernization of Libraries and Museums Tsuneyuki Morita

The Utilization of Museums and divers Learning in School 
Education

Megumu Ujitani

A Scheme for cross-searching of Multimedia Databases Masatoshi Kubo

Museums and Multimedia Kirsten Boehner

Concept and Implementation
Junichi Takahashi, Jung-
Kook Hong

Network Architecture Takayuki Kushida

Integration of Payments into GDM
Younosuke Furuii, Amane 
Nakajima

GDM User Interface Design
Wendy Martin, Geraldine Gay, 
Robert Rieger & Nony Korf

 Contents Summary Tatsuhiko Fujii

MMC(1): Mongolia Yuki Konagaya

 MMC(2): Korea Toshio Asakura

MMC(3): Indonesia Shota Fukuoka

 MMC(4): Mesoamerica Yoshiho Yasugi

 MMC(5): The British Museum Rowena Loverance

 HRAF Use for global Indexing Keiko Fukukawa

GDM Prototype Evaluation
Geraldine Gay, Robert 
Rieger, Wendy Martin

The View toward the Information Exhibition Yasuyuki Kurita

 Museums, ICT and Education John Reeve

 Museums and GUI Geraldine Gay

No.28 Global Digital 
Museum (GDM) for 
Museum Education on 
the Internet

2002年3月

No.27 Ndaa Biy 
Marva'en The Narrative 
of a Giziga Pastor

2002年2月 Paul Kazuhisa Eguchi
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名
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CHAPTER 1: A BRIEF HISTORY OF CAMBODIA

CHAPTER 2: MUSIC OF CAMBODIA

CHAPTER 3: MUSICAL INSTRUMENTS OF CAMBODIA

CHAPTER 4: AEROPHONES

CHAPTER 5: CHORDOPHONES

CHAPTER 6: IDIOPHONES

CHAPTER 7: MEMBRANOPHONES

CHAPTER 8: ORGANOLOGY

CHAPTER 9: MUSIC ENSEMBLES OF CAMBODIA

まえがき 松原 正毅

序章　青海モンゴル族に関する研究史

第一章　青海モンゴルの歴史過程

第二章　青海モンゴルの現在

第三章　「歳祝い」儀礼の実態

第四章　八十一歳の「跨歳節」儀礼と祖先祭祀

序文 杉本 良男

帝国の夢，国家の軛――福音と文明化のパラドックス 杉本 良男

海外ミッションの展開と大英帝国 山中 弘

旧東欧・ソ連における二つのギリシア・カトリック教会――社会主義体制
下での西欧の影響と宗教

新免 光比呂

福音の言語――新大陸におけるイエズス会の言語政策 齋藤 晃

回帰するレドゥクシオン 原 毅彦

植民地下スリランカにおけるミッションと反キリスト教運動 川島 耕司

クレオールのマリア――レユニオンの聖母信仰をめぐる考察 杉本 星子

アフリカ社会におけるキリスト教化の意味――キンガ社会の信仰覚醒運
動からの考察

小泉 真理

キリスト教宣教団の影響力――旧ゴールドコーストにおけるメソジスト宣
教団の事例

渡辺 和仁

文明かマナか――島嶼人「宣教師」が明らかにしたもの 橋本 和也

ヴァヌアツにおける呪いと福音――長老派教会の福音伝道運動をめぐっ
て

白川 千尋

The Japanese Catholic Women's Religious Corps and Its 
Activities in the Philippines during World War II

Takefumi TERADA

No.30 青海省モンゴル族民俗
文化における資料とその解釈: 
ナストニー・ジル・アルホーラ
ハ・バヤルを事例に

2002年10月

No.31 福音と文明化の人類学
的研究

2002年10月

No.29 Musical 
Instruments of Cambodia

2002年3月

薩仁格日勒・小長谷 有紀

Sam-Ang Sam
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国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

Preface Y. Nagano

Introduction S. G. Karmay

まえがき 佐々木 史郎

東アジア・北太平洋地域の狩猟採集文化研究の新しい視野を求めて 佐々木 史郎

東アジアにおける中期～後期旧石器初頭石器群の変遷過程 折茂 克哉

北太平洋における海洋狩猟採集民の起源――コディアック島の事例から ベン フィッツヒュー

日本列島旧石器時代の陥し穴猟 佐藤 宏之

狩猟採集から食料生産への緩やかな移行――南東アナトリアにおける家
畜化

本郷 一美

三内丸山遺跡の｢ライフ・ヒストリー」――遺跡の機能・定住度・文化景観
の変遷

羽生 淳子

鳥浜貝塚における縄文時代前期狩猟採集社会の生業構造に関する展望
――ニホンジカ・イノシシ遺存体の季節性査定を中心として

内山 純蔵

縄文時代における生殖と移住――小林達雄の土器『様式圏』の検証 マーク J. ハドソン

古人骨の化学分析から見た先史人類集団の生業復元 米田 穣

狩猟採集から農耕へ――沖縄でのケース 高宮 広土

まえがき 佐々木 史郎

開かれた系としての狩猟採集社会の研究 佐々木 史郎

ラブラドール・エスキモーの資源利用と毛皮交易――ヌネンガック遺跡
Nunaingok site（JcDe-1）の動物遺存体の分析を中心に

手塚 薫

18～20世紀におけるベーリング海峡地域の先住民交易と社会構造 岸上 伸啓

20世紀前半における“トナカイチュクチ”とアメリカ人との毛皮交易――シ
ベリア北東部のチャウン地区の事例

池谷 和信

階層制社会とその経済的基盤――カムチャツカの事例から ヴィクトル A. シュニレルマン

近世末期におけるアイヌの毛皮獣狩猟活動について――毛皮交易の視
点から

出利葉 浩司

ロシア極東アムール流域と東シベリアにおける先住民族の狩猟漁撈活動 田口 洋美

台湾原住民族の狩猟方法――日本統治時代の資料から 野林 厚志

No.33 先史狩猟採集文化研
究の新しい視野

2002年12月

No.34 開かれた系としての狩
猟採集社会

2002年12月

No.32 The Call of the 
Blue Cuckoo: An 
Anthology of Nine 
Bonpo Texts on Myths 
and Rituals: Bon Studies 
6

2002年11月

Samten G. Karmay, 
Yasuhiko Nagano
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まえがき 大森 康宏

ハイパーメディア民族誌への初歩的な試み――フィリピン・レイテ島北部
マリピピ島の陶工と交易商人

牛島 巌

民族誌映画を用いたマルチメディアによる研究発表 大森 康宏

ベトナム民族誌のマルチメディア的形態をさぐる――大森康宏教授「新しい視覚
情報開発のための民族誌映画の分析と活用」プロジェクトに参加して

末成 道夫

CD-ROMを保存科学に応用する可能性――「繊維製品の保存マニュア
ル」を作成して

園田 直子

消え残した江戸文化――次世代への伝承経路 舘入 慧雨

『パリのアート・ライブラリー』の試み 波多野 宏之

映像民俗学のこれから――映像資料の電子メディア活用の試み 茂木 栄

文化財の除錆技術――マルチメディアを利用した保存修復技術のための
教科書作成の試み

森田 恒之

文化人類学における視聴覚教育の可能性――CD-ROM版「『楽園』の
創造 ─ バリにおける観光と伝統の再構築」によせて

山下 晋司

空間モデルとしてのアフプアアの再現――3次元グラフィックスによるハワ
イ先住民の伝統的居住地域空間の再現

山中 速人

放送大学の教育における文化人類学関係の映像が果たす役割 祖父江 孝男

あとがき 大森 康宏

序文 園田 直子

合成樹脂小史――文化財保存に利用されるものを中心に 森田 恒之

画材としての合成素材 園田 直子

回顧：日本における文化財修理への合成樹脂利用のはじまり 樋口 清治

装こうにおける合成樹脂 岡岩 太郎

文化財建造物の修復に用いられた合成樹脂 川野 邊渉

合成素材を用いた保存修復の現状――西洋画と現代美術 伊藤 由美

民俗（族）文化財の保存に使用されている合成樹脂 伊達 仁美

博物館と合成素材――民俗博物館あるいは博物館の民俗部門を中心に 笹原 亮二

文化財の修復と保存の社会的意味――合成素材の使用をめぐって 荻野 昌弘

博物館資料を対象にしたときの合成素材の分析法――フーリエ変換赤外分光
分析（FTIR）と熱分解ガスクロマトグラフィー（PyGC）の可能性

園田 直子・拓植 新

新旧”パラロイドParaloid B-72”の比較分析 拓植 新・園田 直子

合成素材保存のためのデータベース 山本 泰則

序文 石森 秀三

観光とジェンダーをめぐる諸問題 安福 恵美子

農山漁村におけるグリーン・ツーリズム――ジェンダー、エンパワーメン
ト、パートナーシップの視点

後藤 澄江

英国コッツウォルズ地域の民宿経営における女性の役割 塩路 有子

文化遺産の保存／活用装置としての民宿と女性労働 白川村荻町地区の
事例から

才津 祐美子

自律をめざす観光開発とジェンダーの問題 槇村 久子

パラオにおける観光開発と女性 松島 泰勝

京都観光と女性 工藤 泰子

メキシコにおける「マヤ文明」イメージの〈女性性〉と観光――ユカタン州、
チチェン・イツァ遺跡公園の事例を中心として

杓谷 茂樹

ゆとりの心理学的構造とその性差――観光行動とゆとりとの関係 山下 京

No.36 合成素材と博物館資
料

2003年2月

No.37 観光とジェンダー2003年3月

No.35 マルチメディアによる
民族学

2003年2月
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Preface Yasuhiko Nagano

Introduction Samten G. Karmay

Bonpo monasteries and temples in Central Tibet Dondrup Lhagyal

Bonpo monasteries and temples in Nagchu, Chamdo and 
Ngari regions

Phuntso Tsering Sharyul

Bonpo monasteries and temples in Tibetan regions in 
Qinghai, Gansu and Sichuan

Tsering Thar

Bonpo monasteries and temples of the Himalayan region
Charles Ramble and 
Marietta Kind

序文 崎山 理

太平洋地域における危機言語とその問題点 崎山 理

東部ポリネシアの場合 柴田 紀男

消滅の危機に瀕した第二言語――パラオに残存する日本語を中心に 渋谷 勝己

中国雲南省における彝語方言の使用状況 岩佐 一枝

西南中国〈川西民族走廊〉地域の言語分布――レファランス資料集 池田 巧

カレン系言語の状況 加藤 昌彦

海岸ツィムシアン語の現状と問題点 笹間 史子

北アメリカの「危機言語」：現状と課題 渡辺 己

中米の危機言語の現状と問題点――マヤ語を中心に 八杉 佳穂

ユカギール語の現状と問題点 遠藤 史

ロシアのツングース諸語 風間 伸次郎

中国のツングース諸語 津曲 敏郎

方言語彙の衰退 佐藤 亮一

日本における危機に瀕した方言の研究課題 真田 信治

危機言語としての琉球方言の研究状況――日本復帰後から今日までの
活動についてのおぼえがき

狩俣 繁久

日本語学の二つの課題 「日本語の方言形成過程について」および「全言
語間自動翻訳・自動通訳装置の開発のための予備的研究」

上村 幸雄

Preface Yasuhiko Nagano

Foreword Per Kværne

Introduction Dan Martin

Ⅰ. MDO SECTION

Ⅱ. 'BUM SECTION

Ⅲ. RGYUD SECTION

Ⅳ. MDZOD SECTION

Ⅴ. UNCLASSIFIED SECTION

はじめに

モンゴルにとって20世紀とは何であったか？

牧民の暮らしを変えた、牧民のなかの牧民一モンゴル国の労働英雄 レン
チンギーン・ミンジュールは語る

知のナタをふるってウランバートルを造った男一元産業大臣 パーワン
ギーン・ダムディンは語る

モンゴルの大地を切り開いた政治家一モンゴル国国家大会議議員 シャラ
ビン・ゴンガードルジ（元首相）は語る

20世紀の陰に光をあてる文学者一モンゴル国の人民作家 デンデビー
ン・プレブドルジは語る

さいごに

No.39 消滅の危機に瀕した言
語の研究の現状と課題

2003年6月

No.40 A Catalogue of 
the Bon Kanjur: Bon 
Studies 8

2003年8月

No.41 モンゴル国における20
世紀――社会主義を生きた人
びとの証言

2003年10月

No.38 A Survey of 
Bonpo Monasteries and 
Temples in Tibet and the 
Himalaya: Bon Studies 7

2003年3月

小長谷 有紀

13

国立民族学博物館50年史アーカイブズ

13



刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

ӨМНӨХҮГ I. Lkhagvasuren

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БААТАР РЕ
НЧИНГИЙН МИНЖҮҮP

I. Lkhagvasuren

МАХН-ЫН ТХ-НЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА, МО
НГОЛ УЛСЫН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ САЙД А
САН ПААВАНГИЙН ДАМДИН

I. Lkhagvasuren

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН ШАРА
ВЫНГУНГААДОРЖ

I. Lkhagvasuren

АРДЫН УРАН ЗОХИОЛЧ, ТӨРИЙН ШАГНАЛТ, ЯР
УУ НАЙРАГЧ ДЭНДЭВИЙН ПҮРЭВДОРЖ

I. Lkhagvasuren

ТӨГСГӨЛИЙН ҮГ I. Lkhagvasuren

 Introducción Cabeza y cola: Expresión de dualidad, 
religiosidad y poder en los Andes

Alfredo Narváez Vargas

La cerámica de Chulucanas: ¿El renacimiento de la tradici
ón alfarería prehispánica?

