
立教大学 心理芸術人文学研究所 

 

2022年度 所員業績リスト 

 

■石黒格 

 

＜学会発表＞ 

石黒格 (2022). 「タイの⾒えない」他者との相互作⽤が主観的 well-beingを⾼める 数理社 
 

会学会第 73回大会（2022年 8月 27日、オンライン） 

 

石黒格 (2022). 最小相互作用と well-being：第２回全国パーソナル・ネットワーク調査によ 

る分析 日本社会心理学会第 63回大会ポスター発表(2022年 9月 15日 京都橘大学)  

 

清水裕士・水野景⼦・柏原宗一郎・石黒格 (2022). 社会⼼理学における構成概念の測定再 

考：理論と測定モデルの接合 日本社会心理学会第 63回大会ワークショップ(2022年 9 

月 15日 京都橘大学 指定討論者） 

 

石黒格 (2022). 最小相互作用の境界条件を探索する：Big-5 とサポート・ネットワーク  

日本グループダイナミクス学会第 68回大会(2022年 9月 17日、オンライン発表) 

 

石黒格 (2022). 日本人のネットワーク・サイズの変化：2005年と 2022年の比較 数理社会 

学会第 73回大会ポスター発表(2023年 3月 7日 筑波大学) 

 

 

 

■氏家悠太 

 

＜論文発表＞ 

（査読あり） 

Itoi, C., Ujiie, Y., Matsushima, K., Takahashi, K., & Ide, M. (2022). Validation of the 

 Japanese version of the Interoception Sensory Questionnaire for individuals with  

autism spectrum disorder. Scientific Reports, 12(1), 21722. 

https://doi.org/10.1038/s41598-022-25883-y 

 

Ujiie, Y., & Takahashi, K. (2022a). Own-race faces promote integrated audiovisual  

speech information. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 75(5), 924–935.  

https://doi.org/10.1177/17470218211044480 

 

https://doi.org/10.1038/s41598-022-25883-y
https://doi.org/10.1177/17470218211044480
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Ujiie, Y., & Takahashi, K. (2022b). Subjective Sensitivity to Exteroceptive and  

Interoceptive processing in Highly Sensitive Person. Psychological Reports, online  

first, 003329412211194.  

https://doi.org/10.1177/00332941221119403 

 

Ujiie, Y., & Takahashi, K. (2022c). Association of personality with habituation of physical  

and non-physical activities among Japanese adults: Results from questionnaire  

research before COVID-19 pandemic. Dialogues in Health, online first, 100076.  

https://doi.org/10.1016/j.dialog.2022.100076 

 

Ujiie, Y., & Wakabayashi, A. (2022). Intact lip-reading but weaker McGurk effect in  

individuals with high autistic traits. International Journal of Developmental  

Disabilities, 68(1), 47–55. 

https://doi.org/10.1080/20473869.2019.1699350 

 

（査読なし） 

喜田悠功，氏家悠太，髙橋康介 (2022).アニマシーを喚起するドット型ヘビ様刺激のパ 

ラメータに関する検討，電子情報通信学会技術研究報告, 122(326)，76-78. 

 

＜学会発表＞ 

Ujiie & Takahashi. (2023). Subjective Sensitivity to Exteroceptive and Interoceptive  

processing in Highly Sensitive Person. The 2023 SPSP Virtual Annual Convention.  

(SPSP2023) 

 

Ujiie & Takahashi. (2022). Perception of audiovisual speech synchrony for familiar and  

unfamiliar ethnic speakers. The 44th European Conference on Visual Perception 

 (ECVP2022). 

 

Suzuki, Ujiie & Takahashi. (2022). No influence of color and contrast on Flashed Face 

 Distortion Effect. The 44th European Conference on Visual Perception 

 (ECVP2022). 

