
1
ソーシャル・ニーズとしての高度成長期の教育・保育の行動と意識ーー計量歴史社会学
の実践（6）

上智大学 相澤 真一

2 語り継ぐ経験の行方(4)ーー語りが拓くレジリエンスの可能性 東北大学 青木 聡子

3
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(1)：社会的凝集性の再検討(2)——社会的凝
集性の概念

早稲田大学大学
院

秋葉 亮

4 インターネット・サービスにおける現代的なゲイ・バイセクシュアル男性の親密性ーー 大阪大学大学院 秋丸 竜広

5
チームマネージメント分野におけるチーム基盤型学習と課題解決型学習を活用した教
育の効果に関する研究

高知県立大学 秋谷 公博

6 日本社会における地域コミュニティ形成ーー在住ウイグル人の中心に
公益財団�モラロ
ジー道徳教育財団

アブドゥラシィティ アブドゥラティフ

7
中途採用に際しての人事担当者の評価と選好ーーヴィネット調査と事後インタビュー調
査に基づいて

東京大学 有田 伸

8
移民2世から多人種/多民族者へ？ーー文献レビューと探索的分析による混血/ハーフ/
ミックス研究の回顧と展望

大阪公立大学 有賀 ゆうアニース

9 戦争寡婦とその子どもたちのライフコース出来事経験ーー沖縄を事例として 琉球大学 安藤 由美

10
メキシコ難民庇護政策がもたらす権利の差異化と移動の管理ーー北米における重層的
境界管理と（イン）モビリティ（2）

一橋大学大学院 飯尾 真貴子

11
ろう者の「見ること」をすることの考察 ーー手話通訳を介したろう者と聴者のインタビュー
場面の分析

立命館大学衣笠
総合研究機構

飯田 奈美子

12 ルーマンの芸術システム論におけるモノ論の射程 中央大学 井口 暁

13
批判的言説分析を用いたマネジメント言説批判の可能性ーー正当性はいかに築かれる
のか

九州工業大学 井口 尚樹

14 出生力低下の特異点はLot-et-Garonneである。ーー人口転換理論の破綻 帝京大学 池 周一郎

15
右派ポピュリズム政党支持をめぐる独自の文化ーースペイン・ボックス支持者のエスノ
グラフィ

東京大学大学院 池北 眞帆

16 服装への関心の男女差ーー多母集団同時分析の適用 法政大学 池田 裕

17
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(1)：社会的凝集性の再検討(6)——新制高校
の理念の変容

