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言語環境学部門
言語教育学講座
アームストロング、マシュー　アイザック　Matthew Isaac ARMSTRONG
【その他 Others/Miscellaneous】
―�JSPS KAKENHI Grant Number 22K00737 Corrective peer-feedback in an L2 Academic Writing 

context from three perspectives

井上　奈良彦
【論文】
―�Inoue, N. （2022）. 2003-2004 Report on the Preliminary Needs Survey of Foreign Language 

Education at Kyushu University. Studies in English Language and Literature, 72, 23-56. https://
doi.org/10.15017/4776822 （単著）

―�竹中野歩，張小英，軸屋邦彦，上土井宏太，内田　諭，井上奈良彦．（2021）．クリティカル
シンキング教育と教材アプリの開発．Proceedings of the Tokyo Conference on Argumentation, 6, 

201-225. https://japan-debate-association.org/en/proceedings-tca-vol-6 （共著）
―�Jodoi, K., Takenaka, N., Uchida, S., Nakagawa, S., & Inoue, N. （2021）. Developing an active-

learning app to improve critical thinking: Item selection and gamification effects. Heliyon, 7 （11）, 

e08256. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08256 （共著）
【その他】
―�久保健治，井上奈良彦，榎本航征，佐藤可奈留，田島慎朗．（2022年３月５日）．クリティー

クの功罪．第８回ディベート教育国際研究会大会．福岡：九州大学，オンライン併用．（パ
ネリスト）

―�加藤彰，久保健治，竹中野歩，井上奈良彦，上條純恵．（2022年３月５日）．今後のディベー
ト教育を考える．第８回ディベート教育国際研究会大会．福岡：九州大学，オンライン併
用．（パネリスト）

―�Inoue, N. （2022, March 6）. Online Debate: From the Past to Some Futures. 8th International 

Conference on Debate and Argumentation Education （第８回ディベート教育国際研究会大会）．
Fukuoka: Kyushu University/Online. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33459.91688 （口頭発表）

ヴィッタ、ジョセフ　ポール　Joseph P. VITTA
【論文】
―�Al-Hoorie, A. H., Vitta, J. P., and Nicklin, C. （2022）. Research syntheses in L2 vocabulary 

research: A scoping review. Vocabulary Learning and Instruction, 11 （2）, pending. https://doi.
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org/10.7820/vli.v11.2.al-hoorie （corresponding author）
―�Canning, D. N., McLean, S., and Vitta, J. P. （2022）. Rater judgments and word difficulty: 

Conceptualizing the substantive validity of the VST. Vocabulary Learning and Instruction, 11（2）, 

pending. https://doi.org/10.7820/vli.v11.2.canning

―�Al-Hoorie, A. H., Oga-Baldwin, W. L. Q., Hiver, P., & Vitta, J. P. （2022）. Self-determination 

mini-theories in Second language learning: A systematic review of three decades of research. 

Language Teaching Research, 136216882211026. https://doi.org/10.1177/13621688221102686 

（corresponding author + Web of Science & Scopus indexed） – refereed

―�Nicklin, C., & Vitta, J. P. （2022）. Assessing rasch measurement estimation methods across R 

packages with Yes/no vocabulary test data. Language Testing, 026553222110668. https://doi.

org/10.1177/02655322211066822 （Web of Science & Scopus indexed） – refereed

【その他】
Invited Presentations:
― �Vitta, J. P. （March 2022）. Navigating the academic job market. Invited panelist by the British 

Association for Applied Linguistics （BAAL）.

Paper Presentations:
― �Vitta, J. P., Nicklin, C., & Albright, S. W. （2022, March）. Academic word difficulty and multidi-

mensional lexical sophistication: A multi-site replication of Hashimoto & Egbert （2019）. Paper 

presented at the American Association for Applied Linguistics （AAAL） convention （Pittsburgh, 

PA）.

Academic Service:
― �Associate Editor – Vocabulary and Language Instruction

―�Associate Editor – International Journal of TESOL Studies

―�Editorial Board – Studies in Education Evaluation （Web of Science and Scopus-indexed）
―�Editorial Board – Language Learning & Technology （Web of Science and Scopus-indexed）
―�Editorial Board – Journal of Asia TEFL （Web of Science and Scopus-indexed）
―�Ad hoc reviewer for 7 additional international journals （19 reviews delivered）.

