
平成２２年度 人文コミュニケーション学科 卒論題目一覧 （Web 公開可） 

人間科学コース 

1 大学生におけるシャイネスと職業未決定性に関する一検討 

2 常陸多賀商店街の変化とその受容 

3 認知症になった家族を受け入れる過程 ― ある家庭の事例を通して ― 

4 教職への思いの形成過程 ― 実習での経験に着目して― 

5 
障害者スポーツによる障害者観の変容について 

 ― ある車いすバスケットボールチームの事例を通して ― 

6 フリーペーパーの影響力についての一考察 ― 地域との関わり方の変容に着目して ― 

7 音楽が不快気分の制御に与える影響 ― 自己制御に伴うストレスに注目して ― 

8 
自伝的記憶想起における手がかりの違いの効果 

 ― 音楽手がかりと言語手がかりの比較 ― 

9 介護従事者のアイデンティティを形成するもの 

10 
大学生が就職活動において重視しているもの 

 ― 努力、運、才能、相性、競争倍率、忍耐力、準備という要因に注目して ― 

11 「遊び場」としての学童保育 ―仲間・空間・時間に着目して ― 

12 
静止画像の提示時間が自動車運転者のリスク知覚に与える影響 

 ― 瞬間視の危険性に関する安全運転教育に向けた一考察 ― 

13 
中学生の悩み相談に関する一考察 

 ― スクールカウンセラーに対する認識・評価に注目して ― 

14 
障害児のためのスイミングクラブ参加が親に与える影響 

 ― ソーシャルサポートと自己成長感の観点から ― 

15 
子育て支援サークルの活動が参加する親に与える効果 

 ― 水戸こどもの劇場を事例として ― 

16 キリスト教徒と祖先崇拝 カトリック教徒の死者の弔い ― 水戸教会の事例より ― 

17 日本のマンガにおけるシュールの笑いに関する一考察 ― コントラストによる笑いの統一 ― 

18 
認知症高齢者介護の現場における共感の諸相 

 ― 「グループホームばなな」における介護スタッと入居者の関わりに注目して ― 

19 身長と魅力の関係 ― パートナーとしての異性の魅力について ― 

20 性格特性と色彩好悪の関連 

21 
ストレスフルな映像に対する筆記内容の違いが感情・認知に与える影響 

 ― 映画「闇の子供たち」を題材にして ― 

22 
中高齢者ボランティアサークルにおける活動意義 

 ― ボランティアサークル「ゆりの会」の活動から ― 

23 
 キリスト教が形成する自己アイデンティティ 

 ― ある地方教会の女性信徒の語りを通して ― 

24 オタク文化から読み解く「やおい」の消費と生産 

25 新規就農者のコミュニティ形成とその影響 ― 有機農業者の集い「のらの会」を通して ― 



26 虐待を受けた子どもの自尊心回復 ― 秘密を打ち明ける能力と回復力の関係 ― 

27 フリースクールの役割と課題 ― 「トライアル」を事例として ― 

28 定刻に起きることが日中の気分に及ぼす影響 

29 水戸の南アジア系カレー料理店経営者とエスニック・ネットワーク 

30 子どもの買い物 ― いも屋で迎える女性との関わりから ― 

31 
大学生のネガティブな反芻に見られる思考内容の特徴とそれを生起させる諸要因 

 ― タイム・サンプリング・ダイアリー法を用いて ― 

32 
父親の「子育て活動」から広がるつながり 

 ― 勝田二中親父の会を通して ― 

33 
まちのイベントの継続から形成されたもの 

 ― 明神町商店街「ドゥナイトマーケット」の取り組み ― 

34 父親との関係が娘の独立意識に与える影響 

35 挫折経験を通した自己感情の変容 

36 
高齢者福祉施設におけるボランティア活動 

 ― デイサービス利用者とクラブ活動の先生との関わり合いに注目して ― 

歴史・文化遺産コース 

37 水平社運動の成立と展開 ― 初期水平社の改善・融和運動に対する眼差し ー 

38 戦後日本のサブカルチャー史 ― 一九九〇年代における漫画規制から ― 

39 近世の他界観 

40 近世中後期の読書文化 ― 民衆の貸本利用を中心にして ― 

41 江戸の火災観 ― 江戸三大大火を比較して ― 

42 近世江戸の外食 

43 近世後期における博徒 ― 国定忠治と日柳燕石を中心として ― 

44 江戸のあそびと玩具 

45 江戸時代の女性と化粧 

46 近世後期の庶民旅行 ― 「富士の道の記」を中心として ― 

47 近世の堕胎・間引きから見る生命観 

48 鎌倉中後期における国家権力と「悪党」 

49 
アパルトヘイト末期の南アフリカ社会 

 ― 国際的文化反アパルトヘイト運動を中心として ― 

50 ヨーロッパ近代郵便制度への道 ― 権力者による独占から自由な通信へ ― 