早稲田大学大学
院

池本 紗良

18
彼女たちにとっての「日本」・「台湾」・「中国/中華」ーー台北州立台北第三高等女学校
同窓生のライフストーリーから

高崎経済大学 石井 清輝

19 国鉄女性労働者の就業継続意識ーー計量歴史社会学の実践（4） 東京都立大学 石島 健太郎

20
東大社研パネル調査の概要と家庭環境と成人期の達成の関連ーー東大社研パネル調
査（JLPS）データの分析（1）

東京大学 石田 浩

21 労働市場の媒介者とキャリアの機会ーー東大社研パネル調査（JLPS）の分析（7） 東京大学 石田 賢示

22 保育の質評価とナラティブ 明星大学 石田 健太郎

23 台湾エスニック・ナショナル・アイデンティティのファジィ集合分析 関西学院大学 石田 淳

24 危篤のときの対面ーー表情をかわすことの社会学 久留米大学 石橋 潔

25 初期ストリップショーにおける「わいせつ」取り締まりをめぐる言説分析
東京工業大学�環
境・社会理工学院

泉 沙織

26 ライフスタイルとハビトゥスーー「文化と不平等」調査データの分析（3） 東京藝術大学 磯 直樹

27 寺院における葬儀を介した関係構築ーー浄土真宗R寺に注目して 大谷大学 磯部 美紀

28 日米比較意識調査の分析（2）ーー運と努力と再分配 東京都立大学 伊藤 大将

29 ジャマイカにおける圧倒的なマイノリティとしての白人性構築に関する研究ーー 大妻女子大学 伊藤 みちる

30 フランスのフィリピン人コミュニティの形成と展開ーー家事労働のニッチを中心に 一橋大学 伊藤 るり



31 コロナ禍のライフスタイル移住ーー日本から韓国への移動を事例に
立命館大学大学
院

今里 基

32
Covid-19に対する政府の対策についての意見ーーJGSS-2021/2022とEuropean
Social Survey 2020-2022を基に

大阪商業大学 岩井 紀子

33 高齢層の家族形態と経済格差ーー2015年SSM調査の分析 摂南大学 岩井 八郎

34
能登半島地震から「災害と性的マイノリティ」を考えるーー見えにくい困難を包摂的政策
形成にどうつなげるか

金沢大学 岩本 健良

35
AIの導入・運用の理念と方針の社会学的検討ーー「定量・実証主義」をめぐる議論と、
事例からの見直し

CIOL ウォーターズ めぐみ

36
同和対策に関する特別措置法終了後の同和対策事業対象地域の変容ーーA市におけ
る国勢調査データから

関西大学 内田 龍史

37 往還するネパール人と教育（4)ーー現地で見た出稼ぎの子どもの課題 藍野大学 榎井 縁

38 日本の自殺対策政策の言説分析ーー「健康問題」に着目して 東京大学大学院 於 倩

39
未婚者の結婚・出生意欲への少子化対策の効果は学歴・教育意識により異なる
か？ーー未婚者への少子化対策の効果に関する要因配置実験（2）

立教大学 大久保 心

40 教育の市場化と周縁を生きる女性の子どもから大人への移行 京都大学大学院 大久保 遥

41 「大学生と語る性2021〜2024」インタビュー調査（2）ーー男子大学生の性行動
東京医科歯科大
学

大倉 韻

42 スウェーデンの高齢者福祉の準市場形成と地方自治体ーー 静岡大学 太田 美帆

43
多様化する地域社会の存続に関する研究(2)東日本大震災のリアス小漁村被災地区復
興におけるコミュニティ･キャピタルの発現態様ーー宮城県石巻市小渕浜の事例から

専修大学 大矢根 淳

44 メンズリブ研究に向けてーーメンズリブのあゆみをふりかえる 四国学院大学 大山 治彦

45 作田啓一はジンメルをどう読んだか？ 神戸学院大学 岡崎 宏樹

46 共生社会をめぐる問題系の確認と展開(1)：社会的凝集性の再検討(1)——論点提示 早稲田大学 岡本 智周

47
雇用形態による処置効果の異質性を考慮した男女間賃金格差の分解ーー東大社研パ
ネル調査（JLPS）の分析（6）

東北大学 小川 和孝

48 難民になるということーー帰属の不確かさと責任主体の不在 千葉大学大学院 小川 玲子

49 「メンズメイク」はどのようにつくられるかーー現代日本の男性化粧品企業の戦略から
お茶の水女子大学
大学院

小口 藍子

50
高校教員のキャリア形成と授業づくりとの関連性 ーー高校教員を対象とした質問紙調
査をもとに

東京学芸大学 小澤 昌之

51 新しい公共性の構築ーー日本人の外国人意識から私たちの多文化意識への転換
仙台青葉学院短
期大学

小野寺 修

52
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(2)：社会的凝集性の諸相(4)——公的な教育
機会の保障

立正大学 小山田 建太

53 南洋群島の金融互助ーーパラオ、ポンペイ、マーシャル、チュークの事例 島根県立大学 恩田 守雄

54
日米比較意識調査の分析(5)ーー日本と米国の若年世代における異種移植にたいする
意識

群馬県立女子大
学

歸山 亜紀

55
系列分析を用いた恋愛から結婚履歴の類型化ーー家族に関する振り返り調査の分析
(2)