 

糸井千尋・氏家悠太・大石悠貴・柏野牧夫．(2023).  「内受容感覚の主観評価と心拍知 

覚課題での定型・非定型発達の違い」, 第 13回多感覚研究会，大阪，2023年 2月 

 

 

https://doi.org/10.1177/00332941221119403
https://doi.org/10.1016/j.dialog.2022.100076
https://doi.org/10.1080/20473869.2019.1699350
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氏家悠太・髙橋康介．(2022).  「外受容・内受容感覚への主観的な過敏さと感覚処理感 

受性との関連」, 日本パーソナリティ心理学会第 31回大会，沖縄，2022年 12月 

 

喜田悠功，氏家悠太，髙橋康介 (2022).アニマシーを喚起するドット型ヘビ様刺激のパ 

ラメータに関する検討，HIP研究会，オンライン開催，2022年 12月 

 

鈴木萌々香・氏家悠太・高橋康介．(2022). 色コントラストが連続提示顔の変形効果に 

及ぼす影響．フォーラム顔学 2022. 香川, 2022年 9月 

 

高橋康介・氏家悠太・小島康生・松浦直毅・島田将喜. (2022). 長期フィールドワーカー 

の心理特性.日本心理学会第 86回大会 一般研究発表，2022年 9月 

 

糸井千尋・氏家悠太・松島佳苗・髙橋康介・井手正和. (2022). 日本語版 Interoception  

Sensory Questionnaire (ISQ-J)の作成および信頼性・妥当性の検討.日本心理学会第 

86回大会 一般研究発表，2022年 9月 

 

 

 

■江川隆男 

 

＜共著書＞ 

江川隆男「アルトー問題」、『アルトー横断――不可能な身体』、月曜社、2023年 2月、267- 

292頁 

 

＜書評＞ 

江川隆男「中田光雄著『ドゥルーズ＝ガタリ――資本主義、開起せよ、幾千のプラトー』、 

水声社、2021年」、『フランス哲学・思想研究』、日仏哲学会編、第 27号、2022年 9月、 

260-264頁 

 

江川隆男「ドゥルーズ哲学を再作動させるには――〈手段〉としての哲学研究は何を〈目標〉 

とするのか」（堀千晶著『ドゥルーズ――思考の生態学』、月曜社、2022年）、『読書人』、 

第 3468号、2022年 12月 9日、3頁 
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■大石幸二 

 

＜論文＞ 

大石幸二・青木啓・若井広太郎・藤島瑠利子・新城理奈・飯島徹・榎本拓哉（2022）． 

知的障害を伴う自閉スペクトラム症（ASD）児における対人相互作用の変容―行動 

観察を基にした情動的交流あそびの効果評価― 臨床発達心理実践研究，17，92- 

103．（2023年 02月 26日発行）（査読あり） 

 

大石幸二（2022）．自閉スペクトラム症児への社会関係支援が精神的健康に及ぼす効果  

人間関係学研究，27，51-60．（2022年 12月 28日発行）（査読あり） 

 

和田恵・大石幸二（2022）．高機能自閉症児における心情推察の評価方法―言語的側面に 

おける研究動向― 人間関係学研究，27，93-104．（2022年 12月 28日発行） 

（査読あり） 

 

大石幸二（2022）．発達に心配がある乳幼児支援のための行動コンサルテーション実践の 

課題 学校ソーシャルワーク研究，17，77-94．（2022年 10月 28日発行） 

（査読あり） 

 

神尾陽子・小林潤一郎・奥野正景・大石幸二・原口英之・肥後祥治・外岡資朗（2022）． 

多職種連携支援の観点から今後の成育医療の役割を問う 発達障害研究，44，23-31． 

（2022年 5月 31日発行）（査読なし） 

 

大石幸二・小関俊祐・戸ヶ﨑泰子・佐々木恵・門田光司・神尾陽子（2022）．公認心理師に 

よる教育分野におけるエビデンスに基づく発達支援 発達障害研究，44，64-66．（2022 

年 5月 31日発行）（査読なし） 

 

＜著書＞ 

大石幸二編集（2022）．標準公認心理師養成テキスト 文光堂．（2022年 6月 11日刊行） 

 

＜学会発表 ＞ 

神尾陽子・外岡資郎・大石幸二・肥後祥治（2022）．発達障害児診療の現状と多職種連携の 

課題 日本発達障害学会研究大会ポストセミナー．【話題提供者】 
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大石幸二（2022）．移行支援の体制整備や支援の進め方・在り方に関する概論．公認心理師 

の会（教育・特別支援部会）Web研修会・前期開催分第Ⅰ部「保育所・幼稚園から小 

学校への移行支援と多職種連携」．【基調講演者】 

 

