
安武留美教授 略歴

学 歴

昭和56年 3 月 同志社大学文学部文化学科 卒業

昭和59年 5 月 テキサス大学オースティン校アメリカ研究科 修了（修士）

平成10年 6 月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 歴史学部 修了（博士）

甲南学園における主な経歴

平成14年 4 月 1 日～平成17年 3 月31日 甲南大学助教授

平成17年 4 月 1 日～現在 同 教授

主な役職等

平成20年 4 月 1 日～平成21年 3 月31日 甲南大学大学院人文科学研究科英語英米文学専攻主任

平成23年 4 月 1 日～平成25年 3 月31日 甲南大学文学部英語英米文学科主任

平成28年 4 月 1 日～平成30年 3 月31日 甲南大学大学院人文科学研究科英語英米文学専攻主任

主な委員・会議等

学長候補者選挙管理委員会 国庫助成委員会

キャリアセンター委員会 自己点検評価・施設設備関係実施委員会

教務部委員会 人権問題委員会

広域副専攻センター運営委員会 人文科学研究科委員会

合同教授会 大学院委員会

国際交流助成運営委員会 図書館運営委員会

以 上

59



安武留美教授 業績一覧

＜著書＞

Transnational Women’s Activism : The United States, Japan, and Japanese Immigrant Communities in California,

1859�1920（New York : New York University Press, 2004）.（単著）

＜章・論文＞

“The Twentieth Century.” In Bonnie G. Smith & Nova Robinson eds., The Routledge Global History of Feminism

（London : Routledge, 2022）, 119�132.（章・共著 with Nova Robinson）

「19世紀のジェンダーと人種」金沢周作監修『論点・西洋史学』（ミネルヴァ書房，2020年）, 206�207頁。（章・

単著）

“Women in Hawai‘i and the Nineteenth Amendment.” Journal of Women’s History 32, no. 1（Spring 2020）: 32�40.
（論文・単著）

“Nationality, Citizenship, and Post-Suffrage Movements in the Atlantic and the Pacific.”『甲南大学総合研究所叢書

131：国家を超えた女性の移動と国民国家・国家関係の変容（Movements of Women across Nations and Their

Effects on Nation-States & International Relationships）』（2018年），87�106頁。（論文・単著）

“Re-Franchising Women of Hawai‘i, 1912�1920 : The Politics of Gender, Race, and Rank at the Crossroads of the Pa-
cific.” In Catherine Ceinza Choy & Judy Tzu-Chun Wu eds., Gendering the Trans-Pacific World（New York : Brill,

2017）, 114�139.（論文・単著）

「禁酒をめぐる近代化の一側面：アメリカ白人女性大衆のトランスナショナルな社会運動と社会秩序の再編成」

『関学西洋史論集38』（2015年）, 23�34頁。（論文・単著）

“Hawaiian Nationalism, American Patriotism, and Re-franchising Women in Post-Annexation Hawai‘i, 1912�1920,”
『甲南大学紀要文学編164』（2015年），119�126頁。（論文・単著）

「男女の差異か平等か―セウォール―ベルモント邸＆博物館」北米エスニシティ研究会編『北米の小さな博物館

３―「知」の世界遺産』（2014年）, 132�139。（章・単著）

“The Rise of Women’s Internationalism in the Countries of the Asia-Pacific Region during the Interwar Years, from

a Japanese Perspective.” Women’s History Review 20, no. 4（September 2011）: 521�532.（論文・単著）

「ハワイのアメリカ化にともなう政治的有権者の男性化及び白人化，1820年－1898年」『甲南大学紀要文学編160』

（2010年），103�112頁。（論文・単著）

「ジェンダーの視座から見るアメリカ史」『アメリカ史研究入門』（山川出版社，2009年），190�203頁。（章・単

著）

「汎太平洋婦人協会の設立と戦間期の活動―女性たちのキリスト教越境ネットワーク」『同志社アメリカ研究 45』

（2009年）, 67－82頁。（論文・単著）

「ハワイのキリスト教化―ミッションハウス博物館」北米エスニシティ研究会編『北米の小さな博物館２－「知」

の世界遺産』（彩流社，2009年），178�185頁。（章・単著）

“How Did Japanese Women Participate in the Transnational WCTU Movement in the Late 1880s?” Women’s Social

Movements in the United Sates, 1600�2000 13, no. 1（March 2009）.（論文・単著）

“The First Wave of International Women’s Movement from a Japanese Perspective : Western Outreach and Japanese

Women Activists during the Interwar Years.” Women’s Studies International Forum 32 no. 1（ January-February,

2009）: 13�20.（論文・単著）

「戦間期のアメリカ国内の女性運動」『甲南大学研究所叢書 100 : 道徳哲学の現在社会と倫理』（2009年），161�
169頁。（論文・単著）

“Men, Women, and Temperance in Meiji Japan : Engendering WCTU Activism from a Transnational Perspective.”
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The Japanese Journal of American Studies 17（2006）: 91�111.（論文・単著）