朱　冰
【著書（共著）】
―�朱　冰・堀江　薫「第２章　意味論・語用論と言語類型論のインターフェイス」米倉よう子

（編）大橋浩　朱� 冰　堀江薫　米倉よう子　町田章　深田智　佐々木真　木山直毅（著）『意
味論 ･ 語用論と他の分野とのインターフェイス』，pp. 27-47，東京：開拓社，2021年11月．

【学会発表】
―�朱　冰「テキスト的意味と間主観的意味の連続性と相互拡張」，九州大学言語文化研究院言

語研究会，オンライン開催，2022年１月（口頭発表）
―�朱　冰「中国語の副詞“不妨”に見られる間主観的意味の分化」，日本認知言語学会第23

回全国大会，オンライン開催，2022年９月（口頭発表）
【その他】
―�朱　冰「科研費獲得 FD」，言語文化研究院2022年度科研費 FD，オンライン開催，2022年



113

個人研究業績一覧 3

８月（口頭発表）

辻野　裕紀
【著書】
―�『形と形が出合うとき：現代韓国語の形態音韻論的研究』，福岡：九州大学出版会，全320

頁，2021年12月23日．（単著）
―�『日韓の交流と共生：多様性の過去・現在・未来』，森平雅彦・辻野裕紀・波潟剛・元兼正

浩編，福岡：九州大学出版会，全244頁，2022年８月30日．（共編著）
【その他】
―�「野間秀樹 × 辻野裕紀：言語からの応答」，於本屋 B&B（東京），2022年１月12日．（対談）
―�「いい感じで生きていきたい」（星野概念氏との対談），オンライン開催，2022年１月21日．

（対談）
―�「韓国文学ブーム引っ張る「女性作家たち」の凄み：フェミニズム文学とクィア文学という

新潮流」，東洋経済オンライン（東洋経済新報社），2022年２月23日．（解説）
―�「韓国語　日本語人を「言語学者」にする言語」，『群像』2022年３月号，東京：講談社，pp. 

330-334，2022年３月．（評論）
―�「翻訳雑攷」，対照言語学研究会第２回例会，於ふれあい貸し会議室栄 A（名古屋），2022年

３月14日．（口頭発表）
―�「自著を語る：形と形が出合うとき―現代韓国語の形態音韻論的研究―」， 『CROSSOVER』

47，福岡：九州大学大学院地球社会統合科学府，p. 7，2022年３月．（本の紹介）
―�「母語でない言語で書くということ：言語の重さと速度，そして距離」（グカ・ハン著，辻

野裕紀・金兌妍訳），森平雅彦・辻野裕紀・波潟剛・元兼正浩編『日韓の交流と共生：多様
性の過去・現在・未来』，福岡：九州大学出版会，pp. 211-216，2022年８月．（翻訳）

―�「《対談》フランス語のほうへ／から：母語として存在しない〈物語〉をめぐるダイアロー
グ」（グカ・ハン × 辻野裕紀，辻野裕紀訳），森平雅彦・辻野裕紀・波潟剛・元兼正浩編

『日韓の交流と共生：多様性の過去・現在・未来』，福岡：九州大学出版会，pp. 217-230，
2022年８月．（対談録，翻訳）

―�「〈愛の言語論〉序説」，対照言語学研究会第３回例会，於明星大学（東京），2022年９月９
日．（口頭発表）

―�「日本人が知らない現代韓国に根づく「ある文化」：駅のホームからプレゼントまで―驚
きの背景」，東洋経済オンライン（東洋経済新報社），2022年10月22日．（解説）

ハーン、アーロン　デヴィッド　Aaron David HAHN
【その他 Others/Miscellaneous】
―�The evolution of discipline-specific terminology in World Englishes-related journals. Eighth 

Annual Conference on Global Higher Education at Lakeland University Japan, Tokyo, Japan, June 

4, 2022. （oral presentation）
―�Producing online content for an English as a lingua franca course. 48th Annual Conference on 