Tatsuhiko Fujii

La perspectiva de género en el curanderismo en el norte del 
Perú: Metáforas, modelos y manifestaciones de la diferencia

Bonnie Glass-Coffin

El curanderismo en el laberinto judicial republicano Hiroyasu Tomoeda

El mundo misterioso del compactado en el Perú 
septentrional

Takahiro Kato

Cofradías y celebraciones: Religiosidad y política en 
Catacaos

Alejandro Diez Hurtado

Hechizos de amor: Poder y magia en el norte del Perú
Luis Millones y Laura Leó
n

はじめに 朝倉 敏夫・林 史樹・金 香来

第Ⅰ部　シンポジウム：現代韓国社会における生活文化の研究とその方
法

第Ⅱ部　研究懇談会：展示の評価

第Ⅲ部　共同研究会：展示会をめぐって

あとがき

はじめに 江口 一久

動物の話 ,想像上の動物の話 ,動物と人の話等 江口 一久

海洋資源の利用と管理に関する人類学的研究 岸上 伸啓

次世代のための資源管理――カナダ西部極北地域における海洋資源共
同管理

岩崎・グッドマン・まさみ

カナダ極北圏におけるヌナヴト野生生物管理委員会の挑戦――２つの科
学の統合から協力へ

大村 敬一

カナダ極北圏ヌナヴィク地域におけるシロイルカ資源の共同管理につい
て

岸上 伸啓

内陸アラスカ先住民社会におけるサケ資源の利用と管理の諸問題 井上 敏昭

海上におけるサケの「管理」――カナダ北西海岸の先住民漁業漁師／カ
ウンセラーに見られる行為と認識

立川 陽仁

カムチャツカ半島先住民の漁業権と管理 大島 稔

亜熱帯性回游魚シイラの利用をめぐる地域性と時代性――対馬暖流域
を中心に

橋村 修

日韓海女の磯資源利用と保全に関する海洋民族学的研究――選択され
る「近代化」と「伝統」

李 善愛

フィリピンにおける沿岸水産資源・生態系の共同管理――バナテ湾を中
心とした最近の状況と沖縄との比較

鹿熊 信一郎

干ナマコ市場の個別性――海域アジア史再構築の可能性 赤嶺 淳

先住民の海洋資源利用と国民国家の管理――オーストラリア・トレス海峡
諸島民のジュゴン猟を事例として

松本 博之

マダガスカルにおけるサンゴ礁漁業の過去と現在――自律的資源利用の
展望

飯田 卓

乾燥熱帯の沿岸域における資源パッチへのアクセス性と利用可能性――スーダ
ン領紅海沿岸ベジャ族のヒトコブラクダとのかかわりに焦点をあてて

縄田 浩志

セント・ヴィンセントおよびグレナディーン諸島国ベクウェイ島におけるザト
ウクジラ資源の利用と管理――その歴史, 現状および課題

浜口 尚

鯨類資源の利用と管理をめぐる国際対立 大曲 佳世

No.45 北部カメルーン・フルベ
族の民間説話――アーダマー
ワ地方とベヌエ地方の話

2003年12月

No.46 海洋資源の利用と管理
に関する人類学的研究

2003年12月

No.42 The Twentieth 
Century in Mongolia: 
Interviews About the 
Way to Socialism

2003年10月

No.43 Tradición popular: 
Arte y religión de los 
pueblos del norte del Per
ú

2003年11月

No.44 2002年ソウルスタイル
――研究と展示の評価

2003年12月
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Part one Cultural Context Robert Garfias

Part two Structure of Music Robert Garfias

Prologue

1. The Reality of Russia,2. The Reality of the Koryaks

3. The Reindeer Offering,4. A Year In the Life of Koryaks

5. The Entrance to the Spiritual World,6. The Changing 
Lifestyle

7. Koryak Society and Marriage,8. The Death Ritual of the 
Koryaks

9. The Real Fire,10. Daily Life

11. Future of the Koryaks,Epilogue

Preface
Peter J. Matthews and 
Jun Akamine

Local Research, Global Audiences: Linguistic Hegemony and 
Transnational Publishing in the Information Age

J. S. Eades

Standards in Literature and Academic Writing (Comments on 
Literary and Academic Criticism in Japan)

Christopher Isherwood

Research Writing in Japan Today and What We Can Do to 
Improve It

Richard Weisburd

Perish, then Publish: What You Might Do If Tenure Eludes 
Your Grasp

John McCreery

Tertiary Education in Japan: A Student's Personal 
Experiences

Edna Temese

English as a Lingua Franca? Reflections of a Student Sachiko Kotani

Experiences of a Foreign Student in Japan Mathew Yakai

In Anticipation of Field Studies Education Jun Akamine

Research Writing at a University Museum
Reiko Hara and Akiko 
Fukuno

My Career with Papers Yoshinari Kobayashi

Research Writing and Language Use: Facts and Fallacies 
in Academic and Business Contexts

Takeyoshi Ohgai

Learning on the Job: a Translator in Tokyo Richard Bradford

A Guide to Buying Translation Services Paul Flint

The Society of Writers, Editors and Translators (SWET): 
Fostering Professionalism in English Writing in Japan

Lynne Riggs and Keith 
Wilkinson (compilation)

Working with Words - Editing and Editage
Abhishek Goel and 
Shreya Baliga

Publishing with Elsevier Toshiko Takeda

Toward a Handbook on English-language Publishing in 
Japan

Lynne Riggs and Patricia 
Murray

Research Writing in Japan: the Bottleneck and 
Imperatives for a Conference Series

Peter J. Matthews

Towards a Cultural Understanding of Research Writing, 
Translation and Editing

Roger Goodman

No.48 The Eternal 
Cycle: Ecology, 
Worldview and Ritual of 
Reindeer Herders of 
Northern Kamchatka

2004年2月

No.49 Research Writing 
in Japan: Cultural, 
Personal and Practical 
Perspectives

2001年2月

2004年2月
No.47 Music: the 
Cultural Context

Takashi Irimoto
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序文 横山 廣子

Some Considerations on China's Minorities in the 21st 
Century: Conflict or Conciliation?

T. Heberer

Cultural Revitalization and Ethnic Identity of the 
Austronesian Peoples in Taiwan: 1980 to 1995

Chiang Bien

人類學家與原住民研究――一些個人的經歷與反思 喬 健

现代化过程中的少数民族文化 郝 时远

民族問題の解決に向けて　トマス・ヘーバラー報告と都時遠報告に対する
コメント

佐々木 信彰

アイデンティティの模索と人類学者の立場　喬健報告に対するコメント 松澤 員子

台湾原住民のアイデンティティ　蒋斌（Chiang Bien）報告に対するコメ
ント

野林 厚志

National Identity and Multi-Culturalism in China: Segmentary 
Hierarchy among Three Muslim Communities

Dru C. Gladney

中国南部少数民族の直面する諸問題――雲南の事例を中心に－ 松本 光太郎

Learning to be Chinese: Minority Education and Ethnic 
Identity among Three Ethnic Groups in China

Mette Halskov Hansen

民族社会发展与民族文化变迁 金 炳镐

現代におけるアイヌ民族自立運動に関する諸問題――近代の同化政策
から現在の新法制定論議まで－

大塚 和義

Ethnicity and Nationalism: Co㎜ents on papers by 
Professor Matsumoto and Professor Gladney

Jerry Eades

Mandarin among China's Minority Groups: Comments on the 
Papers of Jin Binggao, Mette Hansen, and Shoji Hiroshi

Shaun Kingsley Malarney

Social and Economic Changes among Highland Minorities 
of Caucasus

S. A. Arutiunov

観光を中心とする経済発展と文化－雲南省大理盆地の場合－ 横山 廣子

鄂伦春民族文化与现代化 洪 时荣

藏传佛教与西藏传统文化 江 平

民族文化の再構築と観光産業――横山報告とアルチュノフ報告に対する
コメント

村上 勝彦

Extinction or Restoration of Ethnic Culture Compared 
with the Cases of Siberia: Comments on the papers of 
Hong Shirong and Tsukada Shigeyuki

Natalia Zhukovskaia

Social Reforms and Problems of Ethnicity Michel V. Kryukov

中國少數民族現代化基本問題探索 唐 屹

满族社会文化变革与民族的发展 果 洪升

中国周辺諸集団と現在の少数民族の歴史を理解するために　クリューコ
フ報告, 唐屹報告, 果洪昇報告に対するコメント

佐々木 史郎

総括 毛里 和子・大林 太良

No.50 少数民族の文化と社会
の動態――東アジアからの視
点

2004年3月
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序文 西山 徳明

中国農村部における集落観光の開発方式と住民参与――雲南省麗江納
西族自治県黄山郷白華行政村の事例

山村 高淑

地域社会による遺産マネジメントの可能性――竹富島における遺産管理
型NPOの取り組み

西山 徳明・池ノ上 真一

住民がもてなすツーリズムへの芽――鞆におけるまちづくりと遺産管理 窪田 亜矢

上平村における歴史的環境の保全と地域づくり 石川 厚志

日本の伝統的都市遺産――歴史・空間・景観から見た特質 宮本 雅明

見えない都市遺産――神戸の震災復興現地体験型修学旅行の試みから 森栗 茂一

遺跡保存の立場からみた発展途上国における文化遺産管理とツーリズム
――パキスタン・ガンダーラ遺跡保存プロジェクトでの経験から

増井 正哉

歴史的建造物復元とカルチャーツーリズム 矢野 和之

遺跡観光と先住民蜂起――南米エクアドルのインカ遺跡 関 雄二

二世代を迎えた日本型エコツーリズムの課題と展望に関する研究 海津 ゆりえ・真板 昭夫

遺産」としてのガラパゴス諸島の生態系管理の現状と課題 西原 弘・海津 ゆりえ

落空間管理とグリーンツーリズム 藤 雪彦

 От редактора проекта «Исследование п
о этнографическим коллекциямM нивхо
в в музеях Японии» (Сиро Сасаки)

Предисловие автора

Значение исследования музейных к
оллекций нивхов в Японии

Нивхские коллекции в музеях в Япон
ии

Preface Naoko Sonoda

Opening address Masatoshi Kubo

Objectives of the symposium Naoko Sonoda

“Mass strengthening of paper: an update of possibilities 
and limitations”

Henk J. Porck

“Paper splitting: its history, principles, mechanization, 
applications and limitations”

Manfred Anders

PART I    Art, Museums, Biennales: Some Questions from 
Africa

Yukiya KAWAGUCHI

Session 1   How Do Africans Evaluate a General Increase of the 
World’s Interest in Contemporary African Art since the 90s ?
African Art in the New Millennium: From the Playground of 
Fancy to the Promised Land

Krydz C. IKWUEMESI

Session 2   On Biennales: Through art, Who Represents What 
for What?
Secular Sacrilege: The Space of Representation in Graft,2nd 
Johannessburg Biennale

Colin RICHARDS

Session 3 (General Discussion)   Art and Africa in the 21st 
Century: Seeking for the Possibilities of Mutual Representation

Yukiya KAWAGUCHI

PART II   Representing "African" Art and Cultures: A Review 
through African Eyes Objects and Agendas    New Attempts in 
Art and Cultural Exhibitions on Africa

Kenji YOSHIDA

Session 1   A New Attempt in Cultural Exhibition: The 
Smithsonian’s Challenge
African Voices: A Dynamic Collaboration between the Museum 
and Its Communities

Mary Jo ARNOLDI

Session 2   A New Attempt in Art Exhibition: From the Seven 
Stories Exhibition
Representing African Art: A Challenge by the Exhibition Seven 
Stories about Modern Art in Africa

Everlyn NICODEMUS

Session 3 (General Discussion) Towards New Ways of 
Exhibiting “Africa”

Coordinators  Kenji YOSHIDA 
Yukiya KAWAGUCHI

No.54 SYMPOSIUM 
AFRICA 2001: 
Representing African 
Art and Cultures

2005年3月

No.51 文化遺産マネジメントと
ツーリズムの現状と課題

2004年3月

No.52 Культурно
е наследие нив
хов

2004年12月

No.53 国立民族学博物館国
際シンポジウム――「紙の若返
りを考える」

2004年12月

Чунер М. Таҝсам
и
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序文 関 雄二・木村 秀雄

日本人のアンデス先史学45年 大貫 良夫

日本人によるペルーの考古学研究の重要性 ペーター・カウリケ（関 雄二訳）

アルゲーダスの亡霊 友枝 啓泰

景観の創造と神話・儀礼の創作──インカ帝国の首都クスコをめぐって 坂井 正人

クロニカとアンデス史研究──「ナポリ文書」をめぐって 染田 秀藤

アンデス植民地美術論における「メスティソ（混血）」概念──自己と他者
の表象の屈折

岡田 裕成

アンデスのラクダ科動物とその利用に関する学際的研究──文化人類学
と遺伝学の共同

稲村 哲也・川本 芳

クスコ県カルカ郡のアシエンダと先住民共同体 木村 秀雄

暴力の時代の歴史化をめぐる断章──証言と余白 細谷 広美

樹木に現れた磔刑のキリスト──セニョール・デ・ウィンピリャイ信仰の誕
生

加藤 隆浩

創り出す力──ペルーの民衆芸術をめぐって 藤井 龍彦

〈半西洋〉文化研究への〈半西洋〉人の貢献──『歴史の山脈』を越えて 落合 一泰

はしがき 森茂 岳雄

序論　国立民族学博物館を活用した異文化理解教育のプログラム開発
――学びのメディアとしての民博の可能性

森茂 岳雄

博物館を利用した「鑑賞」と「表現」による異文化理解教育――4年生図
工科「願いを込めた仮面をつくろう」のとりくみから

佐藤 優香・八代 健志

楽器展示を活用した音楽活動の授業づくり 居城 勝彦

民博との連携を生かした異文化理解教育のカリキュラムづくり
――砂絵を用いた小学校図画工作の実践と10の活動例

中山 京子

国立民族学博物館ハンズ・オン「ものの広場」を活用した学習プログラムの開発
と実践Ｉ（理論編）――博物館展示資料への材料からのアプローチ

今田 晃一

国立民族学博物館ハンズ・オン「ものの広場」を活用した学習プログラムの開発
と実践・（実践編）――博学連携による「ミニ博物館」づくりから国際理解へ

木村 慶太

国立民族学博物館をクラブ「かるちゃんぷる」の活動に活かす 織田 雪江

民博を修学旅行の事前学習に活用する――世界史Ａの授業や「総合的
な学習の時間」を通して

柴田 元

単元「『大航海時代』以後のヒトの移動やモノの交流は、人々に何をもたらした
か？！」の開発――「アメリカ展示」を高校世界史のカリキュラムに位置づけて

田尻 信壹

コミュニケーションツールとしての「みんぱっく」――ミュージアム・アウト
リーチキットの可能性

佐藤 優香

博物館資料を用いたアウトリーチ・プログラムの新視点 高橋 順一

多文化社会アメリカ理解のためのトランクキット教材の開発と実践――博
物館をトランクへ

森茂 岳雄・中山 京子

博学連携と博物館教育の今日的課題――近代学校の問題点を超えて 小笠原 喜康

経験のパブリッシング 上田 信行

Preface Yasuhiko Nagano

Chapter 1 Kun grol grags pa and the New Bon tradition in 
Gyalrong

Chapter 2 The royal houses in Gyalrong

Chapter 3 The wood-engravings of the Bon Canon in 
Gyalrong

Chapter 4 Manchu military campaigns against Gyalrong

Chapter 5 The Inscription in gYung drung lha steng 
Monastery

Chapter 6 The wood-engravings of gShen rab's life-
stories

No.57 Feast of the 
Morning Light (Bon 
Studies 9)

2005年12月

No.55 藤井龍彦教授退官記
念シンポジウム報告書―― 「歴
史の山脈 ―日本人によるアン
デス研究の回顧と展望―」

2005年5月

No.56 国立民族学博物館を
活用した異文化理解教育のプ
ログラム開発

2005年8月

Samten G. Karmay
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1. 調査の準備と経過

