
1 秋川流域の民家 小谷田孝之
2 ヨーロッパの野外民家博物館 杉本尚次
3 東南アジアの民家 鶴藤鹿忠
4 大和棟について 川島宙次

1 屋根型の旅で目にとまったものの報告 丹生谷章
2 韓国江原道その他の民家 鶴藤鹿忠
3 西サモア村落の変化（1965－1974）－民家を中心として－ 杉本尚次
4 岡山、兵庫県境の「イロリ」の座名の消滅の形 鏡味明克
5 福岡県北野平野の別棟系民家 香月徳男
6 山形県の草屋根の角について 小野芳次郎

1 トレース海峡諸島の生活と民家 杉本尚次
2 小豆島の民家 鶴藤鹿忠
3 中近東の旅で見た民家 丹生谷章
4 讃岐の民家 市原輝士

1 ネパールの屋根型見て歩き 丹生谷章
2 福岡県北野平野の別棟系民家（Ⅱ） 香月徳男
3 長崎旧居留地の洋風住宅 土田充義

1 私の目にとまった丸屋根と角塔 丹生谷章
2 現代庶民住宅構法の特徴 渡辺一正

1 宇多津の町屋 市原輝士
2 伊万里の町家　武富家住宅 土田充義
3 民家戸数にもとづく地名 鏡味明克
4 弘前藩における中・下級武士住居 秋山晴子
5 福岡県北野平野の別棟系民家（Ⅲ） 香月徳男
6 紀州ぶき－日本の草屋根－ 小林梅次

1 赤間宿における町家について 秋山晴子
2 福岡県の千年家 土田充義
3 雲南省のウダツ 丹生谷章
4 フリランド・ミュゼ（国立野外博物館）に見るデンマークの古民家 宮崎玲子
5 ダルー・コナの民家（パプア・ニューギニア西部州） 杉本尚次
6 水車の保存について 香月徳男

1 奈良県の火葬場建築名称ムセヤについて 鏡味明克
2 岡山県新見市草間地区の民家 高原一朗
3 トラジャの民家 川島宙次
4 麹造りの蔵（その用と美） 土田充義
5 水没する余呉の民家 網谷りょういち
6 旧赤間街道における町家について－(その２)畦町－ 秋山晴子
7 正宗白鳥生家の平面形式と建築年代 皆木国義
8 西サモア村落の変化 杉本尚次
9 島原の草屋根ふき 小林梅次

10 九州の離島民家－五島列島・松浦地方－ 小西龍三郎

第５回大会研究発表　1978年７月１日　サンライフ久留米（福岡県久留米市）

第６回大会研究発表　1979年６月30日　山形県立博物館（山形県山形市）

第７回大会研究発表　1980年５月17日　大学セミナーハウス（東京都八王子市）

第８回大会研究発表　1981年５月30日　まきび会館（岡山県岡山市）

　　　　　　一般社団法人日本民俗建築学会大会研究発表　　○は筆頭発表者

第１回大会研究発表　1974年５月４日　私学会館（東京都千代田区）

第２回大会研究発表　1975年５月17日　なにわ会館（大阪府大阪市）

第３回大会研究発表　1976年５月15日　高松市市民文化センター（香川県高松市）

第４回大会研究発表　1977年６月４日　東京都勤労福祉会館（東京都中央区）



11 佐賀県白石平野の二棟造り 香月徳男
12 多摩丘陵民家における梁組架構法の編年について 山崎弘
13 韓国の民俗村 洪性鶴・篠田智章

1 安永９年（1780）造立の「じょうや造り」 網谷りょういち
2 四棟の解体民家の編年について 山崎弘
3 門前町仏生山の町屋 市原輝士
4 宮地嶽神社民家園について 今戸司郎
5 篠栗街道における町家について（その３） 秋山晴子
6 楠本端山旧宅について（郷土住宅の特徴） 土田充義
7 長崎県松浦地方に於ける中柱構造について 小西龍三郎
8 民家戸数の地名の日中比較 鏡味明克
9 ハンガリーの民家見聞 宮崎玲子

1 木曽三川河口地域における「小家」の名称 鏡味明克
2 発掘された室町期の農家－洛西寮の埋蔵文化財の調査から－ 網谷りょういち
3 天正12年の棟札 篠田智章
4 香川県直島の民家 市原輝士
5 社家・東角井家の住宅について 山崎弘
6 南インドの別棟型民家 宮崎玲子
7 筑波地域現代農家住宅の建方工事を見て 渡辺一正

1 明治中期の東京の土蔵造り商家 初田亨
2 漆器の町黒江における町割と家並 千森督子
3 古民家と生活の結びの一断面 佐藤重夫
4 佃島絵図からみた佃島の地割とその後の変化 山崎弘

5 八丈島中之郷地区民家の風ぐねと防風効果
古川修文・山田水城・
大塚信哉

6 民家の住まい方とその地方性－間取り－その３ ○吉原淳子・秋山晴子
7 周山街道北部の民家集落の現状 網谷りょういち

1 富山県高岡市の土蔵造りの町並み 初田亨
2 大阪の民家－1983・84年の調査から－ 杉本尚次
3 丹波型・大浦型の平面的相似について 網谷りょういち

4 九州民家における地方性
○坂田明京美・秋山晴
子

5 沖縄民家の方位性と神観念について 武者英二
6 集落構造と石敢当－沖縄・久米島－ 永瀬克己

7 沖縄久米島における民家の温熱・風環境について
古川修文・山田水城・
大塚信哉

1 台湾の島嶼（澎湖、蘭嶼）における民家の温熱・風環境について
古川修文・山田水城・
大塚信哉

2
台湾に於ける日本植民都市の研究－日本人農業移民村について　そ
の３－

郭中端

3 フランスの野外博物館 杉本尚次
4 明治期の都市の火災予防と土蔵造り 初田亨
5 ミヴァライ蘭嶼ヤミ族の住居チナンバダンの落成札 乾尚彦
6 内蔵の系譜について 池浩三
7 美山町の茅葺民家群 網谷りょういち
8 奥多摩町の民家について 山崎弘
9 永源寺町旧東小椋村地区に於ける茅葺屋根の現状 早瀬哲恒