大東文化大学 香川 めい

56 現代中国における葬儀サービスの供給業者にある力関係と「死の扱われ方」
立命館大学大学
院

岳 培栄

57
ダブル・コンティンジェンシー問題と「走れメロス」ーー見田宗介（2016）の「無償化され
た友情」解と「囚人のジレンマ」解の検討

摂南大学 樫田 美雄

58 学園都市の戦後史ーー神奈川県厚木市と東京都八王子市を事例に 筑波大学 加島 卓

59
機会の平等を追求する教育格差研究の陥穽と再評価ーー運の平等主義・結果割当の
原理・民主的平等

宝塚大学 数実 浩佑

60 現代日本における文化の境界感覚と新しい文化資本、ハビトゥス 駒澤大学 片岡 栄美



61 戦時下の女学生における「戦争」の表象からみた性別役割分業の再編 東北学院大学 片瀬 一男

62 トランスジェンダー女性の子を持つ父親の経験ーー 立命館大学 勝又 栄政

63 「地元メディア」のコミュニケーションーー静岡新聞・水窪支局への聞き取り調査から
静岡文化芸術大
学

加藤 裕治

64
ハームの関係的性格に着目したヴァルネラブル調査の反省的分析ーー「女子依存症回
復支援モデル事業」のフィールドワークの中止を事例に

特定非営利活動
法人社会理論・動
態研究所

平井 秀幸

65 逆境を生き延びてきた人たちにとっての住居 一橋大学大学院 金井 聡

66 メールアート実験によるアート・パフォーマンスと社会学研究の統合 京都産業大学 金光 淳

67
地域コミュニティにおけるまちづくり計画策定のプロセスと効果ーー新潟市秋葉区の事
例の検証より

大正大学 金子 洋二

68
組織における自己啓発のインタビュー調査研究ーー航空会社社員を事例とした,カッコよ
さという価値観の発見

成蹊大学大学院 神野 久美子

69
中小企業の外国人ホワイトカラーへのニーズ拡大ーー在留資格「技術・人文知識・国際
業務」の外国人雇用者を中心にして

法政大学 上林 千恵子

70
未婚化を“説明する”ための理論・方法論上の課題ーー「個人の選択」から「2人の約束」
へ

帝京大学 神山 英紀

71
令和6年能登半島地震被災者の将来構想と生活再建の選択ーー石川県輪島市門前町
T地区の事例

東北大学 雁部 那由多

72
風景の再創造と〈脱風景化〉の風景ーーDatar写真ミッションが表象する1980年代フラ
ンスの風景

尚絅学院大学 菊池 哲彦

73 ラップ表現とSNSの制度 日本女子大学 北嶋 健治

74 1966年のひのえうま出生減の要因 大阪大学 吉川 徹

75 行動制限下での看取りーー別れとその人らしさ 慶應義塾大学 木下 衆

76 無償労働からみる高齢期の生活時間におけるジェンダー不平等 東京大学 金 兌恩

77
過疎地域に暮らす若者たちのライフヒストリーにおけるモビリティの軌跡ーー韓国慶尚南
道南海郡を事例に

東京大学大学院 金 磐石

78 自己論におけるキャラ論の位置ーードラマトゥルギーの視点から 作新学院大学 木村 雅史

79
「大学生と語る性2021〜2024」インタビュー調査（4）ーー「親密性のパラダイム」深化
の諸相

大妻女子大学 木村 絵里子

80 The Role and Status of Female Cadres during the founding period of the PRC 京都大学大学院 許 逸菲

81
互いに見知らぬ人々の集まりによる都市商業空間の変革ーー1980年前後の原宿歩行
者天国を事例として

東京大学大学院 桐谷 詩絵音

82
在日ブラジル学校における教育ニーズの多様化 ーー保護者の学校選択理由と教員の
対応に着目して

椙山女学園大学 金南 咲季

83
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(2)：社会的凝集性の諸相(7)——沖縄におけ
るネイションの複数性

明星大学 熊本 博之

84
癒しの技法としてのヨガの有効性ーー「象徴的リアリティ」と「身体的リアリティ」の関係を
めぐる一考察

共愛学園前橋国
際大学

栗原 美紀

85
どのような高校生が大学院進学を考えているのか  ーー大学院進学希望と銘柄大学進
学希望に注目して

同志社大学大学
院

原 媛

86
平成時代以降の婚外子イメージの脱スティグマ化  ーー婚外子言説の変遷に焦点を当
てて

北京外国語大学 呉 江城

87
トランプ期以降の米墨交渉と国境政策の「外部化」ーー北米における重層的境界管理と
（イン）モビリティ（1）

亜細亜大学 小井土 彰宏

88
福祉事業所における当事者スタッフ・利用者間の経営的ポジショナリティーー当事者ス
タッフだった発達障害者のオート・エスノグラフィーを通じて

中央大学大学院/
東京大学先端科
学技術研究セン

高森 明

89 ミレニアル世代大学生における同性との性的行為の関連要因 早稲田大学 小島 宏

90
学習時間に影響する努力有効感の家族構造格差ーーひとり親家族とふたり親家族の比
較

三重大学大学院 小西 凌



91
トランス医療の診療の場が持つ多義的意味と「専門性」の役割ーートランス医療を提供
する医療従事者の語りから

東京大学大学院 小西 優実

92
日米比較意識調査の分析（3） ーー若年層の階層意識に貸与奨学金の借入残高が与
える影響の日米比較

金沢大学 小林 大祐

93
The Long Shadow: Age, Period, and Cohort Effects on Japanese Perceptions
Toward China and Russia (2007-2022)

浙江大学 蔡 曾

94 任意後見制度を用いた居住支援に関する社会学的研究 東京大学大学院 税所 真也

95
分子標的治療の知識と肺がん患者ーー彼ら彼女らはいかにしてその知識をやりとりして
いるか

立教大学 齋藤 公子

96 新型コロナウイルス感染症のパンデミックに生まれた中国系コミュニティ 長崎大学 賽漢卓娜

97
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(1)：社会的凝集性の再検討(7)——「精神病
理学」の衰微と日本社会

早稲田大学 酒井 宏明

98 両立支援と管理職昇進支援のパラドックスーー製造業企業でのインタビュー調査から 関西大学 酒井 千絵

99
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(1)：社会的凝集性の再検討(4)——「共生」の
英語訳

大阪大学 坂口 真康

100
1940〜50年代生まれの中国女性のライフヒストリー  ーー社会主義的近代化推進期
における女性の社会参与について

名古屋大学 坂部 晶子

101 日本語学科卒業生のナラティヴーーネットワーク・コミュニティ 熊本大学 佐川 祥予

102
越境するエスニック文化資本ーー正統性と架橋性の狭間で交差する南米系日系人と
「母県」の人々

沖縄国際大学 崎濱 佳代

103
質的研究における妥当性向上の技法ーー認識論的議論と日本の社会学論文での実践
状況

立命館大学 桜井 政成

104 都市における文化生産活動と象徴的境界 大阪公立大学 笹島 秀晃

105
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(2)：社会的凝集性の諸相(6)——包括的性教
育