Language Teaching （Japan Association for Language Teachers）, Fukuoka, Japan, November 12, 

2022. （oral presentation）
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ハズウェル、クリストファー　ガレス　Christopher G. HASWELL
【論文】（Articles）
―�「Exploring ways of accommodating silent Japanese language learners in the classroom: Insights 

from scholars in the field」『Journal of Silence Studies in Education』pp. 70-81，2022年06月．
（with Jonathan Shachter）

【その他】（Others）
―�「Turning the Lost in Citations podcast into a research opportunity」JALT International 

Conference， 2021年11月14日．（口頭発表） （with J. Shachter） ［online］
―�「Opportunities afforded by the production of a research-oriented podcast “Lost in Citations”」 

CamTESOL， 2022年02月19日．（口頭発表） （with J. Shachter） ［online］
―�「Using alternative methods of research to investigate psychology-related journal articles」 8th 

Conference on Global Education，Lakeland International University， 2022年06月05日．（口頭
発表）（with J. Shachter）

―�「Using an Academic Podcast to Gain Insights on Student Silence」JALT Listening SIG, 2022年
09月25日．（口頭発表） （with J. Shachter）

野村　明衣
【その他】
―�“A contrastive analysis of pragmaticalized “speech verb + adverb” constructions in Japanese, 

Spanish and English from a pedagogical perspective”, Verbs of thought and speech: pragmaticali-

zation paths across languages, Universidad de Salamanca, 2022.09. （oral presentation, co-
authored by Tsutahara Ryo）

―�「呼びかけ表現の脱意味化について―命令形式を中心に―」日本イスパニヤ学会，第68
回大会，立命館大学，2022年10月１日．（口頭発表）

言語環境学部門
言語情報学講座
伊藤　薫
【その他】
―�伊藤薫，森田敏生．「ChaKi.NET lite の開発：Universal Dependencies コーパスの利用を見

据えた ChaKi.NET ユーザインターフェイスの改良」，Evidence-based Linguistics Workshop 

2022，2022年９月，国立国語研究所．（口頭発表，オンライン同時配信）

内田　諭
【論文】
―�Kota Jodoi, Nobu Takenaka, Satoru Uchida, Shiina Nakagawa, and Narahiko Inoue, Developing an 

active-learning app to improve critical thinking: Item selection and gamification effects, Heliyon, 

7 （11）, DOI: 10.1016/j.heliyon.2021.e08256, 2021年11月．
―�畔元里沙子・内田諭「CEFR レベル別英語教科書における基準特性の重要度：CVLA の指

標を用いて」『言語文化論究』48，35-47，2022年３月．
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―�内田諭「大規模コーパスに基づいた和英連語辞書の開発と公開」『言語文化論究』49, 13-23, 

2022年10月．
【その他】
―�内田諭「英語学習者コーパス入門：データから見えてくること」『東京私立中学高等学校協

会文系教科研究会（外国語）講演会』2021年12月．（招待）
―�Satoru Uchida, Yuki Arase, Tomoyuki Kajiwara, Toward constructing a corpus with CEFR-based 

sentence level annotations, GR4L2 （Building CEFR-graded resources for second and foreign 

language learning），オンライン，2021年12月．
―�近藤可奈子・内田諭「絵本の言語分析：ブックスタート・セカンドブック事業の対象書籍

の比較を通して」『言語処理学会第28回年次大会』オンライン，2022年３月．
―�内田諭「発信活動につながる語彙指導：コロケーションの導入とコーパスを使った検索方

法」『第19回教科書著者による小・中・高教科書指導法ワークショップ』オンライン，2022
年３月．（招待）

―�内田諭「Text Profile ワークショップ」『CEFR-J 2022 Webinar 特集「学習要素リスト設計と
CEFR-J リソースの活用」』オンライン，2022年３月．

―�内田諭「Text Profile と学習要素リスト」『CEFR-J 2022 Webinar 特集「学習要素リスト設計
と CEFR-J リソースの活用」』オンライン，2022年３月．

江口　巧
【論文】
―�「変化結果を表す in/into 前置詞句の交替について」（慫慂論文）『英文学研究　支部統合号』

第14巻（日本英文学会），pp. 251-259，2022年１月．

大津　隆広
【論文】
―�Procedural expression sequences: a relevance-theoretic account.『言語文化論究』（九州大学