2. 調査地の概要

3. 訪問調査──その整理と分析

4. 付表──集計結果

5. 石沢報告

6. 教育施設

7. アコラボ旧村

8. 質問紙

9. 業務日誌

1　概観・クック時代の太平洋諸島民

2　タヒチ首長国の構造

3　演出された無秩序

4　人の死をどのように悼むか

5　ポリネシアのビーチコウマー

6　日本人が初めて見たポリネシア人

7　ニュージーランド・マオリの家族

8　マルケサス諸島民の性関係

9　『環海異聞』より

10　「太平洋の時代」は到来するか

11　日本のオセアニア学

Preface Yasuhiko Nagano

Introduction Per Kvaerne

Editorial Notes Musashi Tachikawa

序文 西山 徳明

第1章　開発途上国における地域開発問題としての文化観光開発――文
化遺産と観光開発をめぐる議論の流れと近年の動向

山村 高淑

第2章　文化財の創造的活用と伝統的建造物群保存地区における観光
――普遍的内発性及び三つの次元からみた文化財の活用と観光

江面 嗣人

第3章　タイおける文化遺産管理とツーリズム――スコータイ歴史公園を
事例として

橋爪 紳也・神田 孝治・清水 苗
穂子

第4章　多元文化社会における文化遺産マネージメント――マレーシアに
おける世界遺産登録をめぐって

宇高 雄志

第5章　エコツーリズムにおける文化遺産の価値――カメルーン共和国、
ティカールの事例

下休場 千秋

第6章　世界文化遺産地域における持続可能な開発に関する研究 山口 しのぶ

第7章　自然遺産管理とツーリズムが共存する仕組み 小林 英俊

第8章　生態学的アプローチによる文化遺産の再生に関する研究 大覚寺
大沢池を題材に

真板 昭夫・河原 司・海津 ゆり
え・松岡 拓公雄

第9章「オープンソースによる自律的観光デザインプロセスへの観光客の
参加とその促進メカニズム

敷田 麻実・森重 昌之

No.60 Bonpo Thangkas 
from Khyungpo: Bon 
Studies 10

2006年2月

No.61 文化遺産マネジメントと
ツーリズムの持続可能な関係
構築に関する研究

2006年3月

No.58 ガーナ東部州、スフム・
ディストリクトにおける医療と食
生活に関する実態調査報告

2005年12月

No.59 クック時代のポリネシ
ア――民族学的研究

2006年2月 石川 榮吉

和田 正平・江口 一久
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序 杉本 良男

開港期日本におけるキリスト教の宣教師活動の状況 クネヒト・ペトロ

ホーリネス・リバイバルとは何だったのか 池上 良正

日本の近代製糸業とキリスト教精神 杉本 星子

「宣教の歴史」から「土着教会成立の歴史」へ――A. ティペットの戦略 橋本 和也

「近代主義者」と邪術――ヴァヌアツ・トンゴア島民SDA信徒の邪術受容
をめぐって

白川 千尋

キリスト教とアボリジニの葬送儀礼――変化と持続の文化的タクティクス 窪田 幸子

「改宗の人類学」序説――マレーシア、オラン・アスリ社会におけるキリスト
教化

信田 敏宏

Art and Christian Conversion in the Jesuit Missions on the 
Spanish South American Frontier

Akira Saito

福音伝道と文明化――19世紀アメリカン・ボードの宣教思想 中山 和芳

宣教師による現地語のテキスト化とその帰結――インド，ゴア州における
キリスト教徒の言語アイデンティティの現在

松川 恭子

文明化としてのキリスト教的制度性への改宗――インド・ケーララ地方に
おけるヒンドゥー教の再編成をめぐって

小林 勝

文明化への眼差し――アナガーリカ・ダルマパーラとキリスト教 川島 耕司

所謂典礼問題に就て 杉本 良男

序文 塚田 誠之

中越、中老跨国境民族研究 范 宏贵

哀牢山下傣族的原始信仰 杨 光远

西双版纳傣泐民居建筑与信仰习俗 玉 康

Then- A Shamanistic Phenomenon of the Tay in Vietnam Ngo Duc Thinh

ベトナムの雷神信仰と道教 大西 和彦

黒タイ村落における姓の継承と個人呼称 樫永 真佐夫

中国広西壮（チワン）族とベトナム・ヌン族の民族間関係――文化の比較
と交流を中心として

塚田 誠之

旅游生境与文化调适――丘北县仙人洞村的调查研究 尹 绍亭・李 继群

エスニック観光と「風俗習慣」の商品化――西壮版納タイ族自治州の事
例

長谷川 清

建築物・装飾・歴史から見る国境地域の多元的文化――雲南省騰衝県和
順郷の事例研究に基づいて

韓 敏

中越边境民族文化振兴与经济互动的考察 袁 少芬

Reproduction of Yao Culture: A Case Study of Pien Hung 
Shrine at Ban Huey Chang Lod in Northern Thailand

Mongkhol 
Chantrabumroung

タイにおけるユーミエン（Iu Mien）の文化復興運動概況 吉野 晃

20世紀初、ヴェトナム西北タイ族社会の変容と抗仏運動 武内 房司

中国傣族与国境外近亲民族的语言和文字――历史、现状和前途 张 公瑾

No.62 キリスト教と文明化の
人類学的研究

2006年10月

No.63 中国・東南アジア大陸
部の国境地域における諸民族
文化の動態

2006年12月
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はじめに 庄司 博史・金 美善

特別展「多みんぞくニホン」のめざしたものと達成したもの 庄司 博史

みんぞく、外国人、「多文化共生」――特別展「多みんぞくニホン」をとりま
く若干の概念について――

庄司 博史

多民族社会の境界設定とエスニック・ビジネス 樋口 直人

エスニック・メディア展示の意義と課題 中野 克彦

パンダのしっぽは白か黒か ――中国帰国・渡日児童たちの展示場からみ
る「中国人」、「日本人」、「多みんぞく」

城田 愛

ポスト「多みんぞくニホン」展への課題 ――大阪の社会空間から―― 島村 恭則

子どもコーナーから見えた多様なつながりの形 小谷 幸子

在日朝鮮人に関する展示の可能性 ――1枚のビラからつなぐ在日100年
――

藤井 幸之助

在日コリアン一世女性のホスト社会への適応過程 ――展示に表現され
た生活史から――

金 美善

エスニック・コミュニティと個人の「力」――洪昌守のトロフィーをめぐって 前田 達朗

在日ブラジル人の語るものとは リリアン・テルミ・ハタノ

「多みんぞくニホン」特別展における在日華僑 張 玉玲

新来中国人の多様性と共生への道 ――特別展「多みんぞくニホン」を振
り返って――

陳 於華

新華僑・新華人に関する展示のねらいと残された課題 佟 岩

「中国帰国者」の表象をめぐって ――トランスポジションの展示を目指し
て――

南 誠

在日ベトナム人コミュニティのイメージ 北山 夏季

グローバル化とエスニシティ：エスニック・コミュニティの形成 田嶋 淳子

国立民族学博物館特別展「多みんぞくニホン」を教育現場に生かす 織田 雪江

「多みんぞくニホン ――在日外国人のくらし」における多文化主義の課題 タイ・エイカ

Introduction Yoshitaka Terada

Shaping Official Dramatic Art in the Siamese-Japanese 
Cultural Exchange

Paritta Chalermpow 
Koanantakool

Myanmar's Nation-Building Cultural Policy: Traditional 
Music and Political Legitimacy

Gavin Douglas

Cultural Policy on Balinese Performing Arts: The First 
Decade of LISTIBIYA

Hideharu Umeda

The Lion Dances to the Fore: Articulating Chinese 
Identities in Penang and Medan

Tan Sooi Beng

Identity Manipulation and Improvisatory Singing in 
Central Borneo

Takasi Simeda

Recent Changes in Tai-Lue Folk Song (Khap Lue) in 
Northern Thailand and Yunnan, China

Yuji Baba

Music and Minorities: The Future through the Past Adelaida Reyes

Transmission of Khmer Traditional Performing Arts:Its 
Genuineness, Challenge, and Impact on Society

Sam-Ang Sam

Transmission of Maranao Kolintang Music Usopay H. Cadar

Transmission of Traditional Performing Arts: Indonesian 
Case

Endo Suanda

"Our Songs Can Drown out the Bomb!": Musical Change in 
Vietnam since the War

Phong T. Nguyen

Studying Minority Performing Arts in Southeast Asia Yoshiko Okazaki

Commentary on Presentations Robert Garfias

Southeast Asia as a Cultural Cluster Tomoaki Fujii

No.64 多民族日本のみせか
た――特別展「多みんぞくニホ
ン」をめぐって

2006年12月

No.65 Authenticity and 
Cultural Identity: 
Performing Arts in 
Southeast Asia

2007年1月
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2007年2月
No.66 Труды О МОНГ
ОЛИИ И для МОНГО
ЛИИ Том 1

本出版企画は、散逸資料を、地理学研究所のご厚意と、シムコフの娘であり現在アメリカ
に在住しているナターリヤさんらのご協力により、収集したものである。整理にあたって
は、孫であるバヤラー氏（外国人客員教員）が尽力した。
また、こうした著作の今日的意義について解説するために、ロシアにおけるモンゴル研究
者であるジュコフスカヤ女史をはじめ、在モンゴル、ロシア大使館勤務であったグライボロ
ンスキー氏などに協力をあおぎ、さらにモンゴル国からは、植物、動物、地質、地理、民俗、
気候などそれぞれの関係分野から第一線の研究者による簡潔な解説を付す。
資料は膨大であるため、第3巻4冊に分け、本書はその第1巻目であり、解説およびシムコ
フの著作として最も主要なものとされる地理学に関する比較的大きな論攷を所収するも
のである。

составители Юки К
онагая, Санжаасур
энгийн Баяраа, Ичи
нхорлоогийн Лхагв
асурэн

2007年2月
No.67 Труды О МОНГ
ОЛИИ И для МОНГО
ЛИИ Том 2

本書は、第２巻に相当する。これは、1930年代の遊牧関係の資料を中心としている。とく
に、植生分布、移動パターンの分析、遊牧民の一般的な生活に関する当時の状況を伝え
ている。社会主義的集団化が本格的に開始される以前の実態を今日に伝えるという点
で、ほとんど唯一の資料として注目されてきた。また、実は伝統的な農耕も遊牧民自身が
各地で携わってきたことが描写されている点なども注目に値する。これまで読まれなかっ
た読み方も可能な、重要な資料となっている。

составители Юки К
онагая, Санжаасур
энгийн Баяраа, Ичи
нхорлоогийн Лхагв
асурэн

はじめに 横川 公子

所有物全品収集――民博所蔵大村しげコレクション収集の経緯と特徴 笹原 亮二

大村しげコレクションのものの周辺 横川 公子

調査の方法 横川 公子

大村しげコレクションの内容構成 横川 公子

特徴的なモノの概要 衣類と繊維製品 相川 佳予子

特徴的なモノの概要  収納の装置 横川 公子

特徴的なモノの概要 信仰関係資料 笹原 亮二

特徴的なモノの概要 執筆したもの 横川 公子

特徴的なモノの概要 執筆に関連するもの 森 理恵

研究報告 ことばとモノ 笹原 亮二

研究報告 大村しげの都心居住 角野 幸博

研究報告 大村しげのこだわり――ものの収納場所と収納用具から 横川 公子

研究報告 大村しげの「おばんざい」を支えた台所と台所道具――生活技
術と社会技術のはざまに

山口 昌伴

研究報告 「おばんざい」の思想 大塚 滋

研究報告 大村しげと「おばんざい」 藤井 龍彦

研究報告 大村しげ寄贈品における女物和装履物についての報告 磯 映美

研究報告 大村しげコレクションにみる“着物リフォーム”――12点のワン
ピースから

林 八千木

研究報告 書かれたモノ、遺されたモノ 相川 佳予子

研究報告 大村しげの思想――文筆活動の軌跡と民博収蔵品 森 理恵

No.68 モノに見る生活文化と
その時代に関する研究――国
立民族学博物館所蔵の大村し
げコレクションを通し

2007年3月
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はじめに 朝倉 敏夫・岡田 浩樹

グローバル化とローカルな日常経験――韓国地方社会からの展望 本田 洋

調査地に見る韓国社会の変容 嶋陸 奥彦

韓国社会における死をめぐる民俗文化の変容――火葬の増加と葬儀場 秀村 研二

韓国における仏教と死者儀礼の近年の動き 川上 新二

韓国社会における海外養子のイメージ――Uターンしてきた海外養子の
素描

洪 賢秀

山陰から見た帝国日本と植民地――板祐生コレクションにみる人の移動
と情報ネットワークの分析を中心に

鈴木 文子

寄せ場と朝鮮半島系住民――福岡・築港の事例を中心に 島村 恭則

「多文化共生」とエスニックマイノリティの選択――震災後のアジアタウン
構想と長田マダンの事例を通して

岡田 浩樹

名古屋市における新来コリアンの流入とコリアンタウンの形成 浮葉 正親

北朝鮮人の人口流出と中国朝鮮族の未来――脱北者問題を中心として 韓 景旭

沿海州コリアンコミュニティーの現状にみるもの 李 愛俐娥

グローバル化時代における朝鮮系移民の統合――「韓人」のすりかえと
浸透

林 史樹

「韓人録」の世界 朝倉 敏夫

移住の表象――コリアン・ディアスポラのアート 金 惠信

あとがき 朝倉 敏夫

Ⅰ黒タイ首領一族の系譜文書「家霊簿」について
Ⅰ部引用文献

樫永 真佐夫/カム・チョン

Ⅱ「カム・オアイ家霊簿」2書、「バック・カム一族家霊簿ノート」の日本語訳
注

啓定 年カ オ 家霊簿（日本語訳 校注）

樫永 真佐夫/カム・チョン

Ⅲ「カム・オアイ家霊簿」2書、「バック・カム一族家霊簿ノート」に基づく系
図資料

樫永 真佐夫/カム・チョン

Ⅳ「カム・オアイ家霊簿」2書、「バック・カム一族家霊簿ノート」の黒タイ語
校注

樫永 真佐夫/カム・チョン

Ⅴ「カム・オアイ家霊簿」2書、「バック・カム一族家霊簿ノート」に基づく黒
タイ語系図資料

樫永 真佐夫/カム・チョン

Ⅵ「カム・オアイ家霊簿」2書、「バック・カム一族家霊簿ノート」原本 樫永 真佐夫/カム・チョン

「語り直し」される社会主義の歴史

Ts.ローホーズ………追放を生き抜いた政治家

B.ニャムボー…… 正直を貫いた政治家

Y.アヨーシ…… 偉大な兄をもった平凡な弟

S.ジャランアージャブ…… 遠ざけられた側近

D.ソドノム…… モンゴルにおける社会主義的発展の幕を引いた政治家

P.オチルバト…… 新生モンゴル国の初代大統領

2007年8月
No.72 ХХ зууны Мо
нголчууд (2)