早稲田大学 笹野 悦子

106
不動産業者の外国人嫌いは居住セグリゲーションにどう影響するか：ーーRパッケージ
netABMによる検証

一橋大学大学院 佐藤 圭一

107 「国鉄女子労働者調査」の社会学的意義ーー計量歴史社会学の実践(1) 東京大学 佐藤 香

108
脱植民地運動に携わる沖縄出身「本土」在住女性の生活史ーーフェミニスト・インタ
ビューという試み

九州大学 里村 和歌子

109 上層ミドルクラスの内部分化とジェンダー 滋賀大学 佐野 和子

110
インドネシア人家事労働者帰還民によるキャリア選択  ーーバリ島への再移住者の事例
から

京都産業大学 澤井 志保

111 医療マンガ作品における社会学的研究の検討
三育学院大学大
学院

篠原 清夫

112 往還するネパール人と教育（1)ーー高学歴エリートの戦略 昭和女子大学 SIM CHOON�KIAT

113 「男女交際」と新しい民主社会の構想ーー文部省社会教育局の純潔教育施策を対象に 東京大学大学院 朱 瑩

114
Jumping into the rabbit-hole: the secret of Chinese international students
completing a degree overseas and outcome stratification

立命館大学 JIAO RAN

115
「男性に惹かれる男性」の異性婚選択に関する研究ーー男に惹かれる既婚者は「裏切り
者」か？それともポルノか？

神戸大学 白井 望人

116 包摂に関するウェルビーイングからの検討 東京大学 白波瀬 佐和子

117 プラットフォーム労働におけるアルゴリズムの活用と労働過程の同型化 広島大学 申 在烈

118
日韓比較から見た「大人である」ことの条件と意味ーー東大社研パネル調査（JLPS）の
分析（3）

東京大学 新藤 麻里

119 初婚タイミングは親子間で連鎖するか?ーー家族に関する振り返り調査の分析(3) 熊本大学 菅澤 貴之

120 戦前・戦後の国鉄女性労働の社会史研究ーー計量歴史社会学の実践(2) 九州産業大学 菅沼 明正



121
美容師によるがん患者へのアピアランス支援に関する一考察ーー「患者さん」との信頼
関係の構築に着目して

立教大学 菅森 朝子

122 日米比較意識調査の分析(4)ーー若年世代調査におけるサーヴェイ実験比較 お茶の水女子大学 杉野 勇

123 ポスト持ち家社会に向けた居住政策の再編成 東京大学 祐成 保志

124
台湾・日本のベトナム人移住労働者による中途型非正規移住とその動機形成ーーサバ
ルタン・レジスタンスの第一段階

岐阜大学 巣内 尚子

125
移民女性の向老期とソーシャルウェルビーイングの課題と要因ーー日本と韓国の農村
地域に住むフィリピン人を中心に

東洋大学 ズルエタ ズルエタ

126 「現代実在論」の普遍性追求についての社会学的検討
立命館アジア太平
洋大学

清家 久美

127 語り継ぐ経験の行方（1）ーー歴史につらなるオラリティ 立教大学 関 礼子

128 性的に惹かれることと男らしさの関係性ーーアセクシュアル男性の語りの分析から 上智大学大学院 関口 麗美

129
グローバリゼーションと「第2の近代」におけるフェミニズムの課題  ーー江原由美子著
『持続するフェミニズムのために』を参照して

武蔵大学 千田 有紀

130
中国における若者の三人っ子政策に対する受け止め方 ーーWeiboの投稿内容に対す
るテキストマイニングを通して

京都大学大学院 宋 円夢

131
外国人労働者の権利拡大をもたらす労働市場と雇用関係の特徴ーー特定技能で働く
外国人の事例を通した検討

東京大学 園田 薫

132
ケアをめぐる男性の行動と意識の不整合に関する考察  ーー欧米諸国における〈葛藤的
男性性〉の探究

関西大学 多賀 太

133 アバディーン大学時代のマッキーヴァーーースコットランド知識人のディアスポラ 東海大学 高木 俊之

134 語り継ぐ経験の行方（5）ーー植民地主義的現在と痛みのオラリティ 北海道教育大学 高崎 優子

135
人びとは地域の歴史にどのように関わって来たのかーー滋賀県における郷土史団体の
歴史と現状

東京国際大学 高田 知和

136 正社員の増加と雇用の質 ーー事業所・労働者マッチングデータの分析より
労働政策研究・研
修機構

高橋 康二

137
「大学生と語る性2021-2024」インタビュー調査（5）ーー「性的な関心がない」とはどう
いうことか？

石巻専修大学 高橋 幸

138 「準公式の普通教育」再考 富山大学 高山 龍太郎

139 生成AIは社会調査の方法を改善するか 東京大学 瀧川 裕貴

140 相対的ディーセントワークとしてのセックスワークーー大阪でのインタビュー調査から 立命館大学 武岡 暢

141
近代都市貧困地域における教育系「救済」アクターと救済資源ーー東京市鮫河橋の二
葉幼稚園と支援組織

早稲田大学 武田 尚子

142
ライフスタイル移住女性たちの地域社会における困難と希望ーー滋賀県長浜市・旧木
之本町の移住者グループを事例として

法政大学 武田 俊輔

143 ロシアのウクライナ侵攻と日露家族
大阪経済法科大
学

武田 里子

144
現代日本における父親の育児行為とジェンダー意識についての一考察ーー世代による
違いに注目して

大阪公立大学 巽 真理子

145 農村女性たちの地域社会を守る活動の展開過程 ーー山口県阿武町を事例に 福岡大学 辰己 佳寿子

146
「長寿願望」があるのはどのような人か？ーー「中高年期の家族生活についての全国調
査(NFRJ-S23)」の分析(5)

