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通文化的比較研究リレーショナルデータベース 
－ 環東シナ海文化圏におけるシャマニズムを中心として 

 
 
論文要旨 

 
 シャマニズム研究は文化人類学・民俗学の中でも最も盛んに研究されてきた分野であり、

環東シナ海文化圏においても、日本、琉球、朝鮮半島、台湾等の各地域において積極的な

現地調査とそれを元にした論考が積み重ねられてきた。 
 その一方、基層文化を見いだすことを目的としたシャマニズム同士の比較研究について

は、十分に行われてきたとは言い難い。 
 そこで本研究は、今後の比較研究のあり方を模索する研究者の一助となることを目的と

して、シャマニズムにおける比較研究の一モデルを、PostgreSQL を用いたインターネット

上のデータベースシステムとして構築・公開した上で、比較研究に関わる問題点の抽出と

提示を行った。 
 その結果、本データベースは書誌情報検索システムとしての有用性とともに、比較研究

上の示唆を与えうる存在であることが明らかにされた。一方、人文社会科学においてデー

タベースを活用する際に発生する、形而上の存在をデータベース上で取り扱うことの困難

さも明らかにされた。また、上記のことから本研究は今後、民俗学・文化人類学における

情報処理技術の活用について考察する上で十分な先行事例として成立したと言える。 
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 The relational database for cross-cultural comparative studies 
- with a central focus on shamanism in the ring areas of East China cultural sphere 
 
 
Summary 

 
 Shamanism research is one of the important themes in cultural anthropology and 
folklore. 
 Therefore many field studies shamanism has been positively made in the world wide 
and also in the ring areas of East China cultural sphere, especially in Japan including 
Ryukyu, Korean Peninsula and Taiwan. 
 Those studies, however, have only found superficial differences and similarities among 
different cultures, but have never been able to reach the core of cross-cultural 
comparative studies. 
 In order to enhance future study methods this research is proposing to apply a 
shamanism database, as such a relational database constructed by PostgreSQL and 
exhibited through the Internet. The paper describes database construction in detail and 
also discusses problems in cross-cultural comparative studies based on the analysis of 
many replies to the proposed model database. 
 This research has found the proposed shamanism database will contribute to develop 
methods of cross-cultural comparative studies and usefulness as a bibliographic tool. 
However, the difficulties of controlling meta-data, which are common to database 
construction throughout all the fields of humanities and social sciences, has been also 
found in this research.  In conclusion, this research has materialized as a precedent 
example of applying a database in the studies of cultural anthropology and folklore. 
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