51 20 世紀ドイツにおける戦争とジェンダー ― 第一次世界大戦期ドイツの女性 ― 

52 
アンベードカルと不可触民解放の思想 

 ― カースト制をめぐるガンディー批判について ― 

53 第二次世界大戦におけるスイスの中立 ― 独立専門家委員会の報告をめぐって ― 

54 バティスタ政権期におけるキューバ ― 1950 年代、アメリカとの依存関係 ― 

55 中世ヨーロッパの都市 ― 賤民としての遍歴芸人 ― 

56 モンゴル帝国と西洋 



57 日本古代における子持勾玉の形式学的研究 

58 中国古代の貝に関する考察 ― 中・小型墓から見る殷王朝と諸地域の関わり ― 

59 装飾古墳における葬送の研究 

60 青山義雄と大戦間期の日仏芸術 

61 ギュスターヴ・モローの「サロメ」諸作品における図像学的解釈 

文芸・思想コース 

62 公共性と個人の感情 

63 幸福論 『ニコマコス倫理学』を手がかりに 

64 作品から見る宮沢賢治の思想・宗教観 

65 夏目漱石と「個人主義」 

66 『ガリヴァー旅行記』におけるスウィフトの思想 

67 「予備」の語誌研究 ― その意味と用法の変遷 ― 

68 高村光太郎研究 ― 『智恵子抄』を中心に ― 

69 「眠れる美女」研究 

70 林芙美子『浮雲』研究 

71 林芙美子『晩菊』研究 

72 
匝瑳市を中心とする千葉県北東部方言についての研究 

 ― 語彙の使用状況と分布に関する調査 ― 

73 川端康成論 『骨拾ひ』を中心に 

74 乙一研究 

75 佐佐木幸綱研究 

76 「こしらえる」の語誌 

77 動詞「かう」について ― その使用地域と用法拡大のメカニズム ― 

78 「ひらめく」の語誌 

79 劉索拉文学研究 ― 作品にみる劉索拉の"反発心" ― 

80 朱天文研究 

81 戦国から前漢に至るまでの「楽」に対する理解について 

82 グリム童話研究 ― 子どものための聖者伝 ― 

83 エミール・ゾラ『ナナ』研究 

84 トゥールーズ＝ロートレックの人物表現の戯画化と単純化 

85 To the Lighthouse リリーの ' vision' について 

86 The Meaning of the Final Answer in Coach Carter 

87 A Study of e. e. cummings ― The Mystery of Life in His Visual Poems ― 

88 A Feeling of Happiness in The Giving Tree 

89 A Study of Emily Dickinson 

90 ジェイン・オースティン 『自負と偏見』における結婚観 

91 A Study of Sylvia Plath ― A Wish to Be Reborn in the Self-Renewal Poems ― 

92 
 エドガー・アラン・ポー短編小説研究 

 ― 『アッシャー家の崩壊』がポー作品で最良と言われる理由 ― 



93 A Study of Marianne Moore 

言語科学コース 

94 幼児の語彙習得における意味の推論に関して ― 新奇語を用いた実験 ― 

95 俳句の認知的分析 ― 松尾芭蕉『おくのほそ道』 ― 

96 大学での英語学習の初期における多読の効果 

97 子どもにおけるオノマトペ認識の発達 ― オノマトペは記号ではないのか？ ― 

98 CHILDES データベースを用いた英語の複数形語尾の獲得研究 

99 レトリック表現における色彩とその認知意味論的研究 

異文化コミュニケーションコース 

100 外国語指導助手（ALT）が抱えるコミュニケーション問題 

101 ホラー映画から見る日米の恐怖感の違い 

102 これからの英語教育 

103 イギリスにおける人種間の教育格差 

104 
日本のミャンマー（ビルマ）難民、第三国定住プログラムの分析 

 ― 日本による今後の難民受け入れの展望 ― 

105 
日本の教育現場における国際理解教育のあり方 

 ― 高等学校英語教育への融合を事例として ― 

106 「ジャポニスム」成立の背景について 

107 中国人と旅行 ― 日本に増加する中国人観光客を中心して ― 

108 教育協力が平和構築に果たす役割 ― ボスニア・ヘルツェゴビナの経験と教訓 ― 

109 マンガに見る女性のことば 

110 
途上国のキャパシティ・ディベロップメント（CD）支援の在り方に関する考察 

 ― NGO 及び ODA 協力事例の比較分析を通して ― 

111 韓国人旅行者に対する日本の観光政策 ― 箱根を中心に ― 

112 開発援助調整の必要性 ― 援助協調への取り組みと課題 ― 

113 「笑い」の異文化摩擦 ― 