明治学院大学 田中 慶子

147
手術痕と疾患の箇所の不一致に関するスティグマ研究ーー自家移植を伴う耳介再建手
術を経験した小耳症当事者の語りに着目して

名古屋大学大学
院

田中 裕史

148 HPVワクチンの勧奨接種再開をめぐる「boundary work（境界作業）」 産業医科大学 種田 博之

149 非「日本手話」話者のアイデンティティ戦略
立命館大学大学
院

種村 光太郎

150 労働移民と中東湾岸諸国 早稲田大学 樽本 英樹



151
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(2)：社会的凝集性の諸相(1)——教育への新
自由主義の影響

立正大学 丹治 恭子

152 エピジェネティクス研究の時代における〈超越論的なもの〉と自我について
立命館大学大学
院

丹上 麻里江

153
ハーバーマスにおける人権論はいかに変容したかーー人間の尊厳の概念の受容を通し
て

京都大学大学院 崔 昌幸

154
大学中退者を対象としたライフストーリー研究ーー当事者の意味づけから「中退」を考え
る

東京大学大学院 近森 由佳

155 関東地方の社会空間の構築ーー「文化と不平等」調査データの分析(2) 大阪大学 知念 渉

156
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(2）：社会的凝集性の諸相(2)——門脇厚司に
おける「社会力」論の構図

武蔵野大学 長 創一朗

157
子供の数と年齢が家計資産分布に与える影響ーー日本の家計調査データに基づく分
位点回帰分析

東京大学大学院 張 佳潔

158 中国社会の新左派知識人の言説に関する考察 ーー草創期の言説をめぐる 京都大学大学院 張 亮

159 無形文化財の担い手の変容——細川紙と本美濃紙を事例に 立教大学大学院 趙 冠華

160 月経の経験を語るーーシンボリック相互行為論の視点から見る 東北大学大学院 張 羽欣

161
Navigating Stigma: Discrimination, Prejudice, and Racialization of Chinese
Immigrants in Japan

ライス大学 張 篠叡

162 矯正施設を経験した女性による刑事司法システムの解釈実践 岡山大学 都島 梨紗

163
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(2)：社会的凝集性の諸相(3)——メリトクラ
シーのもとでの多様性の尊重

島根大学 津多 成輔

164
交流はあるが援助はしない？ーー「中高年期の家族生活についての全国調査(NFRJ-
S23)」の分析(1)

立命館大学 筒井 淳也

165
特攻の記憶はどのように残されてきたのかーー名古屋海軍航空隊神風特別攻撃隊草
薙隊を事例として

早稲田大学 筒井 久美子

166 元自衛官の旧軍戦友会への参加と社会活動 立命館大学 角田 燎

167 母子避難を経験した父親の葛藤ーー職場と家庭の狭間で 岡山大学大学院 出口 杏奈

168 関係論的アプローチとしてのI. M. ヤングの批判的社会理論 長崎大学 寺田 晋

169
多様化する地域社会の存続に関する研究(3)都市における「地域の居場所」継続の取組
みから考えるコミュニティ・キャピタルーー東京都文京区地域の居場所Hの事例から

跡見学園女子大
学

土居 洋平

170
平和の意味に関する理論的・実践的課題の検討ーーヒロシマにおける平和活動の事例
を手がかりに

武蔵大学 徳久 美生子

171 日米比較意識調査の分析(1)ーー調査の概要と語の好ましさの比較 金沢大学 轟 亮

172 食をめぐるオンライン上の言説空間の定量的分析 東京大学大学院 飛松 大騎

173 高等教育に関する情報提供は教育格差を縮小させるか？ 近畿大学 豊永 耕平

174
現職の職業階層と精神的健康の関係に対する初職の役割の加齢変化ーー東大社研パ
ネル調査（JLPS）の分析（5）

立教大学大学院 鳥居 勇気

175 信頼はネットワークの形成を促すか？ 成蹊大学 内藤 準

176 コンクリート（ブロック）建築と戦後住宅政策 國學院大學 中川 雄大

177 将来の生活の見通しと結婚・出産の決断ーー東大社研パネル調査（JLPS）の分析（4） 立教大学 中澤 渉

178
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(1)：社会的凝集性の再検討(3)——「多文化
共生」をめぐる理解