Орщил
Цогт-Очирын Лоохууэ
Балданоржийн Нямбуу
Юмжаагийн-Аажав
Дуаагийн Содном
Пунсалмаагийн Очирбат
Төгсгөлийн уг

И.Лхагвасурэн, 
Ю.Конагая

No.69 グローバル化と韓国社
会――その内と外

2007年3月

No.70 ベトナムの黒タイ首領
一族の系譜文書

2007年5月

No.71 モンゴル国における20
世紀（2）――社会主義を闘っ
た人びとの証言

2007年8月 小長谷 有紀
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はじめに 林 勲男

趣旨説明 林 勲男

スリランカ被災地の現状と今後の課題 澁谷 利雄

インド被災地の現状と今後の課題――復興の現状と文化財の被災 深尾 淳一

インド洋地震津波と「海民」モーケン――タイ被災地の現状と今後の課題 鈴木 佑記

津波後のアチェに見る外部社会と被災社会の交わりの形 山本 博之

津波後1年のアチェから考える復興の現場を見る見方――支援者の目と
地元社会の目

西 芳実

バンダアチェ市の復旧・復興プロセス
　I．住いの復旧・復興の全体像

牧 紀男

バンダアチェ市の復旧・復興プロセス
II．バンダアチェ市における復興段階への移行と住宅供給プロセス

山本 直彦

災害過程の研究と被災地支援――コメントと総合討論 渡辺 正幸・高桑 史子

2008年3月
No.74 Труды о Монгол
ии и для Монголии 
Том 3 (часть 1)

第3巻第1分冊は、シムコフのフィールドワークに関する記録である。日
記、旅行記、行程表、調査後の帰還報告などが集められている。

Юкн Конагая, Санжа
асу рэнгийн Баяра
а, Ичинхорлоогийн 
Лхагвасурэн

2008年3月
No.75 Труды о Монгол
ии и для Монголии 
Том 3 (часть 2)

第3巻第2分冊は、シムコフの牧畜、地理などの主要な著書や論文以外の
多方面にわたる文書類を集めたものである。

Юкн Конагая, Санжа
асу рэнгийн Баяра
а, Ичинхорлоогийн 
Лхагвасурэн

Preface Yasuhiko Nagano

Introduction Samten G. Karmay

Transnational Migration in East Asia: Japan in a 
Comparative Focus

Shinji YAMASHITA

Transnational Migration: Some Comparative 
Considerations .

David W. HAINES

Globalization, State Interests, and Cultural Capital: 
Korean Relocation to Japan since 1910

Hideki HARAJIRI

The Increasing Presence of Chinese Migrants in Japan Tien-shi CHEN

Between Emigration and Immigration: Japanese Emigrants 
to Brazil and Their Descendants in Japan

Koji SASAKI

Filipino Migrations to Japan: From Surrogate Americans to 
Feminized Workers

Nobue SUZUKI

The Vietnamese Diaspora in Japan and Their Dilemmas in 
the Context of Transnational Dynamism

Ikuo KAWAKAMI

Overstaying Undocumented Workers on the Decrease in 
Japan:The Case of Nepali Immigrant Workers..

Makito MINAMI

Is Japan a Multilingual Society? .. Hiroshi SHOJI

Negotiation of Difference in “Multicultural”Japan: Japanese 
Women Converted to Islam through International Marriage

Masako KUDO

Multicultural Education John MOCK

An Aging Society and Migration to Asia and Oceania Koji MIYAZAKI

Long-Stay Tourism and International Retirement 
Migration: Japanese Retirees in Malaysia

Mayumi ONO

Care for the Elderly: Family Duty or Paid Service? . Mika TOYOTA

Transplanting Labor in East Asia . Biao XIANG

Japan as a Country of Immigration:Two Decades after an 
Influx of Immigrant Workers

Keiko YAMANAKA

Nation-State and Immigration: A European Perspective Shoichiro TAKEZAWA

Concluding Comments David W. HAINES

No.76 A Lexicon of 
Zhangzhung and Bonpo 
Terms: Bon Studies 11

2008年3月

No.73 国立民族学博物館研
究フォーラム：2004年インド洋
地震津波災害: 被災地の現状
と復興への課題

2007年12月

No.77 Transnational 
Migration in East Asia－
Japan in a Comparative 
Focus

2008年3月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

序　ポスト社会主義人類学の射程と役割 高倉 浩樹

ソビエト民族学の理論と西側人類学との対話 佐々木 史郎

ロシア民族学に於けるエトノス理論の攻防――ソビエト科学誌の為に 渡邊 日日

旧ソヴィエト考古学における民族起源論の系譜 加藤 博文

原始的なもの――人間性の起源と共産制社会の探究 折茂 克哉

スロヴァキアにおける文化人類学と社会主義――政治的イデオロギーの
作用に関連して

神原 ゆうこ

学術理論の思想史的分析から地域をよみとく――ポーランド史家トポル
スキの歴史学方法論

仲津 由希子

ロシア連邦におけるロシア人サブグループをめぐる昨今の状況――民族
の境界と「権利」の諸相

伊賀 上菜穂

英雄叙事詩マナスとネイション形成再考――北部クルグズ(キルギス)農
村から見たネイション実践

吉田 世津子

カラカルパクの知識人ダウカラエフについて 坂井 弘紀

現代ロシアにおける呪術ブームの生成――呪術研究と呪術実践の交差
点から

藤原 潤子

ソ連におけるロシアの民族器楽――楽器バラライカを事例として 柚木 かおり

2つの原理と7つの核――ソビエト時代を経たウズベキスタン・イスラーム
の構図と実態

菊田 悠

ポスト・ソビエト時代における大規模な供養アスの展開――カザフスタン
北部農村の事例から

藤本 透子

社会主義と宗教の記憶――モンゴルにおける家庭内祭祀の持続と変容を
中心に

滝澤 克彦

持参財を飾る刺繍，販売する刺繍――ウズベキスタン・ショーフィルコーン
地区のカシュタ制作を事例に

今堀 恵美

モンゴル牧民社会における郊外化現象――ポスト「ポスト社会主義」的牧
民の出現に関する試論

尾崎 孝宏

ポスト社会主義下における牧畜生産の市場経済適応過程とその文化的
位相――東シベリア・サハ人の牛馬飼養文化の変容

高倉 浩樹

あとがき 佐々木 史郎

Preface Yasuhiko Nagano

Introduction Marielle Prins

No.78 ポスト社会主義人類学
の射程と役割

2008年12月

2009年1月

No.79 A Lexicon of the 
rGyalrong bTsanlha 
Dialect: －rGyalrong-
Chinese-Tibetan-English
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

序論 関根 康正

第1章　ケガレから都市の歩道へ 関根 康正

第2章　「ストリートの人類学」の提唱――ストリートという縁辺で人類学
する

関根 康正

第3章　〈「ストリートの人類学」の提唱〉へのコメント――場所性とマナー
化の視点から

野村 雅一

第4章　遊歩と痕跡――都市の記憶を読む技法について 近森 高明

第5章　ストリートからみる都市の無意識 南 博文

第6章　ストリートの空間論の系譜と現在――都市地理学を中心にして 加藤 政洋

第7章　ストリートの現働化――規律―管理社会をめぐる時間地理学か
らの展望

加藤 政洋

第8章　闘争空間としてのストリート――シェルターを拒否するホームレス
の日・米・英比較研究

トム・ギル

第9章　ストリートで生きる女性たち――女性野宿者の実践 丸山 里美

第10章　道草を食う――Twan Yang“ Houseboy In India”より 磯田 和秀

第11章　村人たちとストリート――西ティモールのアナ･ボトルにみる希望 森田 良成

第12章　ストリートに育まれる身体――チリ・サンチャゴ市の「貧困空間」
から

内藤 順子

第13章　リングとしてのストリート――化粧で武装し，化粧で紛れる人々 玉置 育子

第14章　「ストリート」を経験する――ヒンドゥー女神バフチャラー信仰と
ヒジュラ

國弘 暁子

第15章　都市の歩道空間の聖化にみる抗争場としてのストリート――南
インドチェンナイ市における歩道寺院を事例に

関根 康正

第16章　ストリートで意味を生産する――アビジャンにおけるストリート文
化の記号論

鈴木 裕之

第17章　隠語からプロパガンダ言語へ――シェン語のストリート性とその
発展的変成

小馬 徹

第18章　暴力の舞台としてのストリート――2007年～2008年ケニア・
ポスト選挙暴動を事例として

松田 素二

第19章　ストリートとコミュニティ――博多の事例から考える 竹沢 尚一郎

第20章　変容する社会的アリーナとしての中世ヨーロッパのストリート ハラルド・クラインシュミット

第21章　北京の小さな橋――街角のグローバル・ヒストリー 妹尾 達彦

第22章　青果物卸売市場の「いま」と「あの頃」――新潟県長岡市の地方
卸売市場における「場所性」の変容を焦点として

鈴木 晋介

第23章　ローカリティのあらわれの場としてのストリート――南ドイツにお
ける樹木儀礼の事例から

山田 香織

第24章　オーストラリア・トレス海峡の２つの海――先住民族の「場所性」
と主流社会の「正当性」

松本 博之

第25章　ストリートとストリーム――ポリネシアでストリート現象を考える
ための覚書

棚橋 訓

第26章　パッケージ化と脱パッケージ化との間での生きる場の創造，あるいは
「組み換えのローカリティ」――「資本としての知識」から「資源としての知識」へ
の視点の移行がもたらすもの

関根 康正

第27章　チャイナタウンからグローバル・シティへ――パプアニューギニ
ア華人にとってのストリート経験

市川 哲

第28章　『エスニック・タウン』の誕生とストリート――ロサンゼルスのカン
ボジア・タウンの事例から

朝日 由実子

第29章　おやじといくストリート――パリのチュニジア人たちのカフェ通
いから

植村 清加

第30章　ポスト社会主義のストリート――モンゴル・ウランバートル市にお
ける都市空間の再編

西垣 有

第31章　ハイカルチャー化するサブカルチャー？――ポスト社会主義モン
ゴルにおけるポピュラー音楽とストリート文化

島村 一平

第32章　覚え書き・後背地論からみたストリート 阿部 年晴

第33章　生活の場としてのストリートのために――流動性と恒常性の対
立を超えて

小田 亮

結章　総括――『ストリートの人類学』という批評的エスノグラフィーの実
践と理論

関根 康正

No.80 ストリートの人類学：上
巻

2009年3月

No.81 ストリートの人類学：下
巻

2009年3月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

はじめに 谷本 一之

「ジェサップ2」が第2「十年期」を迎える イーゴリ・クルプニク

言語的「旧世界」としての環北太平洋 宮岡 伯人

貝類，アザラシ，そしてサケ――北太平洋における海洋適応の動物考古
学的展望

デーヴィド R. イェスナー

「渡鴉（ワタリガラス）のアーチ」とコンピューター・データベース――ジェ
サップ調査以降百年の神話を比較する

ユーリー・ベリョスキン

ワタリガラスと太陽――ジェサップ領域における日光解放神話 益子 待也

影，光，そしてワタリガラスの「光の箱」 バーバラ・マゼイ

ロシアにおけるジェサップ・コレクション（1902～2002）――JNPE以降
のその命運

ユリヤ・クーピナ，イェレナ・ミハ
イロヴァ

「サイエンスとライフ」――ヴラヂーミル・ヨヘルソンのジェサップ調査通信
を再読する

ニコライ・ヴァフチン

W. ヨヘルソンの遺産――そのロシア回帰を試みる セルゲイ B. スロボヂン

記憶と忘却――ポスト・ジェサップ期のチュコトカにおける文化変化と土
着的知識

イーゴリ・クルプニク，ニコライ・
ヴァフチン

古老はBogoras の録音をいかに聴いたか――北太平洋の「音の文化」 谷本 一之

アイヌとニヴフの文化に見られる若干の平行現象について チュウネル M. タクサミ

アムール流域とサハリンにおけるジェサップ調査（1898～1899） タチヤナ P. ローン

サハリンのウイルタ（オロッコ）におけるトナカイ飼育の百年 井上 紘一

はじめに 庄司 博史

外国人労働者の定住化――ベルリンにおける世代交代の事例から 森 明子

「Where is Home ?」から「Home Everywhere」へ――漂泊する華
僑・華人たちのネットワーク

陳 天璽

グローバルシティ・東京におけるインド人集住地の形成――東京都江戸
川区西葛西を事例に

澤 宗則・南 埜猛

越境するキムチ 朝倉 敏夫

台湾回民のエスニシティと宗教――中華民国の主体から台湾の移民へ 木村 自

トランスナショナル時代のウンバンダ USHI ARAKAKI

滞日スィク教徒の寺院と信仰――東京のグルドゥワーラーから考える移
民と宗教とのかかわり

東 聖子

「中国帰国者」をめぐる包摂と排除――国籍と戸籍に注目して 南 誠

フィンランドの移民政策と里帰り移民――インゲル・フィン人の事例から KRISTER BJÖRKLUND

ドイツ系帰国者Aussiedler 受け入れ政策と統合問題――移民と血統
主義のはざまで

四釜 綾子

入管政策と多文化共生政策の新展開――日本を中心に 近藤 敦

韓国における外国人政策の新たな展開――外国人の地位と統合政策 宣 元錫

オランダの移民政策――その現状と今日的課題 新海 英史

「新たな住民」の到来と地域社会――共に生きる社会に向けて 鈴木 江理子

韓国における外国人支援――政府、自治体、そして支援組織を中心に 呉 泰成

ドイツの移民政策における自治体と中間的組織――1990 年代後半から
の政策転換と“統合”から締め出される「事実上の定住者」

久保山 亮

フィンランドにおける移民の母語教育――移民統合政策の一環として 庄司 博史

朝鮮総連系民族学校のバイリンガル教育 金 美善

移住者に対するドイツの言語教育―母語教育を中心に 平高 史也

No.82 渡鴉（ワタリガラス）の
アーチ（1903-2002）: ジェ
サップ北太平洋調査を追試検
証する

2009年3月

No.83 移民とともに変わる地
域と国家

2009年3月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

はじめに 山本 紀夫

栽培植物とは何か 阪本 寧男

雑草とは何か――特にドメスティケーションとの関係において 三浦 励一

ドメスティケーションの過程と結果をめぐる試論――東南アジア大陸部の
ジュズダマとハトムギを事例に

落合 雪野

ヒト－植物関係としてのドメスティケーション 重田 眞義

家畜とは何か 本江 昭夫

イネにおける栽培と栽培化 佐藤 洋一郎

トウモロコシの起源――テオシント説と栽培化に関わる遺伝子 福永 健二

野生コムギの農業生態系への適応と栽培化 大田 正次

ジャガイモの栽培化―ラクダ科動物との関係から考える 大山 修一・山本 紀夫・近藤 史

キビPanicum miliaceum L.の栽培起源 木俣 美樹男

キヌアは栽培植物か？―アンデス産雑穀の栽培化に関する一試論
藤倉 雄司・本江 昭夫・山本 紀
夫

ムシのセミ・ドメスティケーション 松井 健

「野鶏」の飼い馴らしは可能か？―タイ北部の山地農民の事例
池谷 和信・増野 高司・中井 信
介

ブタ飼育における個体管理――台湾ヤミが行なうブタの舎飼いと放し飼
いの比較

野林 厚志

アンデス高地で利用されるラクダ科家畜の遺伝的特徴と家畜化をめぐる
問題

川本 芳

アンデスからの家畜化・牧畜成立論――西アジア考古学の成果をふまえ
て

稲村 哲也

遺伝資源の研究領域から見た作物のドメスティケーション――アジアのア
ワの遺伝的多様性とモチ性の作物進化

河瀬 眞琴

野菜のドメスティケーションを考える 縄田 栄治・山本 宗立

古典園芸植物のドメスティケーション 仁田坂 英二

バナナの商品化と品種多様性――インドネシア・南スラウェシの事例から 小松 かおり

栽培植物における品種の多様性と経済原理 末原 達郎

ドメスティケーションと土着宗教――アンデスの場合 山本 紀夫

沙漠のドメスティケイション――ヨルダン南部ジャフル盆地における遊牧
化過程の考古学的研究

藤井 純夫

No.84 ドメスティケーション―
―その民族生物学的研究

2009年3月
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国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