大学院言語文化研究院）第47号，pp.1-13，2021年10月．（単著）https://doi.org/10.15017/�
4736680

―�「九州大学学術英語新カリキュラム Q-LEAP3―グローバル人材の育成に向けて―」『英
語英文学論叢』（九州大学大学院言語文化研究院英語科）第72号，pp.1-22，2022年３月．

（共著）https://doi.org/10.15017/4776820

大塚　知昇
【論文】
―�Kanno, Satoru, Tomonori Otsuka, Yuta Tanaka and Ryoichi Kondo 「Copy, its Related 

Mechanisms and the Empirical Consequences」『JELS』（日本英語学会）第39号，pp. 134-135，
2022年３月．

【その他】
―�「MTC、MTB と Copy Formation」日本英語学会第39回大会ワークショップ，オンライン発

表，2021年11月13日．
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―�「簡素化左周辺部再考―焦点化、V2現象の観点から」『日本英文学会九州支部第74回大会
プロシーディングズ』，pp. 3-4，2022年２月．

―�近藤亮一，田中祐太，菅野悟，大塚知昇「英語における特殊形式の起源と歴史的変遷―
アメリカ英語とイギリス英語の違いに注目して」弘前大学人文社会科学部地域未来創成セ
ンター令和３年度地域未来創成教育・研究プロジェクト「地方から公共性を問い直す―
―ローカルメディアを基点として」，弘前大学，2022年２月27日．

―�菅野悟，近藤亮一，大塚知昇，田中祐太「目的語＋動詞構文の諸特徴」日本英語英文学会
第31回大会，オンライン発表，2022年３月５日．

―�大塚知昇（司会及び発表）（以下発表者は発表順）林愼将，大塚知昇，野村昌司，北原久嗣，
「SMT 下における Merge とその補助的操作について：pair-Merge から FORMSEQUENCE

へ」，日本英文学会第94回大会シンポジウム，オンライン発表，2022年５月21日．
―�大塚知昇，近藤亮一，田中祐太，菅野悟「Copy Formation と外置構文」日本英文学会九州

支部第75回大会，西南学院大学，2022年10月23日．

鈴木　右文
【その他】
―�「人工知能 （AI） の進展と今後の外国語教育について／コロナ終息後の大学外国語教育にお

けるオンライン手法の活用について」令和３年度国立七大学外国語教育連絡協議会合同シ
ンポジウム，2021年10月29日．（オンライン：当番校東北大学）

―�「MINAMATA‒ミナマタ‒」「喜びも悲しみも幾歳月」「ウェストミンスター宮殿」「産業名
（9）」「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「64‒ロクヨン‒」「スカイ島」「産業名（10）」
「ショーシャンクの空に」「生きる」「セントポール大聖堂」「産業名（11）」「ブータン　山
の教室」「ドーバー」「今年も行けませんでしたイギリス」「羅生門」「タワー・ブリッジ」
FM 福岡『QTPro モーニングビジネススクール』，2021年11月〜2022年10月．（ラジオ）

―�「MINAMATA‒ミナマタ‒」「ある闘いの真実」「ドリーム」「1917命をかけた伝令」「水俣曼
荼羅」「風の電話」「誰も知らない」「ブータン　山の教室」「ちょっと北朝鮮まで行ってく
るけん。」「われ弱ければ　矢嶋楫子伝」「アトランティス」「スープとイデオロギー」『反戦
情報』446-457号，2021年11月〜2022年10月．（コラム）

山村　ひろみ
【論文】
―�「スペイン語「過去未来」再考：過去の推量を表す用法をめぐって」，『言語文化論究』，48

号，1-16, 2022年３月．
【その他】
―�「法性と時制―認識法的表現と時制の解釈を中心にして―」，日本スペイン語学セミナー

（SELE2022），関西学院大学梅田キャンパス（ハイブリッド），2022年８月25日．（口頭発表）
―�福嶌教隆著『スペイン語のムードとモダリティ―日本語との対照研究の視点から―』

