
2022年度卒業論文タイトル一覧

地域政策講座

地方百貨店の存在意義―岐阜高島屋からみる地域と百貨店のつながり―

誰にも相談できず孤独で出産を迎える母とその子どもに対する社会的支援・養護の検討－こうのとりのゆりかご及び内密出産制度は当該母子を救えるのか－

地域自治の『担い手』の研究　―行政の見解・期待を通じて―

なぜ株主第一主義経営を目指さねばならないのか？　―論拠と事実―

ジーンズ産業からみる日本の「ものづくり」の価値

長時間労働の是正に向けたテレワークの可能性

百貨店市場の動向と消費者の意向

高年齢者雇用における法的課題―差別的取り扱いの是正のために―

自動車産業におけるスポーツカーの魅力

ヘイトスピーチ規制の合憲性　―表現の自由論と地方自治論の融合可能性の視点から―

ふるさと教育の意義を考える　―岐阜県・愛知県の事例を中心に―

多様性と国会

まちとつくるそれぞれのときめき　～多様性と創造性、地域への参加～

NPOの自立的な活躍のための基盤づくり

日本家庭用ゲーム機市場はなぜ任天堂とSONYの２社競争構造になったのか

市民協働によるまちづくりに関する考察　―コミュニティ拠点の役割―

女性のワークライフバランスの実現に関する考察　―出会い創出に関する調査を用いて―

岐阜市のパブリックアート　－屋外彫刻、ギャラリー、美術館からみえた岐阜のまち－

コロナ禍の女性の自殺者数増加とその要因

家事事件手続における子の利益と手続代理人制度

スポーツ・運動に対する意識とフィットネス業界に関する考察

高齢者就業拡大政策と貧困の悪化

持続可能な高齢者介護実現における社会システム構築の在り方

理容業界の現状と新しい理容店経営のあり方

愛知県あま市における市民による地域づくりの活性化と今後への提案

これからの就労支援政策

憲法9条解釈における学説の意義　―集団的自衛権限定容認論を中心に―

犯罪実名報道原則の再検討　―報道機関の自律性の適正化に向けて―

日本の高等教育における性の多様性への配慮　―大学での取組みの日米比較から

現代の「孤育て」から子育ての課題を考える

ペット産業と飼育問題を考える　―人とペットの共生社会の創造―

地方創生と道の駅の変容

つながりから見るサードプレイス　～岐阜と京都～

労働者協同組合の推進は地方創生に貢献するのか

日本のアート市場活性化に関する考察―スタートアップ企業の事例より―

インターネット上の誹謗中傷の分析

不登校生徒支援としての教育の多様性の追求

遊園地による地域活性化に関する考察　―恵那峡ワンダーランドを事例に―

『河川行政における住民意思の反映』
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地域環境講座

岐阜市域における雨水排水処理能力の推計と浸水被害軽減対策について

岐阜大学キャンパスにおける生垣について

他者の存在がおいしさ評価に与える影響について

原風景の違いおよびなつかしさが観光目的地選好に与える影響

個人経営店減少による食の多様性の喪失

産業の地域分布

SNSの利用における自己呈示のしやすさの要因について　―若者のパーソナリティ特性に着目して

キャンドルの癒し効果についての検討　―LEDキャンドルとの比較を通して―

地域鉄道の課題と今後のあり方について

時間経過を考慮した浸水被害域の拡大に関する一考察

政府が行うキャッシュレス推進政策の目的

居心地良いカフェづくりのための環境について

都市計画の制度と都市の変貌について

マスクの色彩が対人魅力及び印象に与える影響について

シデコブシにおける長枝・短枝形成の特徴

中京都市圏の交通と産業分布

大学の教室におけるナッジを活用した消毒行動の促進に関する研究

味や味覚の表現方法

テーマパークの順路最適化について

地域文化講座

ジブリが描く“飛ぶ”

若者たちが使用する新用法の「～くない？」について

『四畳半神話大系』における固有名詞の有無の役割

日中の「右」「左」「左右」に関する語彙の意味拡張について　―比喩的視点からの考察―

ブラックミュージックの『ブラック』は正しいネーミングなのか　～人種を越えて発展した音楽～

現代社会における労働の疎外

ボーカロイド楽曲に現れる価値観

フランス革命期におけるコーヒーの意義

Correlations Between the Scores on the Two Versions of the MET Online and the Scores on the English Section of the Common Test 2021/the TOEIC IP

若者たちが使用する断りの「大丈夫」について

若者たちが使用する「エグい」という表現について

スターの原石を最高の舞台に導くジャニーズ戦略

Towards Minimizing the MET

よさこいは誰のためにあるのか

日中ピクトグラム対照研究　～中国ピクトグラムの細分化を中心に～

A Study on the elementary Minimal English Test (eMET)

中国語における似た意味を持つ語の使い分け　―談話を表す発話動詞を例に―

就活におけるインターンシップの可能性と改善点　～就活改善論～

ディズニー・プリンセス作品の変容とアダプテーション　－アニメーションから実写版へ－

Correlations Between the Scores on the MET60/kMET and the Scores on the English Section of the Common Test 2021/the TOEIC IP

若者たちが使用する「たしかに」について

自粛警察の要因と正義感

日本アニメが築いた功績と抱える問題、今後の展望について

朴葉寿司とは

気候危機と「グリーンウォッシュ」

The effects of early English learning on proficiency level

日本における女性と性　―近代欧米諸国の法と宗教的価値感―
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地域構造講座

地場産業の観光業化の比較研究　―美濃焼における多治見と土岐を事例に―

母子世帯・父子世帯それぞれが抱える問題　―SNSを使った支援とその可能性―

下呂市の中山間地域上原における地域づくりと地域包括ケア

岐阜県岐阜市の自治体広報の現状と課題

スクウェア･エニックスゲームにおける課金圧とその中で生きる課金者の実態

『鸚鵡籠中記』にみる下級武士の食生活について

職人の日常から再検討する働き方・生き方　―生活リズム、キャリア形成、伝承―

日本のパートナーシップ制度の現状と課題について

江戸時代における恋愛の実態

現代における遊廓イメージの形成とその実態に関する考察

天明の飢饉から見る人々の対応と飢饉に対する考え方

障がいがある人の「余白」の時間

「非行を減らすためにできる防止策とは」

 ダンス部員のモチベーションマネジメント―競技志向と自己表現欲求のはざまで

コロナ禍における祭りの存在　―「花輪ばやし」から見る地域の取り組み―

音楽の聴き方の変遷に関する考察

鼠小僧から見る作品の表現の変容と社会状況

コードスイッチング―言語の壁を越える新しいコミュニケーション方法―

吃音を探り歩んでゆく路　―吃音者の実情と個/能力への奥行きのある問い

「勉強禁止ルール」から見えてくるカフェでのマナーについて

韓国の性的少数者が抱える複合的な生きづらさと当事者コミュニティ

サブスクリプション制度が日本の音楽産業とアーティストに与えた影響に関する現状と課題

子どもの利益のための保護者支援　―児童相談所に求められること―

高度経済成長期の雑誌『小学一年生』に見られる「未来予想図」

韓国の俳優のキャリアに関する考察

海老名弾正の「国体」論　―日本帝国主義とキリスト教―

名古屋市における多文化共生社会実現に向けた外国人向け広報の現状と課題

愛知県春日井市における自治体広報の現状と課題

総合格闘技団体RIZINの広報活動の現状と課題

ガンバ大阪のメディア戦略に関する考察
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