
2023年度卒業論文タイトル一覧

地域政策講座

スポーツ用品産業の市場分析 ―ミズノとヨネックスの戦略を中心に—

教育を受ける権利と高等教育

西濃地区におけるイベントの変革

企業活動における人権尊重のための取り組みの現状と日本における課題

少年事件手続きにおける付添人制度の意義と課題

名は誰のものか ―命名、改名をめぐる権利性

各務原市におけるまちづくりとつながりづくり

「改善更生」のための矯正処遇 —拘禁刑創設をめぐる議論を手がかりに―

農福連携が果たす役割と今後の可能性

選択的夫婦別氏制度に関する法的検討

「本当の『女性活躍』とは何か」

恵那市における持続可能な観光まちづくり

夫婦同氏制の違憲性と憲法適合的な婚姻氏制度の検討 ―婚姻の自由の観点から―

労働者のための雇用の流動化

医薬品の薬物乱用問題を考える ―市販薬・処方薬のOD—

トランスジェンダーの公共トイレ問題の正体

イノベーション論と日本経済：1990年代以降の日本におけるイノベーション停滞とその要因

地域経済をどう捉えるか ―福井県嶺南地域における原発立地地域と準立地地域の経済構造の分析―

ヤングケアラー支援

少子化進行の根本的要因

日本の少年司法制度における修復的司法の実現

持続可能な年金制度を考える

１８歳選挙権時代の政治教育の自由 —近時の憲法学説から考える―

ファストファッション問題の要因

シングルマザーの就労貧困に関する構造

最高裁裁判官に対する民主的統制の適正化 ―裁判官の選任・罷免過程を中心に―

外国人技能実習制度を考える

家と養子縁組 ―養子制度の変遷から考える日本人の家意識

持続可能な地域公共交通を考える ―過疎地域の実態と公共交通政策を踏まえて—

フルーツの地域ブランド化に関する考察 ―八王子パッションフルーツを事例に―

DMOによる岐阜県西濃地域の観光活性化に関する考察

市町による子育て支援と住みやすさの考察 ―一宮市と豊橋市を事例に―

地方鉄道の存続と観光への活用 ―関西本線非電化区間を事例に―

岐阜県関ヶ原町における協働のまちづくりと今後のまちづくりのあり方

春闘を中心とした日本労働運動の変容分析

健康食品産業の発展要因 ―「健康食品」の広がりに着目して―

文化芸術助成の憲法的規律 ―表現の自由論と文化的生存権論の融合可能性―

生活保護制度の問題点を行政側視点から考える

裁判官の表現の自由を保障することの意義 ―「国民の信頼」を得るための裁判官像とは—

日本の「移民」政策 ―低・中技能労働者の受け入れについて―

1 / 3 ページ



地域環境講座

自動車産業の構造転換と雇用問題の考察

同棲経験を有する大学生の行動選択と同棲の空間がキャリア形成に与える影響

尾張北部におけるヌマガエルの分布と食性調査

地方自治体の公共交通政策への財政支出について

「目のイラスト」のデザインの違いによる迷惑駐輪の抑止効果に関する研究

画像生成AIの発展に伴うアニメ業界のDX化について

湧水湿地での微生育立地による木本植物の組成の違い

達目洞ヒメコウホネ個体群はなぜ衰退するのか ～物理環境要因との関係～

アマチュアスポーツにおけるホームアドバンテージ ―大学野球における選手のパーソナリティに着目して―

都市空間と交通 —自転車の利用から考える都市構造と移動

地方の地域子育て支援拠点事業が子育て家庭に果たす役割

―地域子育て支援拠点の運営者と利用者の認識の差異に着目して—

地域資源の存続を目指した活動が地域内に成立するメカニズム ―本巣市北部地域を事例に—

耕作放棄水田の植生に土壌除去と草刈りが与える影響

最低賃金と中小企業 —最低賃金の引き上げは中小企業の雇用を減らすか

化粧品業界のAI診断サービスについて

ネット情報の受容過程に関する研究 ―HSPを対象としたループ効果の検討―

第二次産業に従事する地元暮らしの若者の就業意識と職業別労働市場の差異 —建設業と製造業に着目して—

幼少期のキャラクターの好みが現在のパーソナリティに与える影響

就職活動の面接形式が被面接者の評価に与える影響について ～オンラインと対面での比較～

外国人集住地区におけるエスニック料理店の機能と空間分化 ―エスニック料理店は誰にとっての居場所か―

地域ブランド化が後発的に進められている地域において地域団体商標登録制度が果たす役割

—「豊橋うなぎ」を事例に—

企業の空間的分業について

「すきま植物」は存在するのか ―岐阜大学キャンパスを例に考察する―

地域文化講座

エシカル消費における意識

日本における肉食忌避

若者たちが使用する「うざい」について

日本における丙午迷信の危険性 ～令和８年（2026）の丙午に向けて～

日中同形異義語について“世間”と“世界”から考える

若者たちが使用する「なにげに」の意味について