1 東北地方民家における冬季気候適応形態について－仮設の雪対策－ 月舘敏栄
2 本陣建築修覆史小考－有壁宿本陣文書から－ 藤島幸彦

第11回大会研究発表　1984年６月２日　角館伝承館（秋田県角館町）

第12回大会研究発表　1985年６月１日　中部大学（愛知県春日井市）

第13回大会研究発表　1986年５月31日　東広島平安閣（広島県東広島市）

第14回大会研究発表　1987年５月16日　東京ガーデンパレス湯島会館（東京都文京区）

第９回大会研究発表　1982年６月５日　国立民族学博物館（大阪府吹田市）

第10回大会研究発表　1983年６月４日　館山市市営国民宿舎鳩山荘（千葉県館山市）



3 信州の本棟造り－棟造り・本峰・本棟造り・破風屋の比較研究－ 小林昌人
4 伊賀阿山町に見る茅屋根の地域的特色 早瀬哲恒
5 マキノ町在原民家群 網谷りょういち

6 中国江南地方における新築農村住宅の住み方の事例研究
○伊藤庸一・富樫頴・
藤本尚久・岡田知子・
大津真

7
ニューイングランドの伝統的建築物－アメリカ合衆国の野外博物館
調査から－

杉本尚次

1 納戸と塗籠 池浩三
2 蚕業技術と民家－蚕書と蚕業功労者を輩出した上塩尻－ 小林昌人
3 浦田地区の民家群－新潟県東頚城郡松之山町浦田－ 網谷りょういち
4 埼玉・平地農家住宅の土地空間に関する考察－ウマヤとカマド－ ○伊藤庸一・岡部雅美
5 旧中山道追分宿の町並みと現存する町家の復原について 山崎弘

6
韓国、莞島・済州島の調査研究－空間構成と冬季温熱・風環境につ
いて－

古川修文・山田水城・
鄭宗炫・小松正宏

1 家屋名称の分布と変化－イエからウチへ－ 鏡味明克
2 青森県黒石地方の民家について－特徴と編年－ 月舘敏栄
3 武蔵御嶽神社御師集落について 山崎弘
4 分棟型から大和棟へ－奈良県都祁村の民家から－ 網谷りょういち
5 博多の町割と町家 土田充義

6 対馬の石屋根小屋の構法と材料の温熱特性
○古川修文・山田水
城・鄭宗炫・多田剛

7 アメリカ合衆国の野外博物館－調査概報－ 杉本尚次

8
遊牧民の移動型住居に関する研究－中国内蒙古自治区の蒙古包(パ
オ)を中心として－

乾尚彦・橋本孝・関川
貴康・竹内一

1 煉瓦の歴史と発達-鉄道の煉瓦を題材として- 網谷りょういち

2 口永良部島民家の空間構成と風環境について
○古川修文・山田水
城・多田剛

3 土間いろり考 小林梅次
4 薩藩麓の性格と武家屋敷構えの考察 土田充義
5 祝祭空間としての住居－滋賀県蒲生郡日野町の調査から－ 塩谷壽翁
6 文人とその住居-白雪楼と留春居について- 佐藤重夫

1 関東地方の近代和風建築 初田亨
2 農村住居にあらわれたふたつの生活型とその変容 塩谷壽翁
3 明治・大正期における和洋折衷邸宅に関する文化史的一考察 藤島幸彦
4 中国農村の土造住居－洛陽のヤオトンと福建省環形土楼住居 伊藤庸一・岡部雅美

5 中国内蒙古の住居
○近藤展由・住谷浩・
乾尚彦

6 北海道開拓の村建設の概要 村上孝一
7 茅壁があった村－長野県下水内郡栄村と周辺－ 網谷りょういち
8 『蚕書』の影響がある上塩尻集落の民家について 山崎弘・鈴木晶子
9 沖縄民家の外部空間構成と防風との関係について ○古川修文・山田水城

1 和気の大国家 高原一朗

2 新潟県上川村室谷の民家の空間構成と居住環境に関する研究
○古川修文・山田水
城・宮武直樹・金秀璘

3 美浜町日向の漁村－漁村的なるものを伊根町と比較しながら－ 御船達雄

1 美山町・茅葺き民家群の現状 網谷りょういち
2 丹塗の習俗について 池浩三
3 斐川の築地松と民家の空間構成 伊藤庸一

第16回大会研究発表　1989年６月10日　大阪工業大学（大阪府大阪市）

第17回大会研究発表 1990年５月19日 工学院大学(東京都新宿区)

第18回大会研究発表 1991年５月18日 北海道工業大学(北海道札幌市)

第19回大会研究発表　1992年６月13日　福井県立博物館（福井県福井市）

第20回大会研究発表　1993年５月29日　八戸ハイツ（青森県八戸市）

第15回大会研究発表　1988年６月18日　京都工芸繊維大学（京都府京都市）



4
写真資料にあらわれた住居における身体動作のしかた－食事炊事の
おこなわれかたについての通文化的比較の試み－

塩谷壽翁

5 タタラと吉水亭 橋本秀夫

6
新潟県上川村室谷の民家の空間構成と居住環境に関する研究(その
２)

○古川修文・山田水
城・宮武直樹

7 神観念からみた沖縄民家の空間構成 武者英二

1 現況報告　ダムに水没する余呉町の古民家 網谷りょういち
2 秋田県仙北地方の曲り家の構法的特徴について 月舘敏栄
3 近代化と伝統民家－西サモア村落の変化－ 杉本尚次
4 国道９号線と三和町の茅葺屋根 早瀬哲恒

5
ダム建設によって移転した集落の再生現状－集落の滅失と再生に関
する研究（その３）－

○古川修文・山田水
城・宮武直樹

6 バイ族ダイ族の住居の非日常的意味　かくされた空間次元　その１
○塩谷壽翁・宮崎玲
子・沖田富美子

7 ダイ族住居の非日常的意味　かくされた空間次元　その２
○宮崎玲子・塩谷壽
翁・沖田富美子

8 本家と母屋・分家と新屋 鏡味明克

1 瀬戸内民家群の比較 網谷りょういち

2
民家集落の復原に関する研究－聞き取り法によるケース・スタ
ディー（１）沖縄・小湾の民家形態－平面形の考察－

○永瀬克己・武者英二

3 山形県所在の旧青山嘉左衛門家の建築群について 御船達雄
4 かいにょ民家の空間特性-砺波平野における散居の住文化論的考察- 伊藤庸一
5 阪神大震災と文化財－歴史的建造物を中心に－ 杉本尚次

