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地域政策講座

南海トラフ巨大地震発生直後の応急対応の重要性 ～名古屋市を例に～

愛知県・名古屋市の復興政策 ～阪神・淡路大震災、東日本大震災の事例をもとに～

地域ブランドを用いた地域活性化 ―岐阜県恵那市を事例に―

アニメ聖地巡礼地におけるホスト側の受け入れ体制の構築プロセス ―高山市『氷菓』を事例に―

人をつなげるゲストハウス ～オーナーへのインタビューを通して～

愛知県・名古屋市の復旧・生活再建政策 ～南海トラフ巨大地震への対策を事例に～

企業内男女格差を是正するためには

アベノミクスの批判的検討 ―金融緩和・景気対策・成長戦略は成功したか？―

自治体間広域連携制度について

四日市萬古焼産地におけるブランド化の課題と展望

日本の金融政策が効果をもたらさない要因

地方創生におけるコミュニティビジネスの役割

愛知県・名古屋市の防災・減災まちづくり政策 ～南海トラフ巨大地震を事例に～

現状の児童福祉政策の限界と児童養護施設の拡充

消費増税は必要なのか

生存権と生活保護基準の調査研究

労働者派遣法の調査研究

地方鉄道の存続への取組みと沿線自治体との共存 ～養老鉄道の事例調査より～

リノベーション型まちづくり ～再開発！岐阜市の空きビル・空き店舗の活用から～

長時間労働の解消に向けて

カジノ合法化が日本経済、日本社会に及ぼす影響

経済格差改善に向けた奨学金制度を

泡沫政党からみる日本の政治 ―日本の泡沫政党現象を捉える―

日本における公私協働の検討 ―行政法と手法論の観点から―

国民投票の現代における意義 ―各国の直接民主制制度を参考に―

オーフス条約と市民参画の調査研究

離島における産業振興のあり方 ―島根県海士町を事例に―

地域ブランドとは何か ―鯖江ブランドの形成過程の分析―

地域と鉄道 ―長良川鉄道から見る鉄道存続へのアプローチ―

会津若松市における観光資源としての清酒の可能性

東南アジアにおける華人企業の発展

終末期の自由な選択のために ―安楽死と終末期医療―

国立大学法人化と大学の自治 ―大学の主体的運営についての考察―

人道的介入と不干渉原則

地方創生における企業誘致の実態 ～尾張地方の事例から～

18歳選挙権に伴う政治教育 ―シティズンシップ教育―

日本における生活保護制度からの稼働年齢層排除の実態と要因

山県市の魅力を創るやまがたフットパス実行委員会

商店街活性化を目指すまちづくりの方策 ～愛知県三河地域の事例～

化粧品業界の動向と大手化粧品企業の経営戦略
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地域環境講座