下山真衣・原洋平・上野大・村松浩幸・大石幸二（2022）．まん延防止等重点措置期間にお 

ける附属特別支援学校におけるオンライン教育実習と教員養成 日本特殊教育学会 

第 60回大会（筑波大学；オンライン開催・オンデマンド）．自主シンポジウムⅡ-13． 

【指定討論者】 

 

大石幸二・竹森亜美・渡邉孝継・坂本真季・和田恵・木下愛・佐藤亜美・荻野梨紗子・ 

佐々木水穂・濵田佳那（2022）．高機能自閉スペクトラム症児における運動制御の促進 

―動作模倣課題における疲労感・困難感の主観的評定値の確認―．日本特殊教育学会 

第 60回大会（筑波大学；オンライン開催・オンデマンド）．ポスター研究発表 P12- 

19．【筆頭発表者】 

 

竹森亜美・大石幸二（2022）．感覚処理特性が運筆・書字反応に及ぼす効果の探索的検討―

通級指導教室と連携した運動調節スキルへの介入事例から―．日本特殊教育学会第 60

回大会（筑波大学；オンライン開催・オンデマンド）．ポスター研究発表 P12-17．【連

名発表者】 

 

渡邉孝継・竹森亜美・坂本真季・和田恵・木下愛・佐藤亜美・荻野梨紗子・佐々木水穂・ 

濵田佳那・大石幸二（2022）．自閉スペクトラム症児の社会的行動を促進する要因の 

検討―構造化面接を用いた母親からの日常生活場面に関する聴取を通して―．日本特 

殊教育学会第 60回大会（筑波大学；オンライン開催・オンデマンド）．ポスター研究 

発表 12-20．【連名発表者】 

 

小関俊祐・嶋田洋徳・戸ヶ﨑泰子・新井雅・大橋智・大石幸二（2022）．教育・特別支援分 

野における認知行動療法の浸透に向けて．日本認知・行動療法学会第 48回大会（宮崎 

県・シーガイヤ・コンベンションセンター）公認心理師の会共催企画シンポジウム 1： 

教育・特別支援分野．【指定討論者】 
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＜取材・報道＞ 

大石幸二（2022）．予防的生徒指導―「育ち」と「学び」の自立・自律支援― 教室の窓， 

66，8-9，東京書籍．（2022年 4月 1日刊行） 

 

大石幸二（2023）．実践の意味づけと保育者の語る力量について まなびのひろば，5， 

3．（一社）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構．（2023年 2月 28日刊行） 

 

 

 

■岡島純子 

 

＜論文＞ 

【原著】 

Okajima, J. & Okajima, I. Psychometric Properties of the Japanese Version of the Parental  

Acceptance and Action Questionnaire in Parents with Infants and Toddlers. International  

Journal of Environmental Research and Public Health. 2023, 20. 5674. doi:  

10.3390/ijerph20095674. 

 

【総説】 

岡島純子 神経発達症児に対する SST及びペアレント・トレーニング  

東京家政大学付属心理相談センター紀要 2023，23. 9－16. 

 

＜学会発表＞ 

岡島純子・谷晋二・畑琴音・Tamar Black・𠮷次遥菜・熊野宏昭 自主企画シンポジウム： 

自閉スペクトラム症児を育てる親に対するアクセプタンス＆コミットメント・セラ 

ピーの実践 日本認知・行動療法学会第 48回大会 2022 

 

 

 

■小口孝司 

 

＜学術論文＞（全て査読あり） 

Kawakubo, A. & Oguchi, T. (2023). Looking back on your travel memories? Effects of  

memorable tourism experiences on well-being via daily recovery experiences.  

Tourism Analysis: An Interdisciplinary Tourism & Hospitality Journal, 28(1), 13-27. 
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Miyakawa, E., Pearce, P., & Oguchi, T. (2022).  Savoring tourism: Exploring basic  

processes. Annals of Tourism Research. 88:104403. 

 

Kawakubo, A. & Oguchi, T. (2022). What Promotes the Happiness of Vacationers?  

A Focus on Vacation Experiences for Japanese People During Winter Vacation.  

Frontiers in Sports and Active Living, 4:872084. 

 

＜国際学会発表＞（査読あり） 

Kawakubo, A., Momoi, M., & Oguchi, T. (2022). Relationship between travel mode  

choice, travel satisfaction, and perceived risk to Covid-19: A case study in Japan.  