6
ダム建設によって移転した沼尾と室谷集落の再生現状－集落の滅失
と再生に関する研究(その４)－

○古川修文・宮武直
樹・山田水城

7 備中吹屋・西江家 高原一朗
8 鹿児島県知覧町の二棟造り民家 香月徳男
9 知覧大工による二つ家の成立過程 土田充義

10
風水思想から見た韓国楽安邑城と河回集落の空間構成に関する比較
研究

○朴賛弼・山田水城・
古川修文

11 ダイ族のちいさな村から－守護霊儀礼と住居－

○塩谷壽翁・宮崎玲
子・沖田富美子・宮崎
祐子・下原拓也・西尾
真一・青木理香

12 熊本県八代市の民家－両鍵の民家遺構である村崎家、谷岡家－ 原田聰明

1 北海道アイヌ建築の平面規模－白老地方と二風谷地方－ 小林法道

2
民家集落の復元に関する研究－聞き取り法によるケース・スタ
ディー（２）沖縄・小湾の民家形態－平面形の特徴と類型－

○永瀬克己・武者英二

3
樹木による光と影の空間構成に関する研究－民家と社寺の事例につ
いて－

○古川修文・宮武直
樹・山田水城

4
風水思想からみた済州島城邑集落の空間構成の考察と風水思想を利
用した現代的集合住宅の空間構成の提案

○朴賛弼・山田水城・
古川修文

5 中国雲南省西双版納タイ族民居の構法と室内環境について 月舘敏栄
6 婚礼の儀礼と住居－哈尼族の採取記録から－ 塩谷壽翁

1 白老地方の北海道アイヌ建築の平面形 小林法道

2
民家集落の復元に関する研究－聞き取り法によるケース・スタ
ディー（３）沖縄・小湾の民家形態－建築造りと呼称－

○永瀬克己・武者英二

3 室戸の民家の外部空間構成と風・温熱環境
○古川修文・溝淵博
彦・宮武直樹・中澤治
重・山田水城・

4 風水思想からみた知覧町武家屋敷の空間構成の考察
○朴賛弼・山田水城・
古川修文

5 京町家における現代的な住み方 ○伊藤庸一・谷口裕美

6 シミュレーションによる日本の代表的民家の通風特性
○出口清孝・
Dominique GROLEAU

7 旧陸軍広島湾要塞 橋本秀夫

第23回大会研究発表　1996年５月18日　千葉大学（千葉県千葉市）　

第24回大会研究発表　1997年５月24日　高知県立歴史民俗資料館（高知県南国市）

第21回大会研究発表　1994年６月４日　群馬県立生涯学習センター（群馬県前橋市）

第22回大会研究発表　1995年５月27日　知覧町民会館（鹿児島県知覧町）



8
中紀地方の民家における雨除け板の変容に関する研究-マエダレイタ
とセキイタを中心にして-

千森督子

9 中国雲南省白族民居における構法的特徴の研究 月舘敏栄
10 ペー族の葬送の儀礼・採取報告 塩谷壽翁

1 二風谷地方の北海道アイヌ建築の平面 小林法道
2 岐阜県小坂町における益田造り民家の住まい方に関する研究 田立麻衣子・町田玲子
3 築庭名称「前栽」の方言化 鏡味明克

4
京都府船井郡日吉町の民家に関する考察－解体調査による湯浅治家
（日吉町楽河）の形態の復原考察－

松田剛佐

5 外泊の民家の石垣と防風効果に関する研究
○古川修文・宮武直
樹・山田水城

6 伝統的民家と現代住宅との昼光・照明の特徴に関する比較 出口清孝

7
民家集落の復元に関する研究－聞き取り法によるケース・スタ
ディー（４）沖縄・小湾の民家形態－中心としての仏壇－

○永瀬克己・武者英二

8
ダイ・ルー族の住居における空間のシンボリズム　西双版納ムオ
ン・ラー・バーン・ロン（曼龍）の調査から

塩谷壽翁

9 広島の近代文化遺産　後楽のこころ 橋本秀夫
10 インターネット・アクセスによる民俗建築画像データ・ベース検索 乾尚彦

1 旭川地方の北海道アイヌ建築 小林法道
2 モロッコの風土と住まい 伊藤庸一

3
佐賀県武雄市東川登の民家について－くど造りの母屋と小屋の一体
化について－

原田聰明

4 クド造り形式を消去して直屋根型にした民家 香月徳男

5 集落の滅失と再生に関する研究－室谷集落移転７年後の変容－
○古川修文・宮武直
樹・山田水城

6
民家集落の復元に関する研究－聞き取り法によるケース・スタ
ディー（５）沖縄・小湾の民家形態－座の空間構成－

○永瀬克己・武者英二

7 チャイコフスキー博士とサノク野外民俗建築博物館 杉本尚次
8 比較住居の試み－韓国と日本の農村住居を例にして－ 塩谷壽翁
9 仏ナント市の水辺空間 出口清孝

1 北海道アイヌ建築の方向－神窓の方向－ 小林法道
2 台湾・大渓の町並みと生活変容 伊藤庸一
3 近代都市住宅建築・住宅街景観の「民俗建築性」をめぐって 藤島幸彦
4 橋本における明治中期の京風町家について ○御船達雄・平山育男

5
集落の滅失と再生に関する研究－新潟県東蒲原郡上川村室谷－新旧
家屋の屋根形態、隣棟間隔、圧迫感について

○森田克己・古川修
文・山田水城

6 古代ローマのカラカラ浴場の設備とエネルギーに関する考察 出口清孝
7 気流と温熱シミュレーションによる中国窟洞の地中住居特性 ○越沼直彦・出口清孝
8 シミュレーションによる韓国オンドルの暖房効果と空間構成 ○三田拓遂・出口清孝