序文 波平 恵美子

「現場」のエスノグラフィー――人類学的方法論の社会的活用のための
考察

小田 博志

「応用する」人類学と「応用される」人類学――人類学の応用に関する諸
問題

仲川 裕里

実践の文化人類学におけるプロセス推論――日本の医療系大学におけ
る多文化医療教育プロジェクトを事例として

道信 良子

医学教育における文化人類学の関わり方についての一考察 星野 晋

福祉コミュニティづくり――人類学の応用について 宮下 克也

学校性教育への「文化としての性」の応用可能性 加賀谷 真梨

韓国における学校性教育の現状と課題 仲川 裕里

マタニティーブルーズと産後うつ病の文化的構築 松岡 悦子

「フィールド」への挑戦・「フィールド」からの挑戦――1980年代～1990
年代の脳死臓器移植論議の事例研究

波平 恵美子

医療人類学と精神医学―対話は可能か？ 新福 尚隆

サテライト・シンポジウム in 札幌　ナラティブ・ベイスド・メディスンとプライ
マリ・ケア・メディスン

山本 和利（代筆 道信 良子）

サテライト・シンポジウム in 東京　生殖のストラテジー 波平 恵美子

サテライト・シンポジウム in 宇部　地域の健康力：高齢化する地域社会に
おける新しい保健・医療環境の創造に向けて

星野 晋

地域住民を対象とした脳卒中予防――理論と実践、および成果 萱場 一則（代筆 宮下 克也）

1700人の村の診療所医師として働いて 白 浜雅司（代筆 松岡 悦子）

共同研究」をふりかえって――意義と実践 田村 克己

著作目録をつくる 梅棹 忠夫

著作目録の増補・改訂 梅棹 忠夫

幻視の行為者 松原 正毅

梅棹忠夫著作目録データベースをつくる 及川 昭文

梅棹忠夫著作目録（1934-2008）

Introduction Maki Mita

Oral histories of Palauan elders 1～57 Maki Mita

 Предисловие
Юки Конагая, О. 
А. Шагланова

1. Материалы по шаманизму из общего 
архивного фонда

2. Материалы по шаманизму из личных 
архивных фондов

序　文 須藤 健一・清水 久夫

土方久功日記　第1冊～第7冊

土方久功主要業績及び関連文献 清水 久夫

土方久功年譜 清水 久夫

土方家・本田家系図 清水 久夫

土方久功と南洋群島 須藤 健一

No.87 Palauan Children 
under Japanese Rule: 
Their Oral Histories

2009年10月

No.88 Аннотированн
ый каталог архивн
ых материалов по б
урятскому шамани
зму: Центра Восточ
ных Рукописей и Кс
илографов Инстит
ута Монголоведен
ия, Буддологии и

2009年10月

No.89 土方久功日記 I2010年2月

No.85 健康・医療・身体・生殖
に関する医療人類学の応用学
的研究

2009年3月

No.86 梅棹忠夫著作目録
（1934-2008）

2009年6月
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序　人類学的比較再考 出口 顯・三尾 稔

空間経験の基層――哲学的思考と人類学的思考の交叉の一事例として 熊野 純彦

宗教学における比較研究の問題 山中 弘

細胞概念の展開――科学史研究における比較の事例として 林 真理

比較主義者ニーダムの比較研究 吉岡 政徳

文字通りでない意味への問いかけ――レヴィ=ストロースの比較 出口 顯

「家」の比較研究に向けて 小田 亮

人類学における比較とナショナリズム――比較の視線の転回を求めて 三尾 稔

比較による真理の追求――マックス・ミュラーとマダム・ブラヴァツキー 杉本 良男

失敗した比較――監査と類化 中川 敏

〈地続きの人類学〉から開ける比較の展望――「浅い比較」から「深い比
較」へ

関根 康正

「対話」としての比較研究、「批判」としての比較研究<――宗教学からの
問題提起

藤原 聖子

科学か、非科学か――文化人類学における比較の歴史 栗田 博之

ことばをくらべる――言語学における比較 菊澤 律子

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУВИНС
КОГО ЭТНОСА

Глава II. ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
ТУВЫ

Глава III. ТУВИНЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР
АЦИИ

Глава IУ. ТУВИНЦЫ МОНГОЛИИ И КИТАЯ

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. ЭКСПЕДИЦИЯ АЛЕКСАНДРА ДУГ
ЛАСА КАРРУТЕРСА

Глава II. ПОЕЗДКА ОТТО МЕНХЕН-ХЕЛЬФ
ЕНА

Глава III. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ И
ССЛЕДОВАТЕЛИ ТУВЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Introduction

Convention des gloses

L’épopée de Gesar

Le récit du déluge

Smanmi Metog Koshana

Le renard

La parole du corbeau

Le démon

Nyima ’Odzer

序文 須藤 健一・清水 久夫

土方久功日記　第8冊～第12冊

土方久功の造形思考――その表現主義的性向をめぐって 清水 久夫

No.92 ТУВА ВЕК СП
УСТЯ ПОСЛЕ Кар
рутерса и Менх
ен-Хельфена

2010年5月

No.93 Une version 
rgyalrong de l’épopée de 
Gesar Gyarong Studies 1

2010年7月
Guillaume Jacques, Chen 
Zhen / Edited by 
Yasuhiko Nagano

М.В.МОНГУШ

No.94 土方久功日記 Ⅱ2010年10月

No.90 人類学的比較再考2010年3月

No.91 ОДИН НАРОД: 
ТРИ СУДЬБЫ

2010年4月 М.В.МОНГУШ
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Preface Yasuhiko Nagano

Introduction Musashi Tachikawa

Description

Bon brgya dge legs lhum rgya 
mtsho, Musashi Tachikawa, 
Shin’ichi Tsumagari and 
Yasuhiko Nagano

Preface

Biographical Introduction

Ⅰ. Tsogt-Ochiriin Lookhuuz: Former Director of State 
Farms

Ⅱ．Baldandorjiin Nyambuu (1922-2008): A Member of the Central 
Committee of the Mongolian People's Revolutionary Party

Ⅲ．Paavangiin Damdin: Former Secretary of the CC/MPRP 
and Mongolia's Minister of Industry

序章　海洋環境保全の人類学 松本 博之

第1章　干潟の住民参加型保全における「地域住民の知識」―沖縄島・羽
地内海沿岸の集落を事例として

池口 明子

第2章　海を名づけること―微小地名にみる沿岸資源の利用と野生生物
との「共生」

関 礼子

第3章　海をめぐる無形の資本―マダガスカルの漁村から資源管理論を
問い直す

飯田 卓

第4章　零細漁民のエンパワメント・ツールとしてのマングローブ植林 川辺 みどり

第5章　アジア海域社会の復興と地域環境資源の持続的・多元的利用戦
略

山尾 政博/ Wantana 
Chenkitkosol/Ponprapha 
Sakulseng/Phattareeya 
Suanrathanachai

第6章　越境する先住民社会―ユーコン川流域の環境改善に取り組む先
住民政府間組織

井上 敏昭

第7章　沿岸水域の海洋資源をめぐる先住民の窮状 ―オーストラリア・ト
レス海峡諸島のジュゴンを事例として

松本 博之

第8章　先住民族による捕鯨活動 岩崎 まさみ

第9章　モバイル時代の鯨捕り―カリブ海、ベクウェイ島の事例より 浜口 尚

第10章 変容する鯨類資源の利用実態―和歌山県太地町の小規模沿岸
捕鯨業を事例として

遠藤 愛子

第11章 野生生物保護の問題点―「人類共有遺産」の保全をめぐる同時
代史的視座

赤嶺 淳

第12章　北アメリカ極北地域における気候変動の生業活動におよぼす諸影響に
関する覚書 ―カナダ国ヌナヴィク地域と米国アラスカ北西地域を事例として

岸上 伸啓

第13章　沖縄における造礁サンゴ移植活動の課題 鹿熊 信一郎

Оршил

Tоль хэрэглэчдийн анхааралд

Tоль бичиг

Preface

Chapter 1　　Introductory and Geographical

Chapter 2　　Historico-geographical

Chapter 3　　Ethnographical

Chapter 4　　Linguistic

Chapter 5　　The language of the medical Mss.

土方久功日記　第13冊～第18冊

土方久功とモデクゲイ 清水 久夫

土方久功が住んだパラオ――植民地としての歴史 須藤 健一

No.100 土方久功日記 Ⅲ2011年11月

No.96 Socialist Devotees 
and Dissenters: Three 
Twentieth-Century 
Mongolian Leaders

2011年2月

Interviews Conducted by 
Yuki Konagaya and I. 
Lkhagvasuren / 
Translated by Mary 
Rossabi Edited and 
Compiled by Morris 
Rossabi

No.97 海洋環境保全の人類
学――沿岸水域利用と国際社
会

2011年3月

No.98 ТӨВД-МОНГО
Л ИХ ТОЛЬ БИЧИГ

2011年3月

Эмхэтгэсэн: Ур
ианхай Л. Tэрби
ш, Урианхай T. Чу
луун-эрдэнэ

No.99 Research Notes 
on the Zhangzhung 
Language by Frederick 
W. Thomas at the British 
Library (Bon Studies 14)

2011年3月
Yasuhiko Nagano 
Introduction Tsuguhito 
Takeuchi

No.95 Bonpo Thangkas 
from Rebkong (Bon 
Studies 13)

2011年1月
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Foreword

CHAPTER 1. THE ADMINISTRATIVE STRUCTURE

CHAPTER 2. THE ECONOMIC ACTIVITIES AND LIFE 
SUPPORT

CHAPTER 3. THE SOCIAL ORGANIZATION AND FAMILY 
RELATIONS

CHAPTER 4. THE RITES OF THE LIFE CYCLE

CHAPTER 5. THE RELIGIOUS BELIEFS

CONCLUSION

序 鈴木 七美

第1章　多様性理解が育むウェルビーイング ―高等教育のユニバーサル
デザイン化と人材育成―

佐野（藤田）眞理子

第2章　重度重複障害者の「ウェルビーイング」と技術 ―社会福祉法人訪
問の家「朋」の実践をめぐる考察―

田坂 さつき・生田目 昭彦・水谷 
光

第3章　難病患者の遠隔地間対面コミュニケーションと技術ピアサポート 日高 友郎・水月 昭道

第4章　デンマークにおける「障害のない社会」構想とノーマライゼーショ
ン ―余暇活動としてのフォルケホイスコーレの展開―

鈴木 七美

第5章　ウェルビーイングの視点からみたデンマークの市民社会 野村 武夫

第1章 地域研究の舞台としてのマダガスカル――序にかえて 飯田 卓

第2章 ラルフ・リントンのマダガスカル調査とマダガスカル文化領域論の
系譜

深澤 秀夫

第3章 地域文化をはぐくむ自然環境とその継承 吉田 彰

第4章 標準語化と言語の消滅――地域言語の特徴とその歴史言語学的
研究における価値

菊澤 律子

第5章 マダガスカルの船，造船，操船――シングル・アウトリガー式カヌー
を中心にみた技術交流

飯田 卓

第6章 タナラナ社会における本葬の先送り 安髙 雄治

第7章 ザフィマニリ集落とヴァトゥ・ラヒ建立をめぐる覚え書き 内堀 基光

第8章 遺体を同化する――マダガスカルにおける墓と埋葬 森山 工

第9章 マダガスカルのオーストロネシア系魚名 崎山 理

第10章 19世紀ヌシ・ベ島で絡まり合う多様な関係性 鈴木 英明

第11章 マダガスカル家蚕シルク織物生産の歴史と現状 杉本 星子

第12章 サベナの帰郷――マジュンガにおけるコモロ人虐殺事件の記憶
と忘却

花渕 馨也

はじめに 野林 厚志

鄂温克人与周边民族的关系 卡 丽娜

清代雲南武定彝族土目那氏の動態にみる官―彝関係 野本 敬

コメントと討論 塚田 誠之

平埔意象與物質文化収藏：歴史軌跡中文化交互作用的投射 胡 家瑜

〈番租〉を介した民族像―台湾原住民族ツォウを事例に 宮岡 真央子

コメントと討論 笠原 政治

行列にみる近世の「異国人」認識 久留島 浩

江戸庶民がみる異国／自国の形象 川添 裕

コメントと討論 笹原 亮二

No.104 東アジアの民族イメー
ジ――前近代における認識と
相互作用

2012年3月

No.101 Altai Uriankhains 
Historical and 
Ethnographical 
Investigation Late XIX - 
Early XX centuries

2012年3月
Ichinkhorloo 
LKHAGVASUREN

No.102 「障害のない社会」に
むけて――ウェルビーイングへ
の問いとノーマライゼーション
の実践

2012年3月

No.103 マダガスカル地域文
化の動態

2012年3月
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Preface

Introduction

Chapter Ⅰ　The Environment, the Paraphernalia and the 
Priests

Chapter Ⅱ　The Preparatory Rites of the Fudō Goma

Chapter Ⅲ　Main Ritual

序論：情報化時代のローカル・エスノグラフィー 杉本 星子

第1章　「コミュニティ」とは何か ―地域SNS をめぐる政策から考える― 原 知章

第2章　「コミュニティネットワーク」への欲望を解体する 木村 忠正

第3章　地域における社会ネットワークと情報通信技術 庄司 昌彦

第4章　国・自治体による地域SNS ―施策とその効果の検証― 田中 秀幸

第 5 章 自治体の情報化と経営度における地域 SNS の役割 ..... 久保 貞也

第 6 章 災害と地域 SNS― 佐用豪雨災害で可視化された救援・復興の
つながり効果 ―

和﨑 宏

第7章　「地域ジャーナリズム」という事業 ― SNS に取り組んだ地方紙7 
社への調査から―

畑仲 哲雄・林 香里

第8章　地域SNS の日記コミュニティ ―「書くこと・読むこと」が紡ぐロー
カル・ネットワーク―

杉本 星子

第9章　アフリカ牧畜社会における携帯電話利用 ―ケニアの牧畜社会の
事例―

湖中 真哉

第10章　ノマディズムと遠距離通信 ―マダガスカル，ヴェズ漁民における
社会空間の重層化―

飯田 卓

Preface

Introduction

Ⅰ．Renchin Minjuur (1914-2007)