27th Asia Pacific Tourism Conference, Korea/ Online (July 2022) (Oral  

presentation). 

 

＜国内学会発表＞（査読なし） 

川久保惇・小口 孝司 (2022).  両想いになるとなぜ冷めてしまうのか？  

―“蛙化現象”の生起メカニズムの検討―  日本心理学会第 86 回大会, 日本大学, 東京

（9月） 

 

花井友美・小口孝司 (2022).  修学旅行の事前学習が高校生のキャリア選択自己効力感に 

与える影響 日本観光研究学会第 37回全国大会，金沢大学（12月） 

 

＜その他＞（査読なし） 

小口孝司 (2022). なぜリゾートに心理学が必要なのか？リゾート白書 2021（リゾート 

ビジネス研究会）, 181-182. 

 

小口孝司 (2022).［シングルスタイル・巡る］御朱印帳と出かける 読売新聞 5月 8日付  

取材協力 

 

小口孝司 (2022). 新たな企業像 親子に発信 キッザニア福岡 日本経済新聞 7月 29付  

取材協力 

 

小口孝司 (2023). 旅するココロ レディースクラブ NEWS 104号, 6. 

 

小口孝司 (2023). 心を癒やす旅行のポイント   ～「メンタルヘルス・ツーリズム」とは～  

三井ホーム倶楽部  

https://www.mitsuihomeclub.com/Column/Healthcare/016/ 

https://www.mitsuihomeclub.com/Column/Healthcare/016/
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■加藤千恵 

 

＜論文＞ 

加藤千恵（2022）超脱的觀念與内丹修行者的身體觀 

謝世維主編『養壽怡生：東亞道文化養生的多元視野』台湾新文豊出版社 

（中国語、査読あり） 

 

＜学会発表＞ 

加藤千恵（2022）任脈督脈と内丹 道教文化研究会（4月 23日オンライン開催） 

 

 

 

■カヴァナ先生 

 

＜書籍の章＞ 

Whitehouse, H., & Kavanagh, C. 'What Is the Role of Ritual in Binding Communities 

 Together?', in Justin L. Barrett (ed.), The Oxford Handbook of the Cognitive Science  

of Religion, Oxford Handbooks (2022), 278-302.  

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190693350.013.14. 

 

＜論文＞ 

Ebner, J., Kavanagh, C., & Whitehouse, H. (2022). The QAnon security threat: a linguistic  

fusion-based violence risk assessment. Perspectives on Terrorism, 16(6), 62-86. 

 

Lang, M., Xygalatas, D., Kavanagh, C. M., Craciun Boccardi, N. A., Halberstadt, J., Jackson, 

 C., ... & Gomez, A. (2022). Outgroup threat and the emergence of cohesive groups: A  

cross-cultural examination. Group Processes & Intergroup Relations, 25(7), 1739-1759. 

 

Ebner, J., Kavanagh, C., & Whitehouse, H. (2022). Is there a language of terrorists? A  

comparative manifesto analysis. Studies in Conflict & Terrorism, (Advance Online  

Edition), 1-27. https://doi.org/10.1080/1057610X.2022.2109244 

 

Mashuri, A., Putra, I. E., Kavanagh, C., Zaduqisti, E., Sukmawati, F., Sakdiah, H., & Selviana,  

S. (2022). The socio-psychological predictors of support for post-truth collective  

action. The Journal of Social Psychology, 162(4), 504-522. 

 

https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190693350.013.14
https://doi.org/10.1080/1057610X.2022.2109244


立教大学 心理芸術人文学研究所 

 

Hoogeveen, S., Haaf, J. M., Bulbulia, J. A., Altay, S., Bendixen, T., Berniūnas, R., Kavanagh,  

C., Levy, N., & Turpin, H. (2022). The Einstein effect: global evidence for scientific source  

credibility effects and the influence of religiosity. Nature Human Behaviour, 6, 523–535. 

 

Schweinsberg, M., Feldman, M., Staub, N., van den Akker, O. R., van Aert, R. C., Van 

 Assen, M. A., Kavanagh C. M.,... & Schulte-Mecklenbeck, M. (2021). Same data,  

different conclusions: Radical dispersion in empirical results when independent anal 

ysts operationalize and test the same hypothesis. Organizational Behavior and Hum 

an Decision Processes, 165, 228-249.  