1 冬季におけるモンゴル型ゲルの室内温熱環境 ○三田拓遂・出口清孝
2 サウジアラビアに広がる日干し煉瓦住居の自然冷房 ○越沼直彦・出口清孝

3
沖縄・小湾における戦後集落の形成過程－収容所の生活空間から移
住地の住まいづくりへ－

○永瀬克己・武者英二

4 沖縄・渡名喜島集落の生成と形成 ○武者英二・永瀬克己
5 群馬県六合村赤岩集落における土蔵造り民家の温熱環境に関する研究 ○金田正夫・古川修文

6
集落の滅失と再生に関する研究－その７　３地域の集落移転に見る
間取りの変化について－

○古川修文・山田水城

7 バリ島・クルンクンにおける住空間の変容について 高村雅彦

8
厦門における祠廟の空間構成と近代の変容過程について－福建省閩
南地方の建築・都市研究－

恩田重直

9 旧北田家・柏谷家住宅について－和歌山県橋本市の長屋建築－
○平山育男・御船達
雄・梅嶋修・西沢哉子

10 紀の川沿いの離れ座敷群について－和歌山県橋本市の町家研究より－ ○御船達雄・平山育男
11 中国アムール川流域の少数民族の住まい－極寒に対処する－ 宮崎玲子
12 山口県豊北町矢玉のすまい－魚家住宅の事例報告－ 坪郷英彦

第27回大会研究発表　2000年５月27日　法政大学（東京都小金井市）

第28回大会研究発表　2001年５月26日　山口大学（山口県山口市）

第25回大会研究発表　1998年５月23日　中部大学（愛知県春日井市）

第26回大会研究発表　1999年５月22日　九州産業大学（福岡県福岡市）



13
ダイ・リャム族とワ族の住まい－中国雲南省孟連ダイ族ラフ族ワ族
自治権のフィールドワークから－

塩谷壽翁

1
歴史都市漢陽・ソウルの都市形成の基礎的研究その１　都市空間の
形成過程についての考察

○朴賛弼・古川修文・
山田水城

2 ネパール、カトマンズ盆地に於ける仏教徒の住居について 池田恵子
3 中南米カリブ海に浮かぶ小国ドミニカ共和国の暮らし 宮崎玲子
4 中国ハルピン市近郊農村における住まいと冬の暮らし 月舘敏栄
5 地中海サントリーニ島の洞窟型住居の省エネルギー特性 出口清孝
6 民家における伝統的構法及び材料の調湿性能に関する研究 ○金田正夫・古川修文

7
置き屋根の構法をＲＣ造住宅の温熱環境改善に応用する研究－沖縄
の景観を緑と赤瓦風寄せ棟屋根に戻すために－

○古川修文・朴賛弼・
出口清孝・永瀬克己・
山田水城

8 橋本・池永洋三家住宅　旧橋本本陣の成立について ○平山育男・御船達雄
9 水彩都市　深川と住まい－民俗調査から－ 佐志原圭子

1 ４次元ＧＩＳを用いた京町家モニタリングシステムの構築

河原典史・○矢野桂
司・古賀慎二・高瀬
裕・河角龍典・井上
学・河原大・岩切賢

2 瀞峡の民家－木津呂集落の屋敷構えと家屋形態－ ○千森督子・米村敦子

3
現代都市住宅における「民俗」の試み－自宅建設における小さなこ
だわりの経験から－

森栗茂一

4
新潟県出雲崎町旧高橋金次郎家住宅について－近代化における大規
模民家とその接客空間－

平山育男

5 八代平野の両鍵民家について 原田聰明

6 民家における特殊用語の研究
高野菜緖・○古川修
文・朴賛弼

7 沖縄・小湾の戦後復興住宅と建築家仲座久雄 ○永瀬克己・武者英二
8 東南アジアの高床式住居の温熱・空気環境に関する研究 ○稲毛敦子・出口清孝
9 中国浙江省の同族集落における宗祠について 高村雅彦

10
歴史都市漢陽・ソウルの都市形成の基礎的研究－その２　宮殿を中
心に変容する都市の形成過程－

○朴賛弼・古川修文・
山田水城

11 南イタリア・アルベロベロの石積み住居トゥルリの住み方 伊藤庸一

1 北海道　旧茅部場所　旧尾札部場所における漁家のエビス大黒信仰について 松岡龍介
2 三重県阿児町に伝承される隠居慣行の住み方特性 伊藤庸一
3 木曽三川河口地域における新築を表す語の分布 鏡味明克
4 加悦谷のカヤ（笹）葺き現況 早瀬哲恒

5 東京谷中における昭和初期の長屋の居住環境について
○金田正夫・西河哲
也・古川修文

6 山口県における明治中期の住居について 金谷玲子
7 風水家相図の文書を読む-大分県日田郡天瀬町五馬市の事例から- 佐志原圭子
8 住宅調査と住宅改善：今和次郎の同潤会東北農山漁村調査とその後 黒石いずみ

9
昭和・平成期の京町家バーチャル時・空間－京町家時・空間データ
ベース及びＶＲ技術を用いた京町家の減少過程の復原－

河原典史・○河角龍
典・矢野桂司・中谷友
樹・磯田弦・高瀬裕・
井上学・河原大・塚本
章宏

10
沖縄・小湾における戦後集落の形成過程その２　民家の移動と構
造、その史的考察

永瀬克己

11
歴史都市漢陽・ソウルの都市形成の基礎的研究その３　滅失、再生
された景福宮寝殿の考察

○朴賛弼・古川修文・
小笠原宏征

12
シュチャゴバルで塗りごめられた住まい　ネパール・カトマンドゥ
盆地のコカナでのフィールドワーク報告

○谷内麻里子・塩谷壽
翁

13 サパーンとターペーに見るタイの水辺空間の特質 高村雅彦
14 カムチャツカ及びシベリア山地に現代の住居 宮崎玲子
15 ユーラシア大陸におけるヴァナキュラー建築の暖房設備の研究 月舘敏栄

