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第６会場（82講堂） 司会：野口恵子・柳谷孝一

万葉女流歌人の婚姻についての一考察 ………………… *朴占玉（新羅大学）
『古事記』から見る日本人の婚恋観　―求婚の角度を中心として―
……………………………………………………………… *王琪縁（新羅大学）

『今昔物語集』仏法部から見た女性観 …………………… *韓美子（新羅大学）
『古事記』にあらわれた古代韓国 ………………………… *呉俊博（新羅大学）
『源氏物語』における仏教の思想について　―藤壺、紫の上、六条御息所の出家
を中心にして― …………………………………………… *張夢雅（新羅大学）
日本戦国歴史小説の研究　―曹操と織田信長について―
……………………………………………………………… *邢 璐（新羅大学）

第５会場（81講堂） 司会：高継芬・近藤健史

三木露風と石川啄木 …………………………………… 近藤健史（日本大学）
漱石の作品にみる「私の個人主義」 …………… 高継芬（九州看護福祉大学）
志賀直哉「小僧の神様」　―芥川龍之介「南京の基督」との比較による一考察―
…………………………………………………… *入江香都子（梅光学院大学）

谷崎潤一郎『陰翳礼讃』における〈実用〉の構造
……………………………………………………… *野田康文（梅光学院大学）
社会転換期の中日近代文学における知識人像
……………………………………………………… *姚丹（広東文芸職業学院）
玄相允と『学之光』誌について ………………… *池孝民（中国商丘師範学院）
「星新一のロボットモチーフの作品における「薬」の象徴」
……………………………………………………… *李源（山東外事職業大学）

第４会場（71講堂） 司会：齋藤絢・秋谷公博

戦後における博多祇園山笠に関する雑誌記事と学術論文について
……………………………………………………………… 清水享（日本大学）
日韓の金子文子受容　―キム・ビョラの『熱愛』（邦題『常盤の木』）を巡って―
…………………………………………………………… 安元隆子（日本大学）

日韓文化関係から視る「隣国」の距離感　―『隣国語の森』にある茨木のり子の
表象性を通じて― ……………………………… 齋藤絢（名古屋外国語大学）
内山完造と日中友好運動 ……………………………… 髙綱博文（日本大学）
まちづくり分野の教育におけるTBLとPBLを活用した教育効果に関する研究
……………………………………………………… 秋谷公博（高知県立大学）
高等職業教育の発展に関する中日比較 …………………*高姝傑（新羅大学）
日本仏教・儒教の受容について　―『日本書紀』における不殺生思想を中心に― 
…………………………………………………………………*徐頴（新羅大学）

「一帯一路」背景における河南省の言語サービス
……………………………………………… *金珽実（商丘師範学院外語学院）

第３会場（61講堂） 司会：齊藤学・東寺祐亮

上代の指示詞用法の考察 ……………………… *荻野千砂子（福岡教育大学）
EUMモデルに基づく「重要」と“重要”の比較 ……………… *李君（新羅大学）
「国語」拡張の論理と非論理　 ̶朝鮮半島における近代日本の言語政策をめ
ぐって̶ …………………………………………… 中島和男（西南学院大学）
納得と推論 …………………………………………… 齊藤学（四国学院大学）
韓国小説の日本語翻訳における傾向と特徴 ……… 金銀英（下関短期大学）
神奈川県横須賀地域におけるバイリンガル言語環境に関する一考察　―米軍基
地内のアメリカ人教員へのアンケート調査を基に―… 山出裕子（日本大学）
比較相関構文のVバVホド形式とVホド形式の比較　―容認性アンケート調
査を基にして― …………………………………… *東寺祐亮（日本文理大学）