早稲田大学大学
院

永島 郁哉

179 「産業変動」と「生産過程」の文化社会学ーー声優の職業経験の振り返りに着目して 明星大学 永田 大輔

180
福岡県糸島市における観光の発展と場のイメージの変遷ーー旅行ガイドブックおよび
SNSにおける表象の動態性

関西学院大学 長友 淳



181
米国に移住した国際結婚女性の家族実践と文化戦略  ーー日本語・日本食の伝承と老
親の世話に着目して

武蔵大学 中西 祐子

182
ケアマネジャーの業務縮小と負担増大のパラドクスーー介護保険制度改定がもたらした
もの

武蔵大学大学院 中林 基子

183
統治から零れ落ちた存在としての不安定な状況にある人々の統治ーーフランスの新型
コロナウイルス対策を事例として

岡山県立大学 中村 健太

184
正規雇用での移民労働市場における仲介業者の役割正規雇用での移民労働市場にお
ける仲介業者の役割ーー企業調査を用いた検討

東京大学 永吉 希久子

185
高卒の初職非正規雇用リスクにおけるジェンダー間格差ーー性別職域分離がもたらす
影響

東京大学大学院 那須 蘭太郎

186
高校段階における学科の種別と賃金の関係ーー職業科卒の賃金はそのほかの学科の
卒業生よりも高いのか？

一橋大学 成澤 雅寛

187
多様化する地域社会の存続に関する研究(4) 中山間地域の外国人技能実習生と地域
住民をつなぐコミュニティ・キャピタルの効果ーー岡山県美作市の事例から

ノートルダム清心
女子大学

二階堂 裕子

188 学校教育行政と社会の関係の研究ーー明治前期の学制改革を主例として 足利短期大学 西 敏郎

189
DV加害者プログラムのファシリテーターはいかなる働きかけを実践するのかーーファシ
リテーターの実践の内実を探る

岡山県立大学大
学院

西川 由紀

190
介護によって居住地の移動はどのように発生しているか?ーー「中高年期の家族生活に
ついての全国調査(NFRJ-S23)」の分析(4)