 

＜学会発表＞ 

Postill, J., Kavanagh, C., & Browne, M. (Jul 2022) The impact of Covid-19 and Ukraine on  

the anti-woke movement: ethnographic dispatches from the online culture wars. 17th 

 European Association of Social Anthropologists Biennial Conference. Queen’s  

University, Belfast.  

 

Kavanagh, C. (Nov 2021) Ritual Trauma as Social Glue: Examining the role of dysphoric  

ritual experiences in generating social bonds, identity transformations, and extreme pro- 

group behavior. ISPP Virtual Seminar Series: Asia-Pacific Region. Virtual Presentation.  

 

Kavanagh, C. (April 2021) Ritualized Trauma & Social Bonding: Examining the role of  

dysphoric ritual experiences in generating social bonds, identity transformations, and  

extreme pro-group behavior. [Presentation] Seminar series at LEVYNA Laboratory for  

the Experimental Research of Religion. Masaryk University, Brno, Czech Republic.  

 

Kavanagh, C. (April 2021) The promises and perils of multi-modal research: Exploring  

contemporary debates and identifying some practical techniques to improve data quality  

from online crowd-sourcing platforms and offline field research. [Workshop] LEVYNA  

Laboratory for the Experimental Research of Religion. Masaryk University, Brno, Czech  

Republic.  
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■白井述 

 

＜論文＞ 

Suzuki, C., Shirai, N., Sasaki, K., Yamada, Y., & Imura, T. (2023). Preschool children aged 4 

to 5 years show discomfort with trypophobic images. Scientific Reports, 13, 2768, 1-9. 

https://doi.org/10.1038/s41598-023-29808-1（査読あり） 

 

Aoki, M., Yamazaki, Y., Otsuka, J., Okamoto, Y., Takada, S., Shirai, N., Fujimoto, T., Ochi, G., 

Yamashiro, K., Sato, D., & Amano, T. (2022). Influence of Heat Exposure on Motor 

Control Performance and Learning as Well as Physiological Responses to Visuomotor 

Accuracy Tracking Task. International Journal of Environmental Research and Public 

Health, 19(19), 12328. https://doi.org/10.3390/ijerph191912328（査読あり） 

 

Shirai, N. & Imura, T. (2022). Developmental changes in gaze patterns in response to radial 

optic flow in toddlerhood and childhood. Scientific Reports, 12, 11566, 1-11. 

https://doi.org/10.1038/s41598-022-15730-5（査読あり） 

 

Mori, S., Nakamoto, H., Shirai, N., & Imanaka, K. (2022). Developmental Changes in the 

Magnitude of Representational Momentum Among Nursery School Children: A 

Longitudinal Study. Frontiers in Psychology, 13:882913, 1-11.  

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.882913（査読あり） 

 

Shirai, N., Kawai, M., Imura, T., & Otsuka, Y. (2022). A novel on-demand remote testing 

system for infant visual perception. The Japanese Journal of Psychonomic Science, 

40(2), 110-120. https://doi.org/10.14947/psychono.40.27（査読あり） 

 

＜著書＞ 

白井述（2022）．「4. 9 オプティックフローと行動制御」日本視覚学会（編），視覚の事典，

朝倉書店，pp. 208-211 

 

＜学会発表＞ 

白井述・近藤理沙・小泉直也・田中恒彦（2022）．映像コンテンツへの子どもの選好に空中

像表示のおよぼす影響．日本心理学会第 86回大会，日本大学，2022年 9月 9日 
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河合瑞季・白井述・大塚由美子・小林恵・田中恒彦（2022）．COVID-19パンデミック下で

育つ乳児のマスク顔知覚に関する検討．第 22回日本赤ちゃん学会学術集会，自治医科

大学， 2022年 6月 29日〜7月 31日（オンデマンドポスター発表） 

 

 

 

■砂連尾理 

 

＜公演＞ 

佐久間新（ジャワ舞踊家）、砂連尾理（ダンサー・振付家）、野村誠（音楽家） 問題行動ト 

リオパフォーマンス「ビジュツセッシュ」＋「トワダノワダイ」（Arts Towada十周年 

記念「インター＋プレイ」展第 3期参加）十和田市現代術館：2022年 5月 14日、 

十和田市泯文化センター：2022年 5月 15日 

 