（東京，くろしお出版� 2019年），『ロマンス語研究』54号，67-70, 2021年12月．（書評）
―�“Reconsideración sobre el condicional simple en español: en torno al uso de conjetura del 

pasado”，『言語科学』57号，15-33, 2022年３月．（論文「スペイン語「過去未来」再考：過
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去の推量を表す用法をめぐって」，『言語文化論究』，48号，1-16のスペイン語訳）
―�Theodor C.H.Cole, Erika Siebert-Cole, Hiromi Yamamura「言語の系統樹のポスター� 2022（第

一部：インド・ヨーロッパ語族、第二部：南北アメリカ語族，トランスユーラシア語族，
シナ・チベット語族，モン・ミャオ語族，クラ・ダイ語族，オーストロアジア語族，オー
ストロネシア語族、第三部：アフリカ語族，ドラビダ語族，ウラル語族，カフカス諸語，
アフロ・アジア語族からなる）」ポスター（日本語訳担当），https://www.researchgate.net/
publication/360158906_yanyunoxitongshu_noposuta_2022，2022.04．

吉村　理一
【著書】
―�『ヒューマン・スタディーズ世界で語る /世界に語る』集広舎，神本秀爾・河野世莉奈・宮

本聡（編），全304頁，分担執筆「第１部� 学ぶこと・教えること� 英文法の学び方―映画
から読み解く強調表現」pp. 79-93，2022年３月．（共著）

【論文】
―�The Structural Asymmetry Between Finite and Non-finite Adjunct Clauses in English, English 

Language and Linguistics, vol. 27-3, pp. 47-80, 2021年12月．（単著）
―�「翻訳の見地から見た否定一致現象―日英語の比較を主に―」『韓国日本文化学会第61

回国際学術大会兼韓国日本研究総連合会第10回学術大会予稿集』pp. 407-410, 2022年４月．
（単著）

―�「機械翻訳の精度向上を目的とした機械学習による日本語否定疑問文の命題認識の型分類」
『第36回日本音声学会全国大会予稿集』pp. 31-36, 2022年９月．（藤村太樹，冬野美晴と共著）

【その他】
―�「日英語機械翻訳の精度向上を目指したデータセットの検討とモデル化に関する研究―否

定疑問文とその応答―」福岡言語学会2022年度第２回例会，オンライン開催，2022年７
月16日．（藤村太樹と共著）（口頭発表）

―�「フォーマルな表現から見る統語構造―丁寧語を中心に―」第２回英語文学と英語学研
究の接点を探る研究会，就実大学，2022年９月23日．（口頭発表）

国際文化共生学部門
国際文化学講座
秋吉　收
【共著】
―�『本味何由知―〈野草〉研索新集』（ISBN:9787309158779），復旦大学出版社（上海），郜

元宝編［ほか33名執筆］，分担執筆「魯迅《野草》得名試論」，pp. 420-438，2022年８月．
【論文】
―�「「散文詩人・徐玉諾と魯迅『野草』」再論―文学上の交流、エロシェンコそしてカール・

ヨネダ（米田剛三）」，『言語科学』（九州大学言語文化研究院）第57号，pp. 35-54，2022年
３月．

【その他】
―�「2021年� 学界展望【文学・六� 近現代文学】」，『日本中国学会報　第七四集』，pp. 50-53，
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2022年10月．
―�「創造社的三個“批評家”―囲繞成仿吾与魯迅的論戦」，『創造社百年紀念学術研討会』，

中国人民大学（オンライン参加），2021年12月11日．（口頭発表）
―�「“亲人”是誰？―徐玉諾護送愛羅先珂的真相」，『全国第二届徐玉諾文化暨地域文学学術

研討会』，（中国河南省）平頂山学院大学（オンライン参加），2022年７月23日．（口頭発表）
―�「『語絲』版本攷」，『国際シンポジウム：周氏兄弟と1920年代―『新青年』から『語絲』

へ』，早稲田大学（オンライン参加），2022年10月１日．（口頭発表）

倉方　健作
【著書】
―�ミシェル・ビュトール著，石橋正孝監訳『レペルトワールⅡ』幻戯書房，全352頁，2021

年12月．（翻訳分担）
【論文】
―�Kensaku Kurakata, «�Sur la source d’inspiration de «�Tête de pipe�»�», Revue Verlaine, 19, p. 115-

118, 2022.