東日本国際大学 西野 勇人

191 同窓からの岐路ーー長期にわたる学卒コーホートの追跡パネル研究から(1) 東洋大学 西野 理子

192
1990年代少女マンガは少女読者からどのように読まれ，解釈されたかーー女性たちが
今振り返る，少女マンガの恋愛物語

跡見学園女子大
学

西原 麻里

193 中等教育の設置者種別と高等教育進学の関係ーー地域を考慮して 慶應義塾大学 西丸 良一

194 アフターコロナにおける就業意識の変化をめぐる調査研究 東京理科大学 日戸 浩之

195
中国内陸部都市・鎮区・農村における親の教育戦略の差異に関する研究ーー河南省を
例に

金沢大学 任 夢園

196
ニーズを主体的に無効化するーー「論争中の病」の当事者の経済状況とケアの状況の
分析から

静岡文化芸術大
学

野島 那津子

197
岡山県の中山間地域における地域の運営方針の変更ーー高梁市松原町と宇治町の事
例

安田女子大学 野邊 政雄

198
単身高齢者世帯の健康状態把握に関する探索的研究ーーロボットを介した会話が生活
に与える影響

大阪公立大学 野村 恭代

199
ゲノミック評価がドライブする乳牛と牧場経営の共進化ーー動物組織研究による調査分
析

小樽商科大学 筈井 俊輔

200 ヤングアダルトケアラーの「成人期への移行」と家族 成蹊大学大学院 長谷川 拓人

201 労働組合のメンバーシップと外国人労働者 労働調査協議会 長谷川 翼

202
タイの無国籍アカ・ストリートチルドレンによる生活実践と生き延び戦略ーーチェンマイ市
の事例から

関西学院大学大
学院

長谷川 愛

203 「大学生と語る性2021〜2024」インタビュー調査（3）ーー大学生における性の語り方 明治大学 PACHER ALICE

204 往還するネパール人と教育（2)ーー日本語学校を出て親になった人々 福岡教育大学 ハヤシザキ カズヒコ

205 日常生活におけるコミュニケーションから映像を研究化する 新潟大学 原田 健一

206 組織の責任と答責性ーールーマンの「組織の公式化」の議論との関連を探る 福岡大学 樋口 あゆみ

207
音楽空間と社会空間はどのように関係しうるのかーー「文化と不平等」調査データの分
析（4）

立命館大学 平石 貴士

208 人口減少時代における各都市圏の構造変容に関する検討 早稲田大学 平原 幸輝

209
「大学生と語る性�2021〜2024」インタビュー調査（1）ーー調査概要およびポルノ視聴
行動

明治大学 平山 満紀

210
語り継ぐ経験の行方（2）ーー戦争と移民をめぐるファミリーヒストリーによって構築される
オラリティ

福島大学 廣本 由香



211 生活者としての福祉委員ーー仙台市八幡地区における地域福祉の事例分析 東北大学大学院 傅 昱

212 精神科＜造形教室＞で表現することーー自己の変化と他者との相互行為を中心に 京都芸術大学 藤澤 三佳

213
女性割合の少ない職場へと至る女性のキャリア選択と職場経験の質（2）ーー原子力発
電・放射線利用をめぐる産業組織における女性エンジニアの経験

株式会社原子力
安全システム研究
所

藤田 智博

214
日本における「夫の転勤」が妻の育児孤独感、希望子供数に与える影響ーー因果媒介
分析の4分解法による分析

京都産業大学 藤野 敦子

215
社会調査に基づく階層研究の課題ーー「社会階層と社会移動全国調査」2024年プレ
調査の基礎分析

東京大学 藤原 翔

216
多重対応分析/構造化データ解析の原理と研究者視点の介在点ーー「文化と不平等」
調査データの分析（1）

津田塾大学 藤本 一男

217
多様化する地域社会の存続に関する研究(5)中山間地域の棚田をめぐるコミュニティ・
キャピタルの実相ーー静岡県浜松市A地区の事例から

静岡文化芸術大
学

舩戸 修一

218 在日外国人高齢者の介護問題について 東京都立大学 包 暁蘭

219 「調査」は何を可能にしたのかーー民生委員制度をめぐる社会調査史 東京大学 堀江 和正

220
アジアのテレビ広告におけるジェンダー役割—日本・中国・台湾・韓国・タイ・シンガポー
ルの国際比較研究— ーー

京都産業大学
ポンサピタックサン
ティ

ピヤ

221 アメリカ兵捕虜第2世代の対日要求と戦後和解コミュニケーション 青山学院大学 前川 志津

222
社会調査からみる戦後期・巨大公共企業の女性労働者文化ーー計量歴史社会学の実
践として(5)

聖心女子大学 前田 一歩

223
ワークフォース開発（就業労働開発）のローカルガバナンスの形成過程 ーーシアトルエリ
アのケーススタディを通じて

福山市立大学 前山 総一郎

224 日本におけるモダン語としての「スピード時代」についての一考察
早稲田大学大学
院

増田 拓弥

225
「技能移民」カテゴリーの拡大がもたらす不平等の考察ーー日本の外国人留学生に対す
る就職促進政策の帰結に着目して

金沢大学 眞住 優助

226
祖父母からの経済的資源の移転が孫の教育に及ぼす影響ーー東大社研パネル調査の
分析（2）

東京大学 俣野 美咲

227
エスニック・メディアの変容と連続性ーーデジタル時代の移動者の「リアル」はどのように
「編集」され、何に接続されていくのか

東京経済大学 町村 敬志

228 福祉国家と「過剰人口問題」ーー戦後日本における移民送出政策と家族計画運動 東京大学大学院 松井 拓海

229 LGBTの権利はなぜ発展するのか？ 京都大学大学院 松井 樹丸

230 世代間居住関係の測定とその効果 神戸学院大学 松川 尚子

231
少子化対策によって結婚意欲と出生意欲が変化しやすいのはどのような人か？ーー未
婚者への少子化対策の効果に関する要因配置実験（3）

中京大学 松田 茂樹

232
アニメーターはいかにして職業的な安定を見いだすのかーー「仕事のジャンル」と（非）
表象的希望

長野大学 松永 伸太朗

233
地方移住における住宅確保に資するインフォーマルな支援ーー京丹後市S地区を事例
として

神戸学院大学 松村 淳

234 語り継ぐ経験の行方（3）ーー公害被害者の語りを環境運動に生かすことの問題性 中ヶ谷戸オフィス 松村 正治

235 双極症縁者の経験した困難ーー2名の縁者の語りから
新潟医療福祉大
学

松元 圭

236
「男性性学」の英語圏の先行研究の翻訳の困難性についてーー社会的経済的地位の高
い男性分析——「パパ活現象」の事例から

国立大学法人千
葉大学大学院

松本 妃奈子

237
芸術の社会的転回とその制度化ーーアートプロジェクト発展過程の新制度論的社会運
動分析

上智大学大学院 松山 雄大

238
社会科学の領域における統計的技法の応用研究再考 ーーGuttmanの最小空間分析
（SSA）のリバイバルの事例

統計数理研究所 真鍋 一史

239 透明化された文化生産の「現場」ーー受信拡大装置，ラジオ塔，メディア・インフラ 静岡大学 丸山 友美

240 地域資源と住民主体の行方ーー豊島の離島振興政策で残ったものは何か
名古屋市立大学
大学院

馬渡 玲欧



241 メディア発展史からみた「中国動漫文化」の生成プロセス
桃山学院大学大
学院

万 峻滕

242
肌に施される永続的な身体加工の普及に対する「清潔感」の影響ーー永久脱毛とタ
トゥーイングの比較

上智大学大学院 MICHALOVA ZUZANA

243 社会関係資本は地域コミュニティへのただ乗りを抑止する 九州大学 三隅 一人

244 近代日本における住まい／手づくり／ジェンダーーー木檜恕一の家庭工作論を通して 目白大学 溝尻 真也

245
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(1)：社会的凝集性の再検討(5)——道徳教育
としての初期社会科

高千穂大学 三津田 悠

246 商品の情動的価値の提案ーー新しい物質主義の消費社会論への応用の試み
早稲田大学大学
院

皆川 勇太

247 現代リトルトーキョーの設計者ーー多人種コミュニティと「日本文化」 同志社大学 南川 文里

248
「かわいい」のパワーーー女装実践者によるメディア・プラットフォーム上の身体・感情・イ
メージの創造

日本女子大学、国
際基督教大学

宮崎 あゆみ

249
上位大学卒業生におけるホワイトカラー上層の再生産ーー長期にわたる学卒コーホート
の追跡パネル研究から (2)