砂連尾理（ダンサー・振付家、山形ビエンナーレ 2022「まちのおくゆき」招聘作家）「さわ 

る/ふれる——ここにいない人と踊るためのエチュード」やまがたクリエイティブシテ 

ィセンターQ1、2022年 9月 10日、11日 

 

カマル・サブラン（サウンド・アーティスト）、砂連尾理（ダンサー・振付家）、神村恵（ダ 

ンサー・振付家） 「Totsu Totsu Dance」（Ipoh Healing Arts Festival 参加）PORT (No.9, 

 Jalan Sultan Azlan Shah, Ipoh)、2022年 12月 29日 

 

中島麦（美術家）、砂連尾理（ダンサー・振付家） 展覧会舞台「みるみるみる」茨木市ク 

リエイトセンター、2023年 1月 8日 

 

＜寄稿＞ 

砂連尾理「ふれあい」『つくる公共 50のコンセプト』（岩波書店）2023年 2月 16日、pp116- 

119 

 

＜報告展示会＞ 

砂連尾理(ダンサー/振付家) 認知症者・高齢者と介護者とつくる「アートのような、ケアの 

ような 《とつとつダンス》」2022年度活動報告展示会 さいたま市文化センター展示 

室Ａ、2023年 2月 25日 

https://torindo.net/news/2022report/ 
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■滝浪先生 

 

＜論文＞ 

滝浪佑紀、「出来事への驚き、新しいメディアの冒険――YouTuber動画の分析」『立教映

像身体学研究』10号、47-64頁。 

 

＜学会ワークショップ＞ 

滝浪佑紀、原島大輔、川村覚文、「メディアと情動：理論と事例研究の立場から」日本メ

ディア学会2022年度春季大会、日本女子大学、6月5日（企画と司会を担当）。 

 

＜新聞書評＞ 

滝浪佑紀、山根貞男著『映画を追え――フィルムコレクター歴訪の旅』、『北羽新報』3

月16日、『陸奥新報』3月18日、『北日本新聞』3月18日、『福島民報』3月18日、

『デイリー東北』3月26日。 

 

 

 

■都築誉史 

 

＜著書＞ 

都築誉史 (2023). 認知・思考―機序と障害―（第7部-2 知覚・認知心理学） 岩壁茂他 （編）  

臨床心理学スタンダードテキスト 金剛出版, 294-301. 

 

＜論文＞ 

都築誉史 (2022). 認知心理学的視点から（特集1：さまざまな視点から意思決定を考察する）  

精神科, 41 (4), 473-479. 

 

＜学会発表＞ 

小川勢太・都築誉史 (2022). 自由意志信念が多肢選択意思決定と利益最大化傾向に及ぼす

影響 日本心理学会第86回大会，日本大学 (2022年9月8－11日) 

 

都築誉史 (2022). 意思決定スタイルとニューメラシーが多肢選択意思決定における妥協効

果に及ぼす影響 第64回消費者行動研究コンファレンス，専修大学 (オンライン開催) 

(2022年5月14－15日) 
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都築誉史 (2022). 多肢選択意思決定における多様な認知バイアスに関する実験心理学的検

討（シンポジウム 3：ヒューマンエラーの基礎心理学） 日本基礎心理学会第41回大

会，千葉大学 (2022年12月2－4日)  

 

都築誉史・武田裕司 (2022). 利益最大化傾向とニューメラシーが多肢選択意思決定におけ

る魅力効果に及ぼす影響 日本心理学会第86回大会，日本大学 (2022年9月8－11日) 

 

 

 

■長門洋平 

 

＜著書（分担執筆）＞ 

長門洋平「神代辰巳の音響空間――日活ロマンポルノにみる選曲とアフレコの美学」、志村 

三代子／ヨハン・ノルドストロム／鳩飼未緒編『日活ロマンポルノ 性の美学と政治学』 

水声社、2023年、87-121頁。 

 

＜書評＞ 

長門洋平「音による複数の物語：山本祐輝『ロバート・アルトマンを聴く』書評」、『表象』 

第 16号、2022年、243-246頁。 

 

＜評論＞ 

長門洋平「ゴダール映画のサウンドトラック――ジョン・ゾーンの初期作品をネガとして」、 

『ユリイカ』2023年 1月臨時増刊号、416-429頁。 

 

長門洋平「三宅唱、あるいは映画における手話の聴覚性について」、『ユリイカ』2022年 12 

月号、114-125頁。 

 

＜講評会＞ 

酒井直之、長門洋平「立教大学現代心理学部映像身体学科「映身展 2023」」（2023年 2月 

5日、北千住 BUoY） 
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■日高聡太 

 

＜論文＞ 

Hidaka, S., Tucciarelli, R., Azañón, E., and Longo, M. R. (2022). Tilt adaptation aftereffects 

reveal fundamental perceptual characteristics of tactile orientation processing on the hand. 

Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 48(12), 1427–

1438.  

 

Suzuishi, Y., and Hidaka, S. (2022). Noninformative vision of body movements can enhance 

tactile discrimination. i-Perception, 13(1), 1–13.  

 

＜学会発表（国内学会）＞ 

Hidaka, S., Kawagoe,T., Asai,N., Teramoto,W. Investigations on sensory problems for older 

people in daily life. International Symposium on Lifelong Sciences (March, 19, 2023, 

Kyoto University, Kyoto). 

 

鈴石陽介, 日高聡太. 操作中の視覚物体の運動速度および方向の変化による錯覚的な触覚

抵抗感の生起と運動主体感の関係. 第 13 回多感覚研究会 (2023 年 2 月 18 日, 立命館

大学大阪いばらきキャンパス) 

 

日高聡太, Raffaele Tucciarelli, Elena Azañón, Matthew R. Longo. 手の表面上で生じる傾き

残効. 日本基礎心理学会第 41回大会 (2022年 12月 3日, 千葉大学西千葉キャンパス) 

 

鈴石陽介, 日高聡太. 視覚物体の運動速度および方向の操作による錯覚的な抵抗感の生起

と運動主体感との関係. 日本基礎心理学会第 41 回大会 (2022 年 12 月 3 日, 千葉大学

西千葉キャンパス) 

 

日高聡太. 多感覚研究から知覚・認知処理に迫る. 日本心理学会第 86回大会 (2022年 9月

8日, 日本大学文理学部)【招待講演：国際賞奨励賞受賞講演】 
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■前田楓 

 

＜論文＞ 

Maeda, K., Hashimoto, H., & Tanida, S. (2023). Cooperators pay more attention to the 

outcome of mutual cooperation in the one-shot prisoner’s dilemma game: Empirical 

evidence from an eye-tracking study. Letters on Evolutionary Behavioral Science, 14, 8-

12.（査読あり） 

 

Hashimoto, H., Maeda, K., & Sato, K. (2022). Future-oriented thinking promotes positive 

attitudes toward the “Help Mark” in Japan. Frontiers in Rehabilitation Sciences, 3:967033.

（査読あり） 

 

Maeda, K., Kumai, Y., & Hashimoto, H. (2022). Potential influence of decision time on 

punishment behavior and its evaluation. Frontiers in Psychology, 13:794953.（査読あ

り） 

 

Hashimoto, H., Maeda, K., Yamamoto, K., & Mifune, N. (2022). Willingness to be the recipient 

during the dictator game. BMC Research Notes, 15:261.（査読あり） 

 

＜学会発表＞ 

Maeda, K., & Hashimoto, H. (2023). Interdependent self-construal and social tolerance 

among the japanese: Differential roles of harmony seeking and rejection avoidance. 

International Convention of Psychological Science, Brussels, Belgium. 

 

前田 楓・橋本博文・谷田林士 (2022).  囚人のジレンマゲームの利得表を反転させると協

力率は低下するのか？   日本人間行動進化学会第 15 回大会（於：北海道大学, 12 月

10日-11日） 

 

前田 楓・橋本博文・佐藤剛介 (2022).  インクルーシブ教育に対する認識についての日米

英豪比較  日本グループ・ダイナミックス学会第 68回大会（オンライン開催, 9月 17-

18日） 

 

前田 楓・橋本博文・谷田林士 (2022). 社会的交換ヒューリスティック仮説の再検討: 囚人

のジレンマゲームにおける協力者の意思決定時間および利得表への注視パタンの分析  

日本社会心理学会第 63回大会（京都橘大学, 9月 14-15日）  
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前田 楓 (2022).  「共有された情報」が防災意図や防災行動にもたらす効果の検討  安全