16
砂漠地帯における伝統的建築物の温熱特性に関する研究－彩風塔の
有効性について－

○菅原圭子・出口清孝

17 アクロポリスの景観と民俗建築群について 寺門征男

第29回大会研究発表　2002年５月18日　日本工業大学（埼玉県宮代町）

第30回大会研究発表　2003年５月24日　立命館大学（京都府京都市）

第31回大会研究発表　2004年５月22日　岡山大学（岡山県岡山市）



1 中東イランの住居における水と風による気象対処法 出口清孝

2
歴史都市漢陽・ソウルの都市形成の基礎的研究その４　清渓川流域
における都市空間構成の変遷過程

○朴賛弼・古川修文

3 中国・山東省煙台を事例としたカンのある住居 伊藤庸一

4
神がみと暮らす住まい－ネパール・カトマンドゥ盆地ブンガマティ
のネワール族のフィールドワークから　その１

○塩谷壽翁・谷内麻里
子・

5
住まいをつくりだす文化的枠組み－ネパール・カトマンドゥ盆地ブ
ンガマティのネワール族のフィールドワークから　その２

○谷内麻里子・塩谷壽
翁

6 京町屋の残存状況と外面的形態の象徴性
○河原典史・磯田弦・
矢野桂司

7 加悦町ちりめん街道（京都府与謝郡）民家主屋について 松田剛佐
8 豊後国日出城の築城に関する文書と日出城下町絵図 佐志原圭子
9 大正昭和戦前期における尾札部の荒木家住宅について 佐藤修

10 山梨県令藤村紫朗による都市の近代化 横山広司
11 沖縄の住まいと暮らし－変容するもの・しないもの 森隆男
12 佐賀県東脊振村小川内の水環境 佐藤正彦
13 広報誌に見る生活改善運動－居住環境（住居）領域について－ 金谷玲子

1 延叙歴検真図「鹿部村」の空間と空間構成について 松岡龍介
2 紀州湯浅の町づくり－住民を主体とした町並み整備－ 千森督子
3 沖縄渡名喜島における重要伝統的建造物群の保存修復に関する考察 永瀬克己
4 南西諸島の床の間－祭礼儀礼からのアプローチ－ 森隆男
5 景観における文化伝承の様態 ○堤涼子・岸本章
6 中東地域における地下住居の環境について 出口清孝

7
風水家相図と暦－大分県竹田市片瀬・児玉家の家相図と日田市天瀬
町のＫ家の建築日記に見る暦－

佐志原圭子

8 台湾　日本統治時代の市場建築について ○高村雅彦・中島康之

9
歴史都市漢陽・ソウルの都市形成の基礎的研究その５　復元後の清
渓川の都市空間構成

○朴賛弼・古川修文

10
チベット族の住まいと暮らし　中国雲南省シャングリラ・プーレイ
におけるフィールドワーク報告その１

○塩谷壽翁・谷内麻里
子

11
チベット仏教と精霊信仰がつくりだす住まいとムラ　中国雲南省
シャングリラ・プーレイにおけるフィールドワーク報告その２

○谷内麻里子・塩谷壽
翁

1
文化的景観を形成する景観構成要素－北山杉林業地域・京都市中川
北山町を例に－

○瀬戸寿一・河原典史

2 伝統的街並みへのデザインへの提案－環境デザイン教育を通して－ 岸本章
3 「ゆあさ行灯アート展」にみる住民を主体とした紀州湯浅の町づくり 千森督子
4 田園都市「千里山住宅地」の夢とその後 森隆男
5 小野川水運と伊佐津河岸 池田恵子
6 大分の職人の門人墓（塚）－宇佐市安心院町の事例を中心にして－ 佐志原圭子
7 家相図の書込内容に見られる年代変化 川后のぞみ

8
バイガァとドゥクゥ・コタのある住まい－ネパール・カトマンドゥ
盆地・キルティプールにおけるフィールドワーク報告その１－

○谷内麻里子・ラトナ
＝ケサリ＝プラジャバ
ティ・塩谷壽翁

9
住まいをつくりだす浄・不浄の概念－ネパール・カトマンドゥ盆
地・キルティプールにおけるフィールドワーク報告その２－

○塩谷壽翁・谷内麻里
子・ラトナ＝ケサリ＝
プラジャバティ

10 路上で食べる－アジアの街の小さなコミュニティ・スペース－ ○岩上彩子・岸本章

11
歴史都市漢陽・ソウルの都市形成の基礎的研究－その６　清渓川再
生による都市空間構成について－

○朴賛弼・古川修文

12 南イタリアの港町ガリッポリにおける夏期の住まい方と気候対処法 出口清孝

1 マレーシアにおける水上住居の温熱・風環境 出口清孝

2
ネワール族の祝祭行事と住まい－ネパール・カトマンドゥ盆地・ボ
デにおけるフィールドワーク報告その１

○谷内麻里子・塩谷壽
翁

3
ソンティ（ティハール）における人びとの行動－ネパール・カトマ
ンドゥ盆地・ボデにおけるフィールドワーク報告その２

○塩谷壽翁・谷内麻里
子

第32回大会研究発表　2005年５月28日　鳥取県立鳥取県民文化会館（鳥取県鳥取市）　

第33回大会研究発表　2006年５月20日　あえりあ遠野（岩手県遠野市）

第34回大会研究発表　2007年５月19日　三島市民生涯学習センター（静岡県三島市）

第35回大会研究発表　2008年５月24日　関西大学（大阪府吹田市）



4 伝統的民俗建築を継承する現代風の暮らしその１　ソウル北村の事例 朴賛弼
5 香月徳男の民家研究－香月徳男資料研究保存会から－ 坪郷英彦
6 福山市鞆の浦の伝統的石造港湾施設の調査研究 山田岳晴
7 祭礼における住居の役割－山口県防府市大道地区お笑い講の事例－ 金谷玲子
8 煙草乾燥小屋の特性と変容 千森督子
9 東京西郊の近代の酒造所－渡辺酒造を例に－ 田口実穂