II. Yumjaagiin Ayush (1926- )

III. Sanpilin Jalan-Aajav (1923-2007)

序文 須藤 健一・清水 久夫

土方久功日記　第19冊～第24冊

『土方久功』と、もう一つのフィールド「ノート」 清水 久夫

系社会のしくみ――土方久功が住んだ50年後のサタワル 須藤 健一

はじめに 塚田 誠之

背负起现代社会发展中少数民族文化保护传承的时代责任与义务 ―中

国"广西民族生态博物馆建设1＋10工程"实践―
覃 溥

現代社会の発展過程における少数民族文化保護・伝承を担う時代の責任と義
務 ―中国「広西民族生態博物館建設1＋10プロジェクト」の実践―

訳：長沼 さやか

广西博物馆室外展示的特色和发展 吴 伟峰　 訳：長沼 さやか

文化多样性的保护 ―云南的探索与实践― 谢 沫华　訳：長沼 さやか

苗族银饰的文化赏析 李 黔滨　訳：岡 晋

序

第1部　国営農場リスト（モンゴル語）

第2部　写真

関係公文書リスト

国営農場設立年代別分布図

No.108 土方久功日記 Ⅳ2012年12月

No.109 西南中国少数民族の 
文化資源の“いま”

2013年1月

No.110 モンゴル国営農場資
料集

2013年2月
小長谷 有紀／S. チョローン　
共著

No.105 Buddhist Fire 
Ritual in Japan

2012年3月
Madhavi Kolhatkar/ 
Musashi Tachikawa

No.106 情報化時代のローカ
ル・コミュニティ ―ICTを活用
した地域ネットワークの構築

2012年8月

No.107 A Herder, a 
Trader, and a Lawyer: 
Three Twentieth-
Century Mongolian 
Leaders

2012年10月

Interviews Conducted by 
Yuki Konagaya and I. 
Lkhagvasuren Translated 
by Mary Rossabi Edited 
and Introduced by Morris 
Rossabi
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序

スケッチと写真

モンゴル語索引

Preface

Part I: Women in Historical Review

Part II: Interviews (Verbatim Transcription)

Part III: Conclusion

Өмнөх үг Юки Конагая

Мелитина Ивановна Клягина-Кондратье
ва: намтар, шинжлэх ухааны үйлс

С.Чулуун, Т.И.Юс
упова

Монголын Сүм Хийдүүдийг Судалсан Материал
ууд: Хэнтий, Хангайн хийдүүдийн барилгууд б
олон шүтлэгийн шинж байдлыг танилцуулах о
ролдлого

М.И. Клягина-Кон
дратьева

序 小長谷 有紀

1　調査地の概要

2　調査の概要

3　ノースタイの語りの概要

序 小長谷 有紀

解説「ハラホリンにおける社会主義的近代化」 小長谷 有紀

インタビュー  Ⅰ．バダムハンド Ⅱ．バダムレグゼン Ⅲ．ボルジゴン

Ярилцлага   Ⅰ．БадамхандⅡ．Бадамрэг
зэн　Ⅲ．Боржигон

Interviews   Ⅰ．Badamkhand Ⅱ．Badamregzen Ⅲ．Borjigon

Three Buddhists in Modern Mongolia Morris Rossabi

第1章　概述

第2章　语音

第3章　语法

第4章　词汇

第5章　民间方言故事

序章　アンデスへ ―問題の所在と研究方法―

第1章　中央アンデスの環境

第2章　中央アンデスの栽培植物と家畜

第3章　狩猟採集から食糧生産へ

第4章　開花する農耕文化 ―農耕の発達―

第5章　インカ帝国の農耕文化 ―主としてクロニカ史料の分析から―

第6章　農牧民の民族誌的研究 ―食糧の生産と消費を中心に―

第7章　掘り棒から踏み鋤へ ―農具に関する民族考古学的研究―

第8章　イモ類の加工技術に関する民族植物学的研究

終章　根栽農耕文化圏の提唱 ―議論とまとめ―

No.116 中国鄂伦春语方言研

究
2014年3月 韩 有峰・孟 淑贤

No.117 中央アンデス農耕文
化論――とくに高地部を中心と
して

2014年3月 山本 紀夫

No.112 Development 
Trajectories for 
Mongolian Women in and 
after Transition

2013年3月
Yuki 
Konagaya/Maqsooda S. 
Sarfi

No.113 Монголын Б
урханы Шашны С
оёл: Хэнтий, Ха
нгайн Сүм, Хийд
ийн Судалгаа

2013年3月

No.114 モンゴル口頭伝承の
一資料――モンゴル国ホブド
県トルグードのノースタイ氏の
語り

2013年6月
斯琴（スチン）

No.115 モンゴル国における
20世紀（3）

2013年11月
小長谷 有紀・J. ルハグワデムチ
グ・Ma. ロッサビ・Mo. ロッサビ

No.111 梅棹忠夫のモンゴル
調査スケッチ原画集

2013年3月
小長谷 有紀・堀田 あゆみ　編
著
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

はじめに 鈴木 紀

編者序文：国際研究集会を振り返って見えてきた無国籍者支援の課題 陳 天璽

国際研究集会の趣旨説明 陳 天璽

無国籍の解決に関するタイの経験― 問題の認定，予防，削減，保護 ボンコット・ナパウンポーン

無国籍者の支援と課題 小田川 綾音

無国籍者として生きてきて 丁 章

在留資格のない無国籍の人々の生活― 衣・食・住，仕事，医療問題 斎藤 瞬

コメント 月田 みづえ・石井 宏明

フランスにおける無国籍者の認定と保護 ブノワ・メスラン

タイにおける無国籍の人々の管理 クリタヤ・アーチャバニクン

無国籍者の情景―国際法の視座，日本の課題 阿部 浩己

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の無国籍者への取り組み 金児 真依

弁護士の立場から見た無国籍者の国籍認定 小豆澤 史絵

無国籍状態で生きること―個人の経験から グェン・ティ・ホンハウ

ディスカッション
ブノワ・メスラン，クリタヤ・アー
チャバニクン

あとがき 陳 天璽

序 小長谷 有紀

第一部　インタビュー（モンゴル語） 解説　サランゲレル、ソヨルマ

第二部　インタビュー（日本語訳） 解説　サランゲレル、ソヨルマ

Preface Nanami Suzuki

History of Homeopathy and Its Application in Modern Society Patients' 
Motives for Using Homeopathy in Germany, 1800‒2010 Martin Dinges

European Homeopathic Medicine and the Rise of Kanpō in 
Postwar Japan

Osamu Hattori

Thoughts and Discussion on the Art of Medicine in the United States 
The Art of Medicine in an Age of Science: Reductionism, Holism, and 
the Doctor-Patient Relationship in the United States, 1890‒1960

John Harley Warner

Care as Self-help: Self-fashioning Conducted by 
Alternative Medicine in Antebellum America

Nanami Suzuki

Social Contexts of Healing and Community The Effi cacy of 
Thai Massage for Urban Middle Class in Contemporary 
Thailand: Discourse, Body Technique, and Ritualized Process

Junko Iida

Introduction

I. Dumaagiin Sodnom, Planner of Transition

II. Sharaviin Gungaadorj, Member of the Great Khural and 
Former President of Mongolia

III. Punsalmaagiin Ochirbat, First President of Mongolia

IV. Choijingiin Khurts, Geologist, Formerly the Minister of 
Mining

Original Text in Mongolian

解説 小長谷 有紀

ローマ字カードの記載

付録資料

No.120 Healing 
Alternatives: Care and 
Education as a Cultural 
Lifestyle

2014年9月

No.121 Mongolia's 
Transition from 
Socialism to Capitalism: 
Four Views

2014年9月

Interviews Conducted by 
Yuki Konagaya and I. 
Lkhagvasuren
Translated by Mary 
Rossabi
Edited and Introduced by 
Morris Rossabi

No.122 梅棹忠夫のモンゴル
調査 　ローマ字カード集

2014年11月

No.118 世界における無国籍
者の人権と支援―日本の課題
―　国際研究集会記録

2014年3月

No.119 20世紀におけるブリ
ヤート人たち――中国内モンゴ
ル自治区フルンボイルにおける
口述史

2014年6月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

Предисловие Юки Конагая

С. В. Киселев и его вклад в развитие 
археологии Монголии

Ю. И. Елихина, Ю. 
Конагая

Некоторые находки Монголо-советской эксп
едиции под руководством С. В. Киселева из К
аракорума, хранящиеся в Государственном 
Эрмитаже

 Ю. И. Елихина

序　文 須藤 健一・清水 久夫

土方久功日記　第25冊～第31冊

国立民族学博物館所蔵　土方久功「ノート」について 清水 久夫

南洋研究の開拓者― 土方日記と先史学・民族学 須藤 健一

Introduction Naoko Sonoda

Relationship between Myanmar Museums and the National Museum of 
Ethnology, Japan in the Field of Museum Activities and Museology

TNu Mra Zan and 
Katsumi Tamura

Regional Museum Exhibitions Applying Intangible 
Cultural Heritage

Marlar Aung

Museum Exhibitions Today, 2013 Kenji Yoshida

Conservation of Archaeological Findings from their Site 
to Museum Display

Baby

Conservation and Restoration of Tangible Cultural Properties: 
Rescue Operations Related to the Great East Japan Earthquake

Shingo Hidaka

Closing Remarks for the Bagan Meeting Naoko Sonoda

Summary of the Bagan Meeting Nu Mra Zan

Director-General's Reception – Welcome Speech Ken'ichi Sudo

Museum Education Using Exhibits as Tools: Experience at 
the National Museum of Myanmar

Mie Mie Thet Nwe93

Museum Exhibitions as the Place for Creativity in the 
National Museum of Ethnology, Japan

Shigeki Kobayashi

The Process of Conservation and Documentation at the 
National Museum (Naypyitaw)

Aye Aye Thinn

Problems in Managing Cultural Resources: Resource Sharing, 
Protecting Intellectual Properties and Ethical Consideration

Masatoshi Kubo

Closing Remarks for the Yangon Meeting Kyaw Win

Summary of the Yangon Meeting Nu Mra Zan

Social Roles of the Museum and Human Resource 
Development　Opening Remarks

Naoko Sonoda

Cooperation between Museums and the Local Community Yasushi Kusuoka

Capacity Building for Museums in Myanmar Kyaw Shin Naung

Social Function of the Museum Tsuneyuki Morita

第Ｉ部　序  用語対訳   オーストラリアの対アボリジニ政策史の概略外

第Ⅱ部　マニングリダ・バウィナンガ・アボリジナル組合（BAC）　議事録　
1978年～1994年

第Ⅲ部　アウトステーション運動を支えた各種インフラの整備史

第Ⅳ部　参考附表・索引

第Ⅴ部　カラー写真集

No.124 土方久功日記 Ⅴ2014年12月

No.125 Asian Museums 
and Museology 2013: 
International Research 
Meeting on Museology in 
Myanmar

2015年2月

No.126 バウィナンガ・アボリ
ジナル組合の議事録（1978～
1994）から見る対アボリジニ 
政策とインフラ整備の歴史 ―
―マニングリダと周辺アウトス
テーションの活動史

2015年2月 久保 正敏・堀江 保範　編著

No.123 Некоторые ар
хеологические на
ходки Монголо-сов
етской экспедици
и под руководство
м С.В. Киселева: Гор
одище Каракорум, к
оллекция Государ
ственного Эрмита
жа

2014年12月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

序論　近代社会の指導者崇拝に関する人類学的アプローチ 韓 敏

第1章　近代中国の孫中山崇拝 陳蘊茜著・ 徐素娟訳

第2章　近代中国における毛沢東崇拝の成り立ち 韓 敏

第3章　 モンゴルの民族英雄としてのスフバータルとウランフ ナサンバヤル著・ 徐素娟訳

第4章　 ルーマニアにおける二つの指導者崇拝―コドレアヌとチャウシェ
スク

新免 光比呂

第5章　西アフリカにおける指導者崇拝 竹沢 尚一郎

後書き 韓 敏

 Предисловие

Сасаки Сиро　Шагла
нова Ольга Андрее
вна　Шоболова Свет
лана Игоревна

Этнографический музей народов За
байкалья

Шагланова О. А.

Основные направления деятельност
и музея

Бильдуева С. В.

Костюм забайкальских бурят Миягашева C. Б.

Костюм предбайкальских бурят
Содномпилова 
М. М.

Изделия из серебра и предметы будд
ийского культа

Ракшаева Л. Г., Со
дномпилова М. М.

Одежда семейских Забайкалья Гречаник Л. Е.

Охотничье снаряжение у бурят Миягашев Д. А.

Способы охоты и охотничьи снаряжения 
у народов Сибири и Дальнего Востока

Сасаки C.

Шаманский чум эвенков Шагланова О. А.

 Introduction
Naoko Sonoda and 
Kyonosuke Hirai

Museum Storage Management Patcharin Sukpramool

How to Manage Ethnographic Collections: Image of 
Kanchanaphisek National Museum

Jarunee Incherdchai

Museum Environment Control for Sustainable Collection 
Management

Naoko Sonoda

Conservation of Palm-leaf Manuscripts of Wat 
Phananchoeng, Ayutthaya Province

Sopit Panyakhan

The Emergency Preparedness of the National Science Museum, 
Thailand: The Lessons from Severe Flooding in 2011

Nopparat Thepthepa

Rescue and Emergency Treatment for Tangible Cultural 
Properties

Shingo Hidaka

Searching for New Ways to Improve Museums Tsuneyuki Morita

New Exhibition of Songkhla National Museum
Watcharawadee 
Wichiansri

Educational Programs through Exhibition Kanokwalee Suriyatham

Ongoing Movements in the Museum Exhibition 2014 Kenji Yoshida

The Efforts to Establish a City Museum in Chonburi Wised Phetpradab

Chiang Mai National Museum: the Center of Local 
Community in the Northern Region

Nitaya Kanokmongkol

Community Based Activities of the Lake Biwa Museum Yasushi Kusuoka

No.129 Asian Museums 
and Museology 2014: 
International Workshop 
on Asian Museums and 
Museology in Thailand

2015年3月

No.128 Культурно
е наследие бур
ят, эвенков и с
емейских Пред
меты материал
ьной и духовно
й культуры из к
оллекций Этно
графического 
музея народов 
Забайкалья (Ре
спублика Буря
тия, Россия)

2015年3月

No.127 近代社会における指
導者崇拝の諸相

2015年3月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

序文：内モンゴルの遊牧とその消失―梅棹忠夫の内モンゴル調査を検証
するにあたって

娜仁格日勒

近代モンゴル社会に対する認識―梅棹認識の位置づけ ウルゲディ・タイブン

東スニトの社会変容―生活に関する聞き取り調査の活用 娜仁格日勒

戦前期における＜草地売買＞―経済に関する聞き取り調査の活用 ガンバガナ

ラマ廟の社会的機能―宗教に関する聞き取り調査の活用 白莉莉

21世紀の遊牧離れ―梅棹図譜の意義 テクスバヤル

糞転がしをめぐる土着の知識―梅棹が調査できなかったもの ウルゲディ・タイブン

モンゴルの遊牧に関する梅棹忠夫の見解について―生態学の観点から ナチンションホルG. U.