【その他】
―�「ゴンクール賞アベセデール」，『ふらんす』，2022年２月号，p. 14-16.（コラム）
―�「教室を遠く離れて：日本の学生が選ぶゴンクール賞� 中国・四国・九州地区報告（ワーク

ショップ「日本の学生が選ぶゴンクール賞� 総括と展望」）」，日本フランス語フランス文学
会2022年度春季大会（立教大学），2022年６月４日．（口頭発表）

―�「作家事典というカテドラル：石を積んだそのあとに（ワークショップ「作家事典のダイナ
ミズム」）」，日本フランス語フランス文学会2022年度秋季大会（大阪大学），2022年10月23
日．（口頭発表）

佐藤　正則
【著書】
―�中村嘉雄，小笠原亜衣，塚田幸光編著『モダンの身体　マシーン・アート・メディア』小

鳥遊書房，2022年，総頁376頁．（共著）第１章「一九二〇年代ソ連における人間の機械化
と反射の理論」29－45頁を分担執筆．

【論文】
―�佐藤正則「ボグダーノフのイデオロギー論における「下部構造－上部構造」図式の克服」

『言語文化論究』（九州大学大学院言語文化研究院）第48号，pp. 49-58, 2022年３月．

蔦原　亮
【論文】
―�“Una propuesta de clasificación semántica del verbo poner en V+sintagma nominal abstracto”. 

Hispánica, 65, 23-53. Asociación Japonesa de Hispanistas.

―�“Desemantización verbal desde la perspectiva de la enseñanza de ELE”. RILEX, 5 （1）, 

119-147.

―�“Un análisis panorámico de la formación de neologismos en español”. Studia Romanica, 55, 
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105-114.

【その他】
―�スペイン語における熟語の使用頻度に関する研究，日本ロマンス語学会，オンライン開催，

2022.05.（口頭発表）
―�“Las locuciones más frecuentes y su correspondencia con japonés e inglés”, ASELE, Università 

degli Studi di Verona, 2022.09. （presentación oral）
―�“A contrastive analysis of pragmaticalized “speech verb + adverb” constructions in Japanese, 

Spanish and English from a pedagogical perspective”, Verbs of thought and speech: prag-

maticalization paths across languages, Universidad de Salamanca, 2022.09. （oral presentation, 

co-authored by Nomura Mei）
―�蔦原亮，最頻出名詞の文法化，日本イスパニヤ学会，立命館大学，2022.10．（口頭発表）

中里見　敬
【その他】
―�「《春水》校勘记：手稿与主要版本之异同（上）」『言語文化論究』第48号，pp. 160-141

（1-20），2022年３月．（研究ノート）
―�「《春水》校勘记：手稿与主要版本之异同（下）」『九州大学附属図書館研究開発室年報』

2021/2022，pp. 88-52（1-37），2022年８月．（研究ノート）
―�「東亜同文書院の伝統的教授法「念書」について」第319回中国文藝座談会，九州大学文学

部中国文学研究室，2022年７月16日．（口頭発表）

浜本　裕美
【論文】
―�「18世紀英国における叙事詩理解とホメーロス翻訳」『言語文化論究』（九州大学大学院言

語文化研究院）第49号，pp. 1-12，2022年10月．

劉　驫
【論文】
―�「談話連結語“只是”の手続き的意味」『現代中国語研究』（朝日出版社）第24号，pp. 174-

183, 2022年10月．（査読有）
―�「現代中国語の自然会話における推意について」『言語科学』（九州大学言語学研究会）第57

号，pp. 1-13, 2022年３月．（査読無）
【その他】
―�「談話連結語“只是”の手続き的意味について」2021年度日本中国語学会九州支部例会，オ

ンライン，2021年12月11日（口頭発表）
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国際文化共生学
国際共生学講座
加藤　哲平
【論文】
―�「迷える者たちの翻訳者：中世ユダヤ教におけるヒエロニュムスとウルガータ聖書」『京都