10
街に出た雛壇飾りのラーバンデザイン考－かつうらビッグひな祭り
の事例から－

寺門征男

11 国立市の変遷と景観 加藤厚子

1 岩手県内のコミセの特徴について－二戸市と一戸町の事例から－ ○瀬川修・菊地憲夫
2 飯田・下伊那地域の本棟造－養蚕の影響を受けた本棟造－ 金澤雄記
3 福山市鞆の浦の町並みにおける社寺の伝統的石造物 山田岳晴
4 中国地域の草屋根葺きの技術文化－広島・島根の事例を中心にして－ 坪郷英彦
5 ザビエル旧聖堂の修復 土田充義

6
津久見のみかん保管小屋－みかん小屋、井戸、水槽など三和土を利
用した建造物のある町－

佐志原圭子

7 持仏堂から仏壇へ－八丈島の事例から－ 森隆男
8 ウズベキスタンの縁台－受け継がれる屋外家具－ 岸本章
9 徽州伝統的民居にみえる室内意匠について 藤原美樹

10
伝統的民俗建築を継承する現代風の暮らしその２　良洞集落におけ
る伝統民家の温熱・風環境実測調査

○朴賛弼・出口清孝

11 インドネシア　トバ・バタック族の伝統的民家の温熱・風環境 ○出口清孝・菅原圭子

1 「家船」にみえる生活様式と形成の伝承について 藤原美樹

2
四国八十八カ所霊場に於ける善根宿・遍路小屋についての考察－遍
路小屋の発生と現状－

井上翔太

3
町割りを利用した祭礼のゲーム性についての考察－仙北市角館地区
「角館のお祭り」の事例から－

田川伸一

4 熊野川上流域の民家における平面構成の特性と変容－田辺市本宮町－ 千森督子
5 景観における「意識」の伝承－西洋への憧れ洋風住宅－ 堤涼子
6 祭祀施設に残る住まいの原感覚 森隆男
7 アイヌ語の民家名称チセによる地名の東北地方における変化 鏡味明克

8
『アイヌ文化成立期から近世期末におけるアイヌ民族の建築に関す
る研究』について

小林孝二

9
伝統的民俗建築を継承する現代風の暮らしその３　現代風伝統家屋
における暖房方式オンドルの実測調査

○朴賛弼・出口清孝

10 モロッコにおける日干し煉瓦造住居の環境実測 出口清孝

11
ネワールの住まい・パルパティ＝ヒンドゥの住まい　ネパール・パ
ンディプールにおけるフィールドワーク報告

○谷内麻里子・塩谷壽
翁

12 広東省・雷州における住宅地の空間構成について 恩田重直
13 クズヤの由来について－岩手の葛右衛門説を巡って－ 瀬川修

1 福山市鞆の浦の伝統的石造都市施設 山田岳晴

2 「家船」にみえる生活様式と形成の伝承について（2）
○藤原美樹・樽谷昭
彦・佐藤浩司

3 懸魚の源流 桑原稔

4
置き屋根における通気層の厚さが日射遮熱に及ぼす効果について－
置き屋根通気層の民家実測と実験による考察－

○金田正夫・出口清孝

5 佐賀県の草葺き屋根職人—有明海沿岸地域を中心として— 坪郷英彦
6 高田輪中と刀鍛冶－大分市高田輪中集落と鍛冶師の民俗－ 佐志原圭子
7 伝統的民俗建築を継承する現代風の暮らし　その４　沖縄の事例 朴賛弼
8 住居空間の開閉装置ヒンプン 森隆男
9 薩摩藩麓の武家門の特徴と評価指標 土田充義

10 日南市坂元棚田地区の住まいと生活文化 米村敦子

11
都市における「寺廟」の配置をめぐって－中国河北省承徳市の事例
から－

李海泉

12 広東省・雷州における騎楼の建設過程 恩田重直

第38回大会研究発表 2011年 5月21日　愛知淑徳大学（愛知県名古屋市） 
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1 ニワの文化史－住意識・空間認識の変遷－ 堤涼子

2
重要文化財住宅所有者の生活と保存活用に向けての問題点－奈良市
藤岡家住宅におけるケーススタディ－

鈴木あるの

3 「小京都」のまちづくり再考－兵庫県出石町－ 森隆男
4 南さつま市の歴史的建築と町並みの保存 鰺坂徹
5 福山市鞆の浦の旧鞆城の石造物 山田岳晴
6 茨城の鏝絵となまこ壁 ○池田恵子・佐志原圭子
7 岩手県内の安政３年地震の地震・津波被害について 瀬川修
8 宮城県東部被災土蔵等調査の報告　 渡邉義孝
9 Reflections(Thoughts ＆ Ideas) on Tohoku reconstruction Francois Dumas

10
紀伊半島の民家における防風雨対策の特性と変容－南西部から東部
地域－

千森督子

11 冬季における民家の温熱環境について－民家実測による考察－ ○金田正夫・出口清孝

12
蒸暑地域沖縄におけるＲＣ造屋根の温熱環境に関する研究－その１
日射遮熱屋根の比較実験－

朴賛弼

13 「家船」にみえる生活様式と形成の伝承について（３） ○藤原美樹・佐藤浩司
14 中国威海市の海草屋根に関する調査 王　嶺
15 広東省・雷州域内における住宅の空間構成について 恩田重直

16
儀礼空間としてのネワール族の住まい　ネパール・カトマンドゥ盆
地・ボデにおけるフィールドワークから　その１

○谷内麻里子・塩谷壽
翁

17 乾燥地域の水の利用とその環境－イランとモロッコの事例－ 出口清孝

18
アフリカ集落の空間構成に関する研究－マラウイ共和国、Chembe
villageにおける初源的集落の事例より-

○林泰寛・永瀬克己

19
西部ウクライナにおける気象条件と木造教会堂建築との関係につい
て－リヴィヴ州の木造教会堂を事例として－

ハタエワ タチアナ

1 ニワをめぐる儀礼と諸芸 堤涼子
2 質問紙調査：文化財指定住宅保存に対する一般市民の見解 鈴木あるの
3 書院造における床・棚・書院の源流－職人と唐物を中心として－ 石丸進