もうひとつの乳製品―梅棹が記録できなかったもの ボルジギン・オルトナスト

あとがきにかえて 娜仁格日勒

緒　言 齋藤 玲子

国立民族学博物館における1980年代までの北アメリカ先住民資料の収
集について―イヌイット版画と北西海岸先住民版画を中心に―

齋藤 玲子

国立民族学博物館における1990年代以降の北アメリカ先住民資料の収
集について―イヌイット版画と北西海岸先住民版画を中心に―

岸上 伸啓

カナダにおける先住民アートの展開について 岸上 伸啓

カナダにおけるインディアン芸術政策の歴史―伝統工芸の継承と教育を
中心に―

広瀬 健一郎

イヌイト文化伝統の装飾について―極北4600年の「美術史」序説― スチュアートヘンリ

ジェームズ・ヒューストンと「イヌイット美術」の出発 小林 正佳

イヌイット・アート―イメージをめぐる交渉と実験の場― 大村 敬一

イヌイット版画に使用される和紙について 一宮（森木）佳世子

北西海岸先住民の歴史的背景 立川 陽仁

北西海岸先住民アートの歴史と現在 齋藤 玲子

シルクスクリーンの歴史と技法 田主 誠

再会ツールとしての著作権―国立民族学博物館所蔵カナダ先住民版画
資料の著作権処理を事例として―

伊藤 敦規

ユッピックの在来知と知的財産概念―人と伝統芸能の関係についての事
例検討―

久保田 亮

「紋章」から「芸術（アート）」へ―トリンギットの「死者祭宴」における「紋
章」の機能―

益子 待也

先住民アーティストの交流と文化様式 立川 陽仁

地域的アイデンティティの象徴としての先住民アート―北西海岸先住民
サーニッチの教育自治と先住民アート―

渥美 一弥

イヌイット美術の「イヌイットらしさ」 小林 正佳

No.130 梅棹忠夫の 内モンゴ
ル調査を検証する

2015年11月

No.131 カナダ先住民芸術の 
歴史的展開と現代的課題――
国立民族学博物館所蔵のイヌ
イットおよび北西海岸先住民の
版画コレクションをとおして

2015年11月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

はじめに 岸上 伸啓

環北太平洋沿岸地域の先住民文化に関する人類学研究の歴史と現状―
日本人による文化人類学的研究を中心に―

岸上 伸啓

北太平洋沿岸における海獣猟の展開―銛・銛頭を指標として― 山浦 清

礼文島における海洋適応史の復元―国際共同研究を通じた取り組み― 加藤 博文

環北太平洋域諸言語の語彙的接辞 呉人惠

私は世襲チーフになれるのか―カナダ，北西海岸先住民社会における世
襲の排他性を破る3 つの方法―

立川 陽仁

サケ資源の管理権限の獲得を目指すユーコン川流域先住民社会の取り
組み

井上 敏昭

カムチャツカ先住民の先住権とサケ利用 渡部 裕

アイヌ文化資源の利用と民族の主体性―国立アイヌ博物館建設計画のは
じまりから基本構想へ―

野本 正博・岩崎 まさみ・手塚 
薫

アイヌ物質文化はどのような視点から研究されてきたのだろうか―民族学
研究と考古学研究とのはざま―

出利葉 浩司

おわりに 岸上 伸啓

Introduction Terada Yoshitaka

Documenting Music and Dance in the Philippines, 1966 Robert Garfias

A Contextual Commentary on the Philippine Audiovisual 
Documentaries of Robert Garfias

Ramon P. Santos

Unraveling Ethnicity and "Beyond Exoticism": Robert 
Garfias' Films on Philippine Music and Dance

Michiyo Yoneno-Reyes

Audiovisual Ethnography of Performing Arts as Human 
Cultural Resources

Fukuoka Shota

はじめに 中川 裕

国立民族学博物館所蔵鍋沢元蔵ノートの分析 中川 裕

鍋沢元蔵によるアイヌ語のカナ表記体系― 国立民族学博物館所蔵筆録
ノートから―

遠藤 志保

翻刻と訳注 遠藤 志保

Культура народов Сибири и Дальнего Восто
ка в музейных коллекциях России и Японии

Шагланова О. А. 
и Сасаки Сиро

Предметы коренных народов Сибири и Дальн
его Востока в собрании Хоккайдского музе
я народов Севера: опыт сбора и экспозиции

Сайто Рейко и Н
акада Ацуси

Культура народов Сибири и Дальнего Восто
ка в экспозициях Национального музея этн
ологии

Сасаки Сиро

Принципы формирования этнографического 
собрания Петербургской кунсткамеры на пр
имере ранних коллекций по культуре народ
ов Сибири

Павлинская Л. Р. 
.

Коллекционное собрание Российского этно
графического музея по культуре народов С
ибири и Дальнего Востока: история формиро
вания и экспонирования

Горбачева В. В.

Отражение системы жизнеобеспечения и дух
овной культуры народов Сибири и Дальнего 
Востока в музейной экспозиции

Сальникова И. В.

Серебряное блюдо из фондов Музея истории 
и культуры народов Сибири и Дальнего Вост
ока

Бауло А. В.

Коллекция верхней плечевой одежды народо
в северо-востока России и шаманских костю
мов в фондах Иркутского областного краев
едческого музея

Чернявская О. А.

Шаманский костюм и шаманские атрибуты эв
енков в коллекции Этнографического музея 
народов Забайкалья

Шагланова О. А.

Коллекция столярных и плотницких инструм
ентов в фондах Этнографического музея на
родов Забайкалья (на примере инструмента
рия агинского дархана)

Миягашева С. Б.

No.134 国立民族学博物館所
蔵 鍋沢元蔵ノートの研究

2016年3月

No.135 Культура 
народов Сибир
и и Дальнего Во
стока в музейн
ых коллекциях 
России и Япони
и методы сбора, 
учета, хранени
я и экспозиции

2016年3月

No.132 環北太平洋地域の 
先住民文化

2015年12月

No.133 An Audiovisual 
Exploration of Philippine 
Music: The Historical 
Contribution of Robert 
Garfias

2016年1月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

О создании выставки ≪Городской быт интел
лигенции кон. XIX-нач. XX вв. (из коллекции се
мьи Танских)≫

Гречаник Л. Е. и 
Цыдыпова Р. И.

Музей под открытым небом: проблемы сохран
ения традиционной культуры Шоболова С. И.

序 飯田 卓・河合 洋尚

第1章　無形文化遺産登録をめぐるせめぎあい―トン族大歌の事例から 兼重努

第2章　「杭州西湖の文化的景観」をめぐる世界遺産登録と市民保護活動
―文化遺産の再生産

阮雲星　訳　星野 麗子・姜娜

第3章　フィールドワークで出会う「非物質文化遺産」 劉正愛

第4章　生きている文化遺産の保護・活用と住民の役割―中国雲南省・世
界遺産麗江古城を事例に

高倉 一

第5章　先住民族からみた「世界遺産」―「紅河ハニ棚田群の文化的景
観」の世界遺産登録をめぐって

阿部 朋恒

第6章　「世界遺産」と景観再生―円形土楼と囲龍屋の比較研究 河合 洋尚

第7章　文化遺産をめぐる空間の競合―広東省林寨古村の四角楼を事
例として

姜 娜

第8章　ユネスコ非加盟の台湾からの世界遺産登録に向けた動き―社会
的文脈によって揺れる文化遺産

藤野 陽平

はじめに 伊藤 敦規

国立民族学博物館の収蔵資料と今後の活用―挨拶にかえて 須藤 健一

国立民族学博物館におけるフォーラム型情報ミュージアム構想について 岸上 伸啓

記録を正す―ズニ博物館の協働カタログシステム構築 ジム・イノーテ

ソースコミュニティの人々のための博物館資料熟覧
オクテイビアス・シオウテワ、ジ
ム・イノーテ

北アリゾナ博物館におけるソースコミュニティとの所蔵資料管理 ロバート・ブルーニグ

台湾原住民族に関する情報遺産の記録化 野林 厚志

民族誌的知見の形成と共有の場としてのフォーラム型情報ミュージアム
（コメント）

福岡 正太

在外アイヌ資料調査経験から（コメント） 山崎 幸治

おわりに 伊藤 敦規

No.136 中国地域の文化遺産
――人類学の視点から

2016年3月

No.137 伝統知、記憶、情報、
イメージの 再収集と共有――
民族誌資料を用いた協働カタ
ログ制作の課題と展望

2016年9月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

はじめに 編者一同

第1部(博学連携への扉)ガイダンス 上羽 陽子

1.1　博物館と学校カリキュラム 田尻 信壹

1.2　文化人類学と学校をつなぐ――国立民族学博物館の教育活動をふ
り返って

森茂 岳雄

1.3　博学連携教員研修ワークショップ10年のあゆみ 中山 京子

1.4　博学連携教員研修ワークショップ10年のマネジメント 中牧 弘允

第2部(教員研修ワークショップ「博物館を活用した国際理解教育」)ガイ
ダンス

上羽 陽子

2.1　一粒のカカオから 織田 雪江 コメント鈴木 紀

2.2　「見方」を開発――インドの染織資料が見えてくる 上羽 陽子 コメント佐藤 優香

2.3　博物館資料を活用した教育実践の報告――「みんぱっく」で教室と
世界をつなごう！を事例に

呉屋 淳子   コメント 横山 佐紀

2.4　歌と踊りで語り継ぐ南の島の物語
中山 京子・居城 勝彦・八代 健志 　
コメント林 勲男・丹羽 典生・Peter 
J. Matthews

2.5　みんぱくシアター――ハンズオンからマインズオンへ
小林 由利子・森茂 岳雄・山本 直
樹　コメント菅瀬 晶子・上羽 陽子

2.6　北西海岸先住民の木箱づくり
山田 幸生・木村 慶太　コメント
岸上 伸啓

2.7　自分の希望を叶えるエケコ人形
木村 慶太・山田 幸生・中牧 弘
允

2.8　「すごろく教材」で異文化理解
東峰 宏紀 コメント宇治谷 恵・
朝倉 敏夫・韓 敏

2.9　ものづくりとiPadを用いた現地学習
今田 晃一コメント林 勲男・齋藤 
玲子・宇田川 妙子

第3部　(ワークショップをふりかえる)ガイダンス 上羽 陽子

3.1　ワークショップをふりかえる場づくり
上田 信行・佐藤 優香・津山 直
樹・古川 岳志・柴田 元

3.2　ことばのワークショップを評価の観点からふりかえる 吉村 雅仁

3.3　「再帰性」という視点からとらえる博学連携のこれから 津山 直樹

3.4.1　レインスティックで世界の旅にでかけよう 西 薫

3.4.2　チャモロダンスを踊ろう 高橋 実穂

3.4.3　「仮面づくり」ワークショップを振り返って 秋山 明之

3.4.4　ワークショップ「すごろく教材」で異文化理解に参加して 荒井 芳廣

3.4.5　ミュージアム資源の活用から地域資源の活用へ 菅沼 彰宏

3.5　　ワークショップをアンケートからふりかえる 藤原 孝章

3.6　　座談会「ワークショップ10 年をふりかえって」
上羽 陽子・中牧 弘允・中山 京
子・藤原 孝章・森茂 岳雄

おわりに 上羽 陽子

第1章　本書の成立と保谷民博資料の来歴について 飯田 卓

第2章　保谷民博旧蔵資料の全容
木村 裕樹・吉田 晶子・横山 智
之

第3章　保谷民博から民博に移管されながら未登録だった標本資料の履
歴解明

朝倉 敏夫・横山 智之

No.138 学校と博物館でつく
る 国際理解教育のワークショッ
プ

2016年12月

No.139 財団法人日本民族学
協会 附属民族学博物館（保谷
民博） 旧蔵資料の研究

2017年2月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

序

熟覧調査情報

熟覧者紹介

地名表記

資料熟覧コメント（実施順）

ホピ語／日本語／英語　索引

引用文献

序章

第1章　様々なアーミッシュたちの登場――信仰表現としての生活実践の
選択

第2章　学びの意味の探求

第3章　エイジング・イン・プレイスの実践――生きる場を慈しむ時間

第4章　ケアと楽しみと居場所――パッチワーク・キルトのある生活

第5章　遙かな人々とのコモンズへ――テンサウザンド・ヴィレッジズの物
語

終章――ウェルビーイングとエイジ・フレンドリー・コミュニティ

序文 塚田 誠之

国際シンポジウム「中国における歴史の資源化」挨拶文 須藤 健一

岳飛の社会記憶とその資源化――杭州岳王廟を中心に 韓 敏

「一帯一路」構想の中の「鄭和」言説――中華民族の英雄か，回族の英雄
か

松本 ますみ   コメントと討論 兼
重 努・長谷川 清

中国の近年の古村落の保護と開発――桂林興安県水源頭村を例として 廖国一

烈士陵園の景観――南部と北部の記念碑の比較から
高山 陽子コメントと討論 松岡 
正子・長谷 千代子

ハニ＝アカ族の記憶と記録 稲村 務

中国朝鮮族の再移動と移住史の資源化――「百年部落」をめぐる民俗文
化の再構築

権香淑コメントと討論 藤井 真
湖・上野 稔弘

総合討論
大野 旭・横山 廣子・廖国一・蔡
志祥・曽士才

中国が政治利用するチンギス・ハーン――「中華民族の英雄」と資源化す
るモンゴルの歴史と文化

楊海英（大野 旭）

内蒙古自治区（南モンゴル）におけるオボの資源化――加速する観光化
の動きの中における反／非観光化の動き

藤井 真湖

土司文物の資源化と歴史展示のポリティクス――干崖土司，刀安仁を事
例として

長谷川 清

ギャロン・チベット族における「碉」の記憶と資源化――四川省丹巴県の

「碉」を事例として
松岡 正子

歴史記憶の資源化と文化的景観保護――広東省梅州市における宗族公
園の建設を例に

河合 洋尚

三江県の「六甲人」に関する覚書――その歴史・文化と民族意識 塚田 誠之

ミエン（ヤオ）の歴史資源化に関する覚え書き――中国とタイの場合 吉野 晃

あとがき 河合 洋尚

No.140 国立民族学博物館収
蔵「ホピ製」木彫人形資料熟覧
――ソースコミュニティと博物
館資料との「再会」

2017年3月

No.141 アーミッシュたちの生
き方――エイジ・フレンドリー・
コミュニティの探求

2017年3月 鈴木 七美

伊藤 敦規

No.142 中国における歴史の
資源化の現状と課題

2017年11月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

Preface Akinori Hamada

1. Reconsidering Therapeutic Citizenship in the Era of 
Universal Treatment: (Dis)connectedness and 
(Non)transformation among HIV-positive People in Ethiopia