「目のイラスト」とメッセージが迷惑駐輪行動に与える影響

刺激に対する感受性と小学生時代のエピソード記憶の関係

岐阜県を対象とした人工排熱（民生）のメッシュ別定量化に関する研究

岐阜市におけるヌートリアの食性

地域格差の解析 ～中京圏を事例に～

分布・サイズ構造の解析によるヘビノボラズの更新特性の解明

外向性と騒音感受性がリラックス時の音楽聴取に与える影響

大地震時における岐阜市中心部の水道管被害予測

岐阜県におけるカマツカ2系統の分布

シデコブシの開花・結実及び萌芽からみた繁殖様式の解明

需給バランスからみた岐阜県における小水力発電普及の可能性

日本各都市の環境施策とその類型化に関する考察

地域文化講座

地域の内発的発展は可能か ―日本の農業問題を中心にして

映画の世界から障がい者について考える ～『I am Sam』と『レインマン』より～

The Syntax of Zhi in Old Chinese

若者たちが使う「ビミョー」について

大自然と少女―ローラ・インガルス・ワイルダーの『小さな家』研究

若者言葉の特徴についての一考察

COP21における日本のエネルギー問題

Breakfast at Tiffany's 研究

若者たちの「～的」という表現の使い方

「女子力」から「ガール・パワー」へ

人にとってお酒という存在

戦争法のねらい

Filth 研究

中国人の思考形態

カジノ導入がもたらすもの

ｅスポーツについて

ヒップホップの可能性 心の声を叫ぶラップ

ハックの「成長」 ―Adventures of Huckleberry Finn  研究

日本における同性婚 ～世界との比較から見る～

風刺漫画としてのPEANUTS

若者たちが使う「やはり」について

日中反語表現比較調査

A correlation between English proficiency and the music ability

ソロモン王と「悪魔」使い

ロミオとジュリエットの恋を阻むものは何か

西洋精神史家としてのユング

「原子力発電と健康被害」

『ザ・グレイト・ギャツビー研究』
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地域構造講座

日本のテレビ番組における障害者像の変容とその背景 ―ドキュメンタリー番組を対象に―

障害のある青年たちにおける青年学級の意義

子どもが排除されない学校づくりを考える ―子どもと教師と家庭・地域の協同―

宮武外骨にみる「あるべき」ジャーナリスト像

犬と人とのよりよい関係とは ―飼う／飼われるの関係を越えて

就活の構造的問題と心理

音楽と政治の関係性に関する考察 ～ロックとヒップホップに焦点を当てて～

子ども虐待における被害者と加害者 ―当事者を理解するには

クチコミサイト利用者意識の実態 ―私たちはどこまで「信じている」のか―

国内オートバイ雑誌から読み解くジェンダー

岐阜県下呂市の観光広報の現状と課題

SNSを通した「幸せ」とは ～肥大化する「承認欲求」～

教師教育における授業研究の意義 ―「<シナリオ>と<演出ノート>」形式による保健科の授業研究の追試を通して―

（株）ユニクロの障がい者雇用 ―「働きやすさ」とは何か―

「いじめ指導」の新しい地平を拓く ―元中学校教員・宮下聡さんの実践に学ぶ―

セクシュアルマイノリティ当事者が生きやすい社会へ ～学校教育がもたらす風潮の変化～

現代の女子寮 ～集団生活と個人主義化～

増大する高齢者の軽微な犯罪の実態とその背景に関する一考察

なぜネット炎上は増加しているのか ―感情社会学の観点から―

東海道鳴海宿の飯盛女

子どもの貧困と保育 ―「人が育つネットワークの場」としての保育をめざして―

なぜ女性向けアダルトビデオが増えているのか

発達の気になる子どもを持つ母親の意識と支援のあり方

生活保護政策の動向と省令・通知行政に関する一考察  ―申請のハードルはどのように存在しているか―

身体障害者の生活と地域社会 ―SMA患者の事例と文化的側面から見るノーマライゼーションに向けての考察―

日本労働政策のあるべき姿 ―海外比較から分かるニート・フリーター問題―

少年野球チームに学ぶ集団スポーツの意義 ―発達に課題を抱える児童にとっての「場」の持つ力―

日本の介護保障制度は家族介護者の生活を保障してきたか

発達障がいのある青年の対人関係について ―学校から社会への移行に視点を当てて―

大垣共立銀行のメディア・広報活動の考察

津波から子どもたちの命を守る ―「大川小の悲劇」と「釜石の奇跡」に学ぶ―

SNS上のわいせつ表現の現状と課題 ―Twitterを事例に―

ハリウッド映画における日本及び日本人の描かれ方の変遷と課題

「女の子向けアニメ」のテーマの変遷とその社会的背景に関する考察

「老い」に向かって  ―映画『東京物語』（1953年）と映画『東京家族』（2013年）を読み解き、「老い」の世界を見つめる―

子どもの食事と居場所 ―ごはんで居場所をつくる―

学生から見る貸与型奨学金制度の改善の方向性

南朝三代長慶天皇と南朝皇族の伝説地に関する考察

愛知県岡崎市の行政・議会に関する広報活動の考察

「お店」における定員と客との関係性 ―マニュアル化とコミュニティ化―
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