4
蒸暑地域沖縄におけるＲＣ造屋根の温熱環境に関する研究－その２
金属屋根の通気層による温熱環境改善実験－

朴賛弼

5 夏の民家における蓄熱特性－民家実測による考察－ ○金田正夫・出口清孝

6
儀礼空間としてのネワール族の住まい－ネパール・カトマンドゥ盆
地・ボデにおけるフィールド・ワークから　その２－

谷内麻里子

7 民家園の展望－これからの野外博物館に求められるもの－ 岸本章
8 日光東照宮の創祀における祭神と社殿－祭祀の正当性－ 山田岳晴
9 渥美半島伊良湖村の集落移転に伴う主屋の移築・増築・改築の過程 林哲志           

10 出石焼きと出石のまち 谷口弘美

11
五家荘緒方家住宅の茅葺屋根葺替え作業から－佐賀の茅葺職人によ
るホコザシについて－

原田聰明

12 捕鯨の盛衰とくらしの変容－呼子と周囲の島々に残るクジラ文化－ 茶谷まりえ

13
熊本県の小京都・人吉盆地の茅葺社寺建築－国宝青井阿蘇神社を中
心として－

佐志原圭子

1 渥美半島伊良湖村の人々に陸軍省が支払った民家の移転料 林哲志
2 コンニャク農家におけるニワの利用と変遷 堤涼子
3 有形文化財（古民家・民具）の活用に関する試論 西尾嘉美
4 日光東照宮の創祀における祭神と社殿－神社の正当性－ 山田岳晴
5 徳之島の住まい－琉球文化とヤマト文化のはざ間で－ 森隆男

6
「鍵をかける」を「鍵をカウ」という名古屋方言の成立の考証－方
言居住生活語彙の歴史考証の一例として－

鏡味明克

7
平行二棟造における谷樋部分の柱間について－熊本県の民家に関す
る研究－

原田聰明

8 岩手県水沢の留守家の城館遺構と家臣団の住居－６尺３寸間の建物－ 菊地憲夫
9 紀伊半島大水害における住宅被災状況と避難状況、災害伝承について 千森督子

10 民家の蓄熱特性を現代住宅へ応用した際の効果について ○金田正夫・出口清孝
11 韓国伝統住宅の構造に関する研究－上流・中流・庶民住宅の比較－ 朴賛弼
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第41回大会研究発表　2014年５月17日　宮崎市民プラザ（宮崎県宮崎市）  

第39回大会研究発表　2012年５月19日　宮城大学（宮城県大和町）



12 フランスの気候マップとヴァナキュラー 出口清孝

1
武士の長屋暮らしと引越－「柏崎日記」にみる桑名藩柏崎陣屋の事
例から－

池田孝博

2 京都市伏見区における路傍祠の分布と地域住民によるその管理 佐藤弘隆
3 広島東照宮の石引台花車の復元 山田岳晴
4 民家再生の設計プロセス－奥出雲町亀嵩の町屋改修に携わって－ 安達佳菜
5 宮城県本吉地方の民家における柱間寸法 菊地憲夫
6 韓国伝統住宅の内部空間構成に関する研究－上流・庶民住宅の比較－ 朴賛弼

7
『木曽三川言語地図』の居住生活語彙３項目－「地震が起こる（家
が揺れる）」「正座する」「あぐらをかく」の方言分布－

鏡味明克

8 水上生活者の子どものために設置された「児童施設」の研究 藤原美樹
9 熊野川流域の民家にみるアガリヤ（避難小屋）について ○千森督子・堤涼子

10
新潟県南魚沼市域において建物の妻面外などに掲げられる３本組幣
串について

平山育男

11 桜井神社摂社大神宮と神仏分離 佐藤正彦
12 バンクーバーにおける幻の新渡戸庭園－太平洋を渡った石灯篭－ 河原典史

13
素材による調湿効果把握のための吸放湿絶対量に関する研究－調湿
実験に基づく調湿水量の算出－

○金田正夫・出口清孝

14
日本における伝統建築の温熱・空気環境に関する数値解析－主要代
の夏季における屋内気候の再現－

出口清孝

1
土蔵を「壊した」のは誰か？－2014年長野県北部地震の調査を振り
返る－

渡邉義孝

2
農家における住まいの屋外空間の変容－茨城県大子町・福島県矢祭
町を事例として－

堤涼子

3 臥龍山荘（愛媛県大洲市）の臥龍院 山田岳晴

4
南イタリア・プーリア州コンヴェルサーノ市の建築類型に関する研
究－課税用不動産登記台帳(1814年)からみたカサルヴェッキオ地区
の所有形態について－

稲益祐太

5
京町家の所蔵品デジタルアーカイブと「しつらい」の継承・復原-京
都市有形文化財長江家住宅における産学官連携による継承の試み-

○佐藤弘隆・髙木良枝

6 能勢の民家における式台の実態と変容－旧家と新興の家の比較から－ 出口絵莉子
7 食い違い型間取りの町家の利便性 椿原佳江
8 民家の座敷における柱間寸法 菊地憲夫
9 彌美神社の祭りから長床の研究 白井正子

10
ペチカ暖房を現代に応用した建物の冬季における温熱効果－温熱実
測による考察－

○金田正夫・出口清孝

11 韓国ソウルにおけるアパートの変遷過程 朴賛弼
12 橋津藩倉の建築的意義と活用に関する一考察 相模誓雄
13 重要文化財増田家住宅の土蔵と離れに関する考察 ○千森督子・堤涼子
14 ダム工事のために失われた町指定文化財安達仲屋家住宅 福井宇洋
15 切妻造り甲州民家の年代判定 大平茂男
16 新潟県の民家における土間の板床化について 平山育男
17 南西諸島の住まいにみるクチ－オクの秩序 森隆男

18
日本の伝統建築の温熱・空気環境に関するＣＦＤ解析（その２）
－冬季を想定した居住空間の再現－

出口清孝

1
「すまい」としての京町家と祭礼－長江家住宅と祇園祭船鉾との関
係を事例に－

○佐藤弘隆・高木良枝

2 台湾黄金博物園区の現状と課題について 関英夫

3
蔬菜園利用の多様性とその現代的展開－岩手県紫波郡紫波町片寄を
事例に－

真柄侑

4 懸魚の伝来と展開－日中の住まいの比較研究をめざして－ 劉羽虹

5
南イタリア・アマルフィ海岸における集落型市街地の住空間に関す
る研究－コンカ・デイ・マリーニ市を事例として－

稲益祐太

6 茅葺屋根における白川村合掌集落と一般民家の相違とその考察 金田正夫

7
床暖房材による温熱環境改善と遮音効果の研究－アクアレイヤーの
実験－

朴賛弼

8 臥龍山荘（愛媛県大洲市）の不老庵 山田岳晴

第44回大会研究発表 2017年6月3日 京都大学(京都府京都市)