Makoto Nishi

2. Seeking Recognition, Care, and Connection: Critical 
Perspectives from Kenya on Living with HIV

Ruth Prince

3. Plurality and Chance: Limits to Medicalization of 
Midwifery in Lagos

Hidetoshi Kondo

4. Disability and Charity among Hunter-gatherers and 
Farmers in Cameroon

Mikako Toda

5. The State of Female Genital Mutilation among Kenyan Maasai: The 
View from a Community-Based Organisation in Maa Pastoral Society

Mikako TodaManami 
Hayashi

6. Establiching Therapy Networks in the Era of Global Health: 
The Case of Procuring for Malaria Treatment among the Egun 
People in Lagos State, Nigeria

Takashi Tamai

7. Restyling the Milieu: On Milieu Making Practices around 
Tuberculosis Treatment Projects in Southern Ghana

Akinori Hamada

8. How EVD (Ebola Virus Disease) Spread and How People Respond: 
Sociopolitical Analysis of the Epidemic in Sierra Leone and Liberia Hideyuki Okano

9. Ethnography as Re-enactment: Performing Temporality 
in an East African Place of Science

P. Wenzel Geissler

社会主义制度下的中国饮食文化与日常生活 刘征宇・河合 洋尚

食物图像作为意识形态的视觉表达―以20世纪50至60年代中国宣传

画为例
陆 颖

2000年以来的中国“餐桌文明”运动中的公共话语与文化权威 王 斯

毛泽东时代下的食物供应与日常生活　―以天津城市居民的蔬菜消费为
例

刘征宇

“弄”与“丢”　―粤北排瑶“米”的饮食实践与族群认同 苏世天

应节气的媒介物―对于南京周边乡村中粽子的人类学考察 川瀬 由高

饮食文化变迁中的地域性、延续性　―以中国云南省的大学小吃街为例 阿部 朋恒

广州西关的饮食景观建构与饮食实践 河合 洋尚

［日本語］あとがき・解説（日语版后记、解说） 河合 洋尚

1．はじめに

2．問題の所在とその解決策

3．楽器展への道

4．アンケート調査の方法と結果

5．アンケート調査を終えて

6．今後にむけて

PART I: CULTURAL NOTES

PART II: SATAWALESE-ENGLISH DICTIONARY

PART III: ENGLISH-SATAWALESE FINDERLIST

No.143 How Do 
Biomedicines Shape 
People’s Lives, 
Socialities and 
Landscapes?

2017年12月

No.144 社会主义制度下的中

国饮食文化与日常生活
2018年2月

No.145 展覧会の研究 ｢ラテ
ンアメリカの音楽と楽器」展 ア
ンケート調査を中心として

2018年3月 山本 紀夫

No.146 Satawalese 
Cultural Dictionary

2018年3月

Compiled by Sabino 
Sauchomal, Akimichi 
Tomoya, Ishimori Shuzo, 
Sudo Ken’ichi, Sugita 
Hiroshi, Kikusawa Ritsuko 
Edited by Lawrence A. Reid
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

序―台湾原住民の名制とエスニシティとの関係を考える 野林 厚志

台灣原住民族傳統人名登錄的困境 林 修澈

原住民族的人名體系―「還我姓名」的抉擇 黃季平

台灣原住民族的人名登錄― 漢字族名與雜姓 伊萬・納威

ルカイ，プユマの人名と命名法に関する覚書 笠原 政治

「laima」排灣族家名制 曾有欽

言語の発生から見た台湾原住民の「なまえ」 森口 恒一

台湾社会の可視化とエスニシティ・姓名―身分登録書類作成・記載事項
とその影響

松岡 格

ツォウの名前の過去と現在―台湾原住民族の固有名回復に関する一考
察

宮岡 真央子

記録された原住民の名前をめぐる歴史 清水 純

霧社事件研究からの「台湾原住民族の名前」覚書―資料解題として 春山 明哲

跋 松岡 格

第1部カクチケル年代記

第2部古典カクチケル語の文法

はじめに 岸上 伸啓

世界の捕鯨と捕鯨に関する最近の研究動向 岸上 伸啓

アイスランドにおけるナガスクジラ捕鯨、ミンククジラ捕鯨の現況と課題 浜口 尚

近代捕鯨のゆくえ――あらたな鯨食文化の創発にむけて 赤嶺 淳

北アメリカ先住民の捕鯨の現状と課題 岸上 伸啓

グリーンランド社会の中のクジラ――捕る、食べる、そして活用する 本多 俊和（スチュアート ヘンリ）

日本の小型捕鯨業の歴史と現状 石川 創

デンマーク領フェロー諸島の捕鯨文化――和歌山県太地町との比較から 河島 基弘

EU の「クジラの生と死に対する管理」とその政治的含意 高橋 美野梨

護る神から守られる神へ――韓国とベトナムの鯨神信仰を中心に 李 善愛

おわりに 岸上 伸啓

序論―客家海外移民研究的現狀與課題 河合 洋尚・張  維安

客家と中華―1970～80年代の調査体験から 渡邊 欣雄

全球客話發展趨勢之探討 張 維安

印度加爾各答華人與客家研究議題評析 潘 美玲

從僑居團體到國民團體 夏 遠鳴

留尼旺客家的觀察紀事 林 文映・李 劍

Предисловие

Глава I. Петроград – Сигеевка (1916–
1920).

Глава II. Сигеевка – Москва (1920–1922)

Глава III. Монголо-Тибетская экспед
иция (1923–1926)

Глава IV. Монголия (1926–1939)

Глава V. Улан-Батор – Улан-Удэ – Арха
нгельск –? (1939–1941).

Глава VI. Война. Поиск в ГУЛАГе. Реаб
илитация (1941–1990)

Исследователь 
Монголии А.Д.Си
муков
ñîñòàâèòåëè Юки Кон
агая, Наталия С
имукова p.510

No.147 台湾原住民の姓名と
身分登録

2019年2月

No.148 カクチケル年代記2019年3月 八杉 佳穂

No.149 世界の捕鯨文化――
現状・歴史・地域性

2019年6月

No.150 客家族群與全球現象
――華僑華人在「南側地域」的
離散與現況

2020年3月

No.151 Исследова
тель Монголии : 
А.Д.Симуков Пис
ьма, Дневники, 
Документы

2021年3月
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Présentation
François Pouillon et 
Tsuyoshi Saito.

1. Introduction Tsuyoshi Saito

2. Problématiques d’une “culture populaire” au Maghreb: 
Travaux récents sur l’artisanat indigène

François Pouillon

3. L’Histoire de Sindbad le Marin est-elle de la littérature 
populaire?: Une approche nouvelle des relations entre tradition 
littéraire et culture populaire au Moyen-Orient

Tetsuo Nishio et Naoko 
Okamoto

4. Les Mille et une nuits, un recueil de «contes populaires
»?

Sylvette Larzul

5. Berber Customs as Heritage: The Discovery and 
Rediscovery of Customary Law in Morocco

Léon Buskens

6. Naissance d’une littérature populaire en Algérie, des 
recueils ethnographiques de traditions orales aux réé
critures (XXe-XXIe)

Michèle Sellès Lefranc

7. L’alphabet touareg et ses réformateurs:
l’aveuglement des militants

Dominique Casajus

8. The Secret behind “El sit Ghalia”’s and Mahragan’s 
Popularity: Growing Diversity and Dynamics within Egyptian 
Popular Culture

Junko Toriyama

9. Locating the Popular:
Sports and Social Class Ideals in Egyptian Karate

Hatsuki Aishima

10. Popular Culture or Drug:Controversial Qat in Yemen Reiko Otsubo

11. Regarder, ça s’apprend Bernard Traimond

12. Orientalismes croisés François Pouillon

はじめに 西尾 哲夫・縄田 浩志

片倉もとこによるサウディ・アラビア，ワーディ・ファーティマ地域を対象と
する フィールド調査資料の学術的特徴について

縄田 浩志・藤本 悠子・河田 尚子・
片倉 邦雄・古澤 文・渡邊 三津子・
遠藤 仁・石山 俊

片倉もとこによるサウディ・アラビア，ワーディ・ファーティマ地域を対象と
する フィールド調査資料，特に写真資料の社会的特徴について

縄田 浩志・片倉 邦雄・藤本 悠子・
河田 尚子・郡司 みさお・古澤 文・
渡邊 三津子・遠藤 仁・石山 俊

片倉もとこによるサウディ・アラビア，ワーディ・ファーティマ地域を対象と
する フィールド調査写真のアーカイブ登録について

縄田 浩志・西尾 哲夫・片倉 邦雄・
藤本 悠子・河田 尚子・古澤  文・
渡邊 三津子・遠藤  仁・石山 俊

国立民族学博物館収蔵片倉もとこ収集資料とサウディ・アラビア，ワー
ディ・ファーティマ 社会開発センター所蔵生活用具との比較研究

遠藤 仁・渡邊 三津子・藤本 悠子・
古澤 文・郡司 みさお／アナス・ム
ハンマド・メレー／黒田 賢治・西尾 
哲夫・縄田 浩志

サウディ・アラビア，ワーディ・ファーティマ地域における 衣服の変化とリバ
イバル

郡司 みさお・藤本 悠子・渡邊 三津
子・遠藤 仁／アナス・ムハンマド・
メレー／縄田 浩志

片倉もとこフィールド調査写真によるリピート写真撮影と新旧比較写真の
作成

渡邊 三津子・古澤 文・遠藤 仁・片
倉 邦雄・藤本 悠子・河田 尚子／
アナス・ムハンマド・メレー／石山 
俊・縄田 浩志

ワーディ・ファーティマ 8 mm 映像と片倉もとこインタビュー
藤本 悠子・渡邊 三津子・縄田 
浩志

Preface Yuki Konagaya
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No.152 Sur la notion de 
culture populaire au 
Moyen-Orient : 
Approches franco-
japonaises croisée

2021年3月

No.153 片倉もとこフィールド
調査資料の研究

2021年10月

No.154 Master of 
Mongolia, A. D. Simukov 
: His Life and Works

2022年3月
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刊行年月 タイトル 論文等タイトル 執筆者名

国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

序 ― フォーラムとしてのミュージアムにおける資料保存の重要性 𠮷田 憲司

『持続可能な博物館資料の保存を考える』刊行にあたって 園田 直子

博物館における環境調査― 温湿度モニタリングと生物生息調査の概要 園田 直子

正倉院における資料保存と環境整備 髙畑 誠

奈良国立博物館の展示環境― なら仏像館（旧本館）と東西新館の比較
から

鳥越 俊行

国立民族学博物館の収蔵庫における温度湿度管理の現状 河村 友佳子

展示ケース内の環境改善 ― 国立民族学博物館における対策の事例とそ
の効果

橋本 沙知

小規模ミュージアムの資料管理― 水俣病歴史考証館の事例から 平井 京之介

東京都写真美術館の改修における作品保護への取り組み 山口 孝子

A-D Strips を用いた映画フィルム調査 ― 国立民族学博物館の事例
からの考察

園田 直子

保存媒体の新たな展望 大森 康宏

デジタル時代の映像保存における課題 大関 勝久

わが国の文化財虫害対策と臭化メチル燻蒸
― 導入から定着

森田 恒之

国立民族学博物館における害虫の捕獲傾向と分析 和髙 智美

X線イメージングによる木材穿孔性の文化財害虫の検出 渡辺 祐基

九州国立博物館の IPM 研修― 資料保存のソフト面として 木川 りか

民族資料を対象とした収蔵庫の清掃方法 西澤 昌樹

カビが発生した資料の殺菌処理 河村 友佳子

ピレスロイド系の防虫・殺虫剤の使い分け 和髙 智美

業務用フリーザーを用いた低温処理による殺虫処理法 橋本 沙知

可搬型二酸化炭素殺虫処理 日髙 真吾

博物館の温湿度環境整備― これまでとこれから 園田 直子

地中熱を利用した博物館収蔵施設の動向―「デンマークモデル」の収蔵
施設の特徴と環境評価

末森 薫

持続可能な資料保存における有害生物管理の諸課題 佐藤 嘉則

No.155 持続可能な博物館資
料の保存を考える

2022年11月
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国立民族学博物館調査報告(Senri Ethnological Reports) 一覧

はじめに 岸上 伸啓

シベリアにおける集団形成史をめぐる研究動向 加藤 博文

環北太平洋諸言語におけるチュクチ・カムチャツカ語族の位置づけ― 
Fortescue（1998）の‘Uralo-Siberian’ 仮説の検証

呉人 惠

ロシア・カムチャツカの先住民に関する研究動向とその歴史 渡部 裕

千島アイヌの起源に関する学説整理と考古学からの展望 高瀬 克範

樺太アイヌに関する民族学・文化人類学上の研究史 田村 将人

内陸アラスカおよびユーコン準州における考古学的研究の動向 平澤 悠

アラスカ北極圏における気候変動と現代イヌピアット社会 榊原 千絵

外部社会との関係史からみるグィッチン社会・文化の研究動向 井上 敏昭

アラスカ先住民社会における「文化キャンプ」に関する研究動向 近藤 祉秋

南西アラスカ・クスコクイン川流域における生業，野生動物管理，金鉱開
発の研究動向

生田 博子・久保田 亮

環北太平洋における威信財の人類学にむけて― アラスカ周辺地域の狩
猟採集民社会を中心に

野口 泰弥

トリンギットの口承物語研究の変遷― 19 世紀から現在まで 林 千恵子

ハイダ語（北米先住民諸言語）の系統をめぐって 堀 博文

北アメリカ北西海岸地域のハイダ民族に関する研究動向について 岸上 伸啓

カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州における先住民族の土地に関する権
利をめぐる近年の研究動向

永井 文也

北アメリカ北西海岸の環境論史の動向 立川 陽仁

おわりに 岸上 伸啓

No.156 環北太平洋沿岸地域
の 先住民文化に関する研究動
向

2022年11月
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