「女性たちの十字軍―フランシス・ウィラードハウス」北米エスニシティ研究会編『北米の小さな博物館―「知」

の世界遺産』（彩流社，2006年），78�85頁。（章・単著）

「宗教，道徳，科学の力―アメリカから日本へ移植されたWCTUの禁酒運動―」『甲南大学総合研究所叢書 86：

道徳と科学のインターフェース―近代化の一側面―』（2006年），183�208頁。（論文・単著）

「婦人言論の自由―宣教師とWCTUと東京婦人矯風会－」『日本研究 30』（2005年）, 133�148頁。（論文・単著）

「万国ＷＣＴＵの社会改革運動と日本」『甲南大学紀要 文学編 125』（2003年）, 70�85頁。（論文・単著）

“Transnational Women’s Activism : the Woman’s Christian Temperance Union in Japan and the United States.” In

Margaret L. Bendroth and Virginia L. Brereton eds., Women and Twentieth-Century Protestantism（Urbana : Uni-

versity of Illinois Press, 2002）, 93�112.（章・単著）

「北カリフォルニア日本人移民社会の日米教会婦人達：日系一世女性のイメージを再考する」『キリスト教社会問

題研究 49』（2000年）, 46�76頁。（論文・単著）

「アメリカの移民政策と1986年移民修正管理法の成立」『名古屋短期大学紀要 28』（1990年）, 211�220頁。（論

文・単著）

「マッカーシイズムについての一考察」『名古屋短期大学紀要 27』（1989年）, 179�188頁。（論文・単著）

＜翻訳＞

エレン・キャロル・デュボイス＆リン・デュメニル『女性の目からみたアメリカ史』（明石書店，2009年）。（共

訳）

＜その他＞

「小檜山ルイ著『帝国の福音�ルーシー・ピーボディとアメリカの海外伝道』東京大学出版会」『アメリカ太平洋

研究20, no. 10』（2020）, 155�160頁。【書評】

「ジェンダー史学会第８回年次大会部会 C」『ジェンダー史学 8』（2012）, 149頁。【学会部会報告】

「女性史研究国際連盟オランダ会議」『ジェンダー史学 7』（2011）, 117�118頁。【学会参加記】

“Summary of Discussion, Nagoya American Studies Summer Seminar 2011, History and Society I Workshop,” Nan-

zan Review of American Studies 33（2011）: 101�103.【ワークショップ報告】

「有賀有紀＋小檜山ルイ『アメリカ・ジェンダー史研究入門』」，『女性史学 21』（2011）, 88�90頁。【書評】

「栗原涼子『アメリカの第一波フェミニズム運動史』」，『ジェンダー史学 6』（2010）, 125�126頁。【書評】

Ellen DuBois & Rumi Yasutake, “Temperance.” In The Palgrave Dictionary of Transnational History, eds. Akira Iriye

and Pierre-Yves Saunier（London : Palgrave Macmillan, 2009）.【百科事典エントリー】

「アメリカ学会第42回年次大会報告部会 E―越境移民とキリスト教伝道」『アメリカ研究 43』（2009年）, 259�260
頁。【学会部会報告】

「日本アメリカ史学会第 3回例会自由論題 A要旨」『アメリカ史学30』（2007年）, 102�103頁。【学会部会報告】

“Review of Sisterhood Questioned : Race, Class and Internationalism in the American and British Women’s Movements

c. 1880s�1970s” by Christine Bolt,” Women and Social Movements in the United States, 1600�2000 10, no. 4（De-
cember 2006）.【書評】

「『アメリカン・ボード宣教師－神戸・大坂・京都ステーションを中心に，1869～1890年』，人文科学研究所編」

『同志社時報 119』（2005年）, 77頁。【書評】

“Men, Women, and Temperance in Meiji Japan,” Association for Asian Studies, Abstracts of the 2004 Annual Meeting

（Association for Asian Studies, 2004）: 167.【学会発表要旨】

“Woman’s Christian Temperance Union（WCTU）（ Japan）.” In Jack S. Blocker, et al. eds. Alcohol and Temperance

in Modern History : an International Encyclopedia（New York : ABC Clio, 2004）, 677�679.【百科事典エントリー】

「『キリスト教社会問題研究』とトランスナショナルな歴史観」『キリスト教社会問題研究 50』（2001年）, 168－

169頁。【随筆】
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エレン・C・デュボイス「女性史における女性参政権運動の位置づけ」『総合女性史研究 18』（2001年）, 102－

105頁。【講演通訳要旨】

“Review of Women in Asia : Restoring Women to History by Barbara N. Ramusack and Sharon Sievers,” The History

Teacher 33, no. 3（2000年）: 409�410.【書評】

“From Potentially Radical to Respectable : the Woman’s Christian Temperance Union（WCTU）in Taisho Japan.”

Association for Asian Studies, Abstracts of The 1997 Annual Meeting（Association for Asian Studies, 1997）: 178.

【学会発表要旨】
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