Correlations Between the Scores on the Two Versions of the MET and the Scores on the English Section of the Common Test 2022

日本と中国の謝罪表現と感謝表現に関する考察

日本語訳から見る“吗・吧・呢”の違い ―疑問文を中心に―

Correlations Between the Scores on the MET 60/the MET Based on the Common Test 2021 and the Scores on the English Section of the Common Test 2022

若者たちのLINEにおける謝罪表現に付加する「絵文字」の使用について

「傷つけない笑い」のこれまでとこれから

映画『ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語』と原作『若草物語』の比較

A Comparative Study of the First Language Sections of College Entrance Examinations Between Japan and the U.S.

「推し活」について考える

愛知県岡崎市の中心市街地活性化事業の現状と今後の課題の考察

就職活動の早期化がもたらす問題

若者たちのLINEメッセージにおける句読点を使った感情表現について

日本アニメーションの絵の動きについて ～動かない日本アニメ～

博物館における体験型展示の役割

公立図書館の現在と今後のあり方

A Comparative Study of Sign Languages in Japan and China

日本におけるアニメ聖地巡礼の今後 —過去のアニメ聖地巡礼の取り組みから考える―

The effects of explicit English learning on speaker's cognition

Correlation between Extroversion and Language Proficiency in Second Language Acquisition

Correlations Between the Scores on the Two Versions of the Minimal French Test (MFT) and the Scores on the French Term Test 2022

気候変動問題に対する解決策としての「脱成長コミュニズム」

映画『her/世界でひとつの彼女』を読み解く ―「つながり」を描くSF恋愛映画―

『高慢と偏見』に描かれる結婚喜劇 ―ジェイン・オースティンが残したものとは―

孤独死対策への提言 —縁を結べる社会へ
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地域構造講座

ファミリーホームにおける里子支援の実態と家庭養護の長期的展望

プロサッカーチームを支えるサポーターの地域コミュニティ―日本と欧州の比較を通して

不登校支援の可能性 ―行政と民間の連携から―

リタイア後も働く意義とは

名画座はなぜ残っているのか？

在日エジプト人女性のFGM/C（女性性器切除）との向き合い方

ロス「経験」世代の学生の実態からアフターコロナの学生支援を考える

歴史修正主義と戦後日本の知識人

｢生きづらさ」のある社会を共に生きる ―伴走型支援の理念から―

サードプレイスにおける人とのつながり方について

関ヶ原の戦いを利用した広報活動の現状と課題

法を犯すことを事前に止めるための子どもと家庭への支援

近世の賭博の実態と社会背景

近世宿場町保護施策の地域への影響 —近江国柏原宿からの視点—

櫻坂４６の広報活動における現状と課題

愛知万博における環境問題の「その後」—『中日新聞』の記事を通して

公務員の採用試験の再検討 —能力観の変遷を通して―

アニメ聖地と広報　大垣市は映画「聲の形」をどのように広報に活用しているか

「生きたまち」を目指して ―岐阜県恵那市岩村町の持続可能な観光実践への道—

“入店禁止ルール”の裏にあるもの ―ルールによる客の選別と社会的排除のせめぎあい―

大学生が求める居場所とは ―ありのままでいられる「時」「場所」「人」の調査から探る—

排せつ物に対する価値観の変遷とトイレ使用の行動変容に向けた取り組み —インドにおける支援団体の活動背景と住民感情とのギャップに着目して

｢パワーカップル」の性別役割分業

高麗大学における広報の現状と課題
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