ユダヤ思想』（京都ユダヤ思想学会）第12号，pp. 106-131，2022年１月．（単著）
【その他】
―�“Review of Searching for Sarah in the Second Temple Era: Images in the Hebrew Bible, the 

Septuagint, the Genesis Apocryphon, and the Antiquities, written by Joseph McDonald,” Journal for 

the Study of Judaism 53 （1）, pp. 150-152, January 2022. （書評）
―�“Obelos and Asteriskos: Ancient Textual Criticism of the Bible as a Canonical Text,” Canon: A 

Study of Ancient Writings’ Ideology: Online Workshop Co-organized by CISMOR （Japan） and 

IKTINOS （Korea）, January 16, 2022. （口頭発表）

川澄　哲也
【著書】
―�『中国語学辞典』日本中国語学会（編），2022年10月，共著．（「新編五代史平話」「全相平話

五種」「通制条格」の３項目を執筆）
【論文】
―�「中国語の参照文法書について」『参照文法書研究（アジア・アフリカ言語文化研究� 別冊）』

（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所）pp. 73-105，2022年３月．
―�「『中国語会話〈入門編〉』に対するいくつかの提案」『言語文化研究』41-2（松山大学総合

研究所） pp. 1-10, 2022年３月．
【その他】
―�「漢語青海方言と言語接触」九州中国学会第70回大会，オンライン，2022年５月７日．（口

頭発表）

鈴木　隆子
【著書】
―�「理科研究受業支援プロジェクトが生まれるまで―ザンビア」久保田賢一編著『途上国の

学びを拓く―対話で生み出す教育開発の可能性』明石書店，122-152頁，2021年．
【論文】
―�2021「Multigrade teaching before the modern school system in Japan: A case of Kangien in Edo 

period」『言語文化論究』（九州大学大学院言語文化研究院）第47号，pp. 65-67.

永川　とも子
【論文】
―�「『原爆詩人』アラキ・ヤスサダと文学批評空間」研究プラットフォーム Cunugi （Web 

article），URL: https://www.cunugi.jp/articles/18/，2022年４月．
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【その他】
―�「ヒロシマ・ナガサキを語り得るのは誰なのか―欧米圏の核表象空間と『被爆証言文学』」

日本英文学会九州支部第75回大会，西南学院大学，2022年10月23日．（シンポジウム）

福元　圭太
【著書】
―�『アポロン独和辞典　第４版』同学社， 全1844ページ， 2022年３月．（共編著）

【論文】
―�「記憶， エングラム， エクフォリー―へーリングからゼーモンへ―」『言語文化論究』（九

州大学大学院言語文化研究院）第47号， pp. 17-34， 2022年３月．（単著）
【その他】
―�「合理性からこぼれおちるものたちについて」九州大学2021年公開講座「ゆらぐ人間像―

近現代における思想と芸術のダイナミズム」の一環として．2021年11月20日．（口頭発表）
―�葉柳和則編『ナチスと闘った劇場　精神的国土防衛とチューリヒ劇場の「伝説」』『西日本

ドイツ文学』（日本独文学会西日本支部）第33号， pp. 61-64, 2021年11月．（書評）
―�『アポロン独和辞典　第４版』西日本日独協会オンライン講義第５弾「チーム『ドイツ』の

新刊紹介」の一環として．2022年６月22日．（口頭発表）
―�「日本独文学会・DAAD 賞　日本語研究書部門」日本独文学会・DAAD（ドイツ学術交流協

会）， 2022年８月．（受賞）
―�「受賞の弁� 日本語研究書部門」ニュースレター2022� 秋号（JGG-Info-Blatt /Herbst 2022）

（日本独文学会）， p. 31, 2022年９月．（報告）
―�「アポロン血風録―『五千通のメール』の巻」『らてるね』（同学社）第128号， pp. 22-23, 

2022年10月．（エッセイ）
―�「文字禍」『ひろの』（ドイツ語学・文学振興会）第62号，pp. 20-21, 2022年10月．（エッセイ）
―�『アポロン独和辞典　第４版』『西日本日独協会　年報』（西日本日独協会）第46号， pp. 

15-16， 2022年10月．（解説）