立教大学 三輪 哲

250
共生社会をめぐる問題系の確認と展開(2)：社会的凝集性の諸相(5)——「こころとから
だの教育」から考える合理的配慮

関東学院大学 麦倉 泰子

251
少子化対策は未婚者の出生・結婚意欲を高めるかーー未婚者への少子化対策の効果
に関する要因配置実験（1）

学習院大学 麦山 亮太

252 ネオリベラリズム（批判）の多様性ーー自由・能力・ケイパビリティの観点から 金沢大学 村上 慎司

253
フランスにおけるムスリム移民第2世代の宗教アイデンティティーーイスラモフォビアが
広がる社会における宗教実践と生きづらさ

東洋大学 村上 一基

254
「子どもをもつこと」をめぐる女性の葛藤とコミュニケーションの変遷ーーマザリング研究
視点からのメディア言説の分析

大阪大学大学院 元橋 利恵

255
気づかなかった被差別経験に関する聞き取り調査の危険性と調査協力者との協働の可
能性の模索

北陸先端科学技
術大学院大学

元山 琴菜

256 マルチレイシャルファミリーが直面する差別と子育て世帯の排外意識 東京大学 百瀬 由璃絵

257 企業における「センス」と文化資本・ハビトゥス
株式会社博報堂コ
ンサルティング

森 泰規

258 女性表象に見る広告表現の変遷ーー1980年〜2019年の『コピー年鑑』を手がかりに 立教大学大学院 森 亜由葉

259
「本人、酒のみ素行悪し」ーー『失業対策事業就労者調査』（1955年）における貧困化
の過程の描き方

筑波大学 森 直人

260 賃金満足度の高い女性労働者 東京大学大学院 森川 ゆり子

261 「中国残留婦人」のトラウマを考えるーーある女性の死から 東京大学大学院 森川 麗華

262
介護は60歳以降の男性の働き方をどの程度左右するのかーー60歳直前の階層的地
位に注目して

労働政策研究・研
修機構

森山 智彦

263 成長曲線モデルによる家事分担の軌跡の推定 佛教大学 柳下 実

264
回顧調査／パネル調査でわかる結婚・離婚・再婚ーー家族に関する振り返り調査の分
析(1)

関西大学 保田 時男

265 誰がどのような本を､いつ読むのかーー読書志向への文化資本、社会関係資本の影響 関西大学 安田 雪

266 往還するネパール人と教育（3)ーー子どもたちの受け皿となる日本の学校 関西大学 山ノ内 裕子

267
大都市低所得地域における社会的マイノリティ集団の連携と共同性構築の論理ーーカ
ナダ・バンクーバーを事例に

東京都立大学 山本 薫子

268
シングルマザーに対する「就労による自立」政策における子育ての社会化の位置付
けーー積極的選択としてのシングルマザーを想定する社会に向けて

立命館大学大学
院

湯谷 菜王子

269
Multi-stakeholder Partnership Models of the Climate MitigationーーThe Case
Studies of the United Kingdom, Australia, Japan and Germany

University of
California

横山 恵子

270
多様化する地域社会の存続に関する研究(1)コミュニティ・キャピタル概念を用いた分析
と考察

岩手県立大学 吉野 英岐



271
イギリスにおける移民への国家の社会福祉制限強化と対抗運動-地域の移民支援を中
心に

同志社大学 米川 尚樹

272
成人子との関係良好性はどのように決まるのか？：「中高年期の家族生活についての全
国調査(NFRJ-S23)」の分析(3)

立教大学 李 雯雯

273
不可視的なインターマリッジ家庭における出自表象とその継承   ーー—M地区における
2家庭2世代の教育実践をめぐる聞き取りから—

武蔵大学 Lim Youngmi

274 中国における家族モテルと若年層女性のライフコース選択の関連性 同志社大学 劉 宇婷

275 被災地における長期的人口移動と家族変動ーー中国四川省を事例として 同志社大学 冷 芸

276 障害者によるアートの表象  ーー新聞報道の言説分析 立教大学大学院 和久井 碧

277
退職年齢の希望と想定に違いはあるのか？ーー「中高年期の家族生活についての全国
調査(NFRJ-S23)」の分析(2)

成蹊大学 渡邉 大輔

278 戦中・戦後の国鉄女子労働者のキャリアーー計量歴史社会学の実践(3) 関西学院大学 渡邊 勉

279 Sociology in the Global SouthーーTrends, Patterns and Features UNIVERSITY OF
KWAZULU-NATAL

SOORYAMOORTHY RADHAMANY

280
Cross-country analysis of the relationship between anti-capitalist attitudes
and participation in environmental movements: 1990-2022

Chung-Ang
Univercity

鄭 茶英

281
Prevalence and Association of Digital Eye Strain with Risk of Social, Emotional and Academic
Behavioural issues among School-going Children in Northern IndiaーーDigital Eye Strain In Children

Mehr Chand Mahajan
DAV College

RANA MINAKSHI

282
20〜30代の異性愛カップルにおける親密性モデルの再検討——自己開示と関係調整
に着目してーー

大阪大学 岡田 玖美子