工学シンポジウム 2022  オーガナイズドセッション「災害と防災の心理学」  (オンラ

イン開催, 6月 29日-7月 1日） 

 

 

 

■宮川麻理子 

 

＜論文＞ 

宮川麻理子「舞踏とミショー––大野一雄の蔵書調査を中心に」『立教映像身体学研究』第 10 

号、2023年 3月、pp. 85-100（研究報告・査読なし）。 

 

＜学会発表（国際学会）＞ 

Miyagawa Mariko, «How Did Japanese Dancers Reflect the War? - US Cultural Diplomacy,  

Continuing German Modern Dance and Representation of Blackness », IFTR the 15th  

Colloquium of ATWG, 中正大學（嘉義、台湾）、2023年 2月 19日。 

 

＜学会発表（国内学会）＞ 

宮川麻理子「大野一雄論――身体とエクリチュール」博士論文発表、舞踊学会第 25回定例 

研究会、オンライン、2022年 6月 18日。 

 

＜その他＞ 

宮川麻理子、Dance-Talk ④ゲストスピーカー「プロセスを見ること」、主催：科研プロジェ 

クト「シアトロクラシーとデモクラシーの交差 演劇性と政治性の領域横断研究」、 

慶應義塾大学三田キャンパス、2022年 7月 20日。 

 

宮川麻理子、溝端俊夫、展示『Tanzschritte』テキスト執筆（1934年・1959年担当）、 

主催：東京ドイツ文化センター、ゲーテ・インスティトゥート東京、2022年 10月 

11日〜30日。 

 

宮川麻理子、ダンス公演『どこかで生まれて、どこかで暮らす。−東村山にて−』レポート、 

  木村玲奈『どこかで生まれて、どこかで暮らす。』HP、2022年 12月 28日、 

https://wp.me/p9lIPn-dH。 

 

 

 

https://wp.me/p9lIPn-dH
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宮川麻理子、研究発表「江口博が見た戦時下の舞踊」、早稲田大学演劇博物館演劇映像学連 

携研究拠点令和 4年度公募研究課題「江口博旧蔵資料にみる戦時下から戦後の舞踊」 

(代表:宮川麻理子) 主催「1年次コレクション調査報告および研究成果発表」、早稲田 

大学、2023年 1月 28日。 

 

宮川麻理子、PARA レクチャー講師「ただ「踊り」ではダメなのか？──ダンスにおける 

「作品」について考える」PARA神保町、2023年 2月 4日。 

 

 

 

■横山太郎 

 

＜学会発表（国際学会）＞ 

Yokoyama Taro. "Dreams as a narrative device in noh", 2022 IFTR(International Federation 

 of Theatre Research) World Congress, 2022-06-24, Reykjavik(Iceland). 

 

＜学会発表（国内学会）＞ 

横山太郎、「近代能楽における家元制とわざの伝承」、芸能史研究会 東京特別集会、2022年 

12月 3日、オンライン。 

 

＜公開講演＞ 

横山太郎・武田宗典・関根祥丸、荒磯 GIMZA能事前講座「龍田・善界」講師、2022年 11 

月 10日、観世能楽堂。 

 

天野文雄・観世清和・田中安比呂・横山太郎、復曲「賀茂物狂」特別公開講座 座談会司会、 

2022年 7月 4日、国立能楽堂。 

 

横山太郎・岡庭祥大・坂井音晴、荒磯 GIMZA能事前講座「班女・安達原」講師、2022年 5 

月 19日、観世能楽堂。 

 

＜その他＞ 

観世清和・松岡心平・横山太郎、「（鼎談）〈檜垣〉蘭拍子について」、『観世』 89巻 6号、 

2022年 11月。 

 

横山太郎、「研究展望 2019年（平成 31年・令和元年）その他」、『能楽研究』47号、2023 

年 3月。 
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門林岳史・田中祐理子・横山太郎、「座談会『表象文化論研究』を振り返って──2000年代 

における表象文化論の位置と学生研究」、『Phantastopia』2号、2023年 3月。 

 

小田仲章浩・岩井眞實・横山太郎、田中里奈、「（書評）A History of Japanese Theatre」、『日 

本演劇学会英文紀要』2023年 3巻 1号、2023年 3月。 

 