『てには網引綱』におけるテニハの分類　―「けり」、「たり」、「ぬる」、「つる」の
章について― ……………………………… 二條絵実子（神戸学院大学（非））

第２会場（52講堂） 司会：保坂敏子・中村かおり
中国語話者の母方言が日本語の有声音・無声音の習得に与える影響：江蘇省の
学習者を対象として …………………………………… *増田正彦（九州大学）
日本語教育におけるTAとしてのChatGPTの活用可能性について
……………………………………………………………… *崔栄殊（香川大学）
ロシア語母語話者の日本語アクセントの産出特徴　―朗読時におけるアクセ
ントに着目して― ……………………………… 松尾恵理沙（東京国際大学）
中国語を母語とする中級日本語学習者による従属節の主語の省略 　―日本語
母語話者との比較を通して― ……………………………… 劉嘉（拓殖大学）
松本亀次郎の日本語教育に関する一考察　―周恩来との師弟関係に関して―
……………………………………………… 岩澤平（日本大学〈大学院修了〉）
日本植民地における日本語学習の実態について　―映像分析の視点から―
………………………………………………………… 林楽青（大連理工大学）
学術論文の分野別特徴についての一考察　―構造、テンス・アスペクト形式、
文の機能の観点から―… ○向井留実子（愛媛大学）、中村かおり、近藤裕子

高度外国人材に求められる「仲介」能力とは　―質的調査法・量的調査法を用
いたCan-do statementsの構築―
…… ○葦原恭子（琉球大学）、島田めぐみ、塩谷由美子、奥山貴之、野口裕之
モンゴルにおける日本語遠隔授業の課題及び日本の事例から学ぶ可能性
…………… *○Ts.Delgerekhtsetseg  （モンゴル国立大学）、P.Enkhjargal

CLD児の取り出し授業と在籍学級との連携による日本語能力の向上　―国語
科リライト教材を活用して― …………… *羽野 美佳（GSSC日本語クラブ）

『東京物語』に対する日本語学習者の「文化翻訳」　―質的分析法を用いた事例
研究― ……………○保坂敏子（日本大学）、岡部康子、柳谷孝一、島田めぐみ
反転授業における教員の専門性　―日本語授業実践のリフレクションに基づ
いて― …………………………………*○古市 由美子（東京大学）、猪狩 美保
公的大規模言語テストは何をどう測定しているのか　―日本語テストと他言
語テストとの比較を通じて―
………………………………… ○島田めぐみ（日本大学）、岩澤平、佐藤孝一
　　　　　　　　　　　　　　　中村かおり、二色博樹、山出裕子横田隆志
日本語学習用教材開発に特化した大規模言語モデルの構築
…………………………………………………………… 豊田哲也（東邦大学）

第１会場（51講堂） 司会：岡部康子・島田めぐみ

研究発表（13：00～17：00）

招待講演（10：30～11：30）
高度満洲事変前大連日本人社会における中国認識の展開　―「痛みなき」戦
後における国際協調認識の行方― ………………………松重充浩（日本大学）

○印　発表筆頭者　　＊印　オンライン（Zoom）発表

日本学会事務局代表アドレス jyfen@kyushu-ns.ac.jp
韓国学会事務局代表アドレス kjchoi@silla.ac.kr
大会会場代表アドレス y_naberou@yahoo.co.jp　　

日　　時 2023 年８月 26 日（土）
場　　所 日本大学通信教育部（日本　東京都千代田区）　対面・オンライン（zoom）
総合司会 鍋本由徳
日　　程 09:00 ～ 10:00　受付 10:00 ～ 10:30　開会式 /会長挨拶
 10:30 ～ 11:30　招待講演 11:30 ～ 12:50　昼休憩
 13:00 ～ 17:00　研究発表 17:00 ～ 17:30　総会 /閉会式

東アジア日本語教育・日本文化研究学会
2023 年度　国際学術大会

｜主催｜　東アジア日本語教育・日本文化研究学会　　　｜主管｜　日本大学通信教育部
｜後援｜　日韓交流博多会(ナドリ倶樂部) · 福岡日韓フォラム · 釡山日本文化研究所