第42回大会研究発表　2015年５月16日　多摩美術大学（東京都八王子市）

第43回大会研究発表　2016年５月28日　国立米子工業高等専門学校（鳥取県米子市）



9 下根来八幡宮の長床と山八神事 白井正子

10
福山アリアランス教会の宣教師館の設計について－W.M.ヴォーリズ
の建築に関する研究 その１－

藤原美樹

11 南アフリカの黒人居住区とその生活様式 鈴木あるの

12
古民家・民具を利用した回想法の成果について－「回想」のフォー
クロア化－

西尾嘉美

13
武家別邸由来の庭園を持つ校地環境の機能的沿革を考える－熊本県
八代市立植柳小学校と文化財庭園＜栽柳園＞－

藤本尚久

14 白川郷の合掌造民家に関する地形と環境 出口清孝

1 愛媛県大洲市の麟鳳閣　 山田岳晴
2 江戸武家屋敷の庭園の特質と展開 内藤啓太
3 江戸における広場としての寺社境内 〇塩川瑞実・髙村雅彦

4 現代東京における庭園の継承
〇畠山望美・髙村雅
彦・内藤啓太

5 暮らしの中のヤサイバタケ・土地、作物の活用と生業の関わり 真柄侑
6 奥能登の大型民家からみる能登Ⅲ型、奥能登型の変容に関する研究 村田一也
7 日本人の和室に対する意識：アンケート調査報告 鈴木あるの
8 アルミ屋根の放熱効果による雪下ろしの研究 朴賛弼

9
置き屋根通気層の厚さが与える遮熱効果－実在屋根における通気層
厚の比較検証実験－

〇金田正夫・出口清孝

10
岡山における建築活動について－W.M.ヴォーリズの建築に関する研
究 その２－

藤原美樹

11 矢富家住宅について－建築経緯と家相図－ 金澤雄記
12 故香月徳男撮影による写真資料の分析 坪郷英彦
13 香月徳男氏住宅（香櫖亭）の特徴 土田充義
14 和食文化に対する「食」と「温熱環境」に関する基礎的考察 出口清孝

1 渥美半島基部の豊島集落における農村住宅とその周辺の景観 林哲志
2 民家の保存活用における外国人の役割－滋賀県日野町の事例研究－鈴木あるの

3
プーリア州ガッリーポリにおける都市内に造られた地下オリーブ
オイル搾油場

稲益祐太

5 「新築の売家」について 平山育男

7 豪商平田家住宅の価値とその修復 土田充義
8 兵庫県猪名川町の旧冨田家住宅（静思館）主屋 山田岳晴
9 夏におけるアクアレイヤーによる冷房効果の研究 朴賛弼

10 置き屋根が冬の室内環境に与える効果について 〇金田正夫・出口清孝
11 肥後領高田輪中の民家－大分市高田輪中集落の住居を中心に－ 佐志原圭子
12 ベトナム中部少数民俗の集会所 岸本章
13 平成期における佐賀県南東部の漏斗谷造り民家 原田聰明
14 近衛文麿別荘と市村記念館－軽井沢に建てたあめりか屋別荘改変の考察－大平茂男

1 初めての住まい 佐藤正彦
2 外国人の畳に対する意識：アンケート調査報告 鈴木あるの
3 材木商・旧水井家住宅(姫路市網干)：その空間の特徴と変容に注目して宇高雄志
4 家相見の建築的知識－松浦琴生を事例として－ 金澤雄記
5 韓国伝統集落の空間構成の要素 朴賛弻
6 『結の蔵』戸前の実証的研究 大沢匠
7 夏における置屋根と土居葺屋根遮熱効果の比較考察 〇金田正夫・出口清孝

1 石川県能登町中谷家住宅主屋　享保６(1721)年の建築に用いられ和釘の実長 平山　育男
2 瀬戸大橋架橋前後期における香川県多度津町本通商店街の変遷について 菊池　恭平

第46回大会研究発表 2019年6月8日　甲子園会館（武庫川女子大学、兵庫県西宮市)

『主婦の友』の「大正期」記事からの考察－W.M.ヴォーリズの建
築に関する研究 その３－

藤原美樹4

第45回大会研究発表 2018年6月９日 鹿児島大学(鹿児島県鹿児島市)

第48回大会研究発表 2021年5月29日　日本出版倶楽部（東京都千代田区)及びリモート併用開催

第47回大会研究発表 2020年７月12日　江戸東京博物館（東京都墨田区)

京藤甚五郎家住宅の年代推定－越前最古の町家か？－火事見舞扣
帳と家相図による復原考察－

6 福井宇洋



3 住まいと信仰－奈良県生駒市壱分町の事例－ 清水　智子
4 絵巻物に描かれた建築に関する文様の意匠 〇横田駿・山田岳晴
5 岐阜県岐阜市川原町の町家の正面構成 〇山岡伸・山田岳晴
6 福井県南越前町の旧右近家住宅西洋館 〇岡田春陽・山田岳晴
7 滋賀県東近江市の雨神社本殿と竜王町の左右神社本殿 〇北川智可帆・山田岳晴
8 小正月行事でつくられる茅葺きのヤグラ－東京都多摩市乞田－ 松尾あずさ
9 旧三日月藩陣屋町と武家屋敷群(兵庫県佐用町)：陣屋町と武家屋敷の特徴 宇高　雄志

10 料亭さとう別荘の配置と住まい 土田　充義
11 床の発生と間取りの展開 佐藤　正彦
12 日本の伝統的民家マップの作成 出口　清孝
13 夏における置屋根通気層厚さの違いによる遮熱効果の比較考察 〇金田正夫・出口清孝

14
サーモグラフィーからみる夏における温熱環境の研究－伝統民家及び現代風建
物の測定－ 朴　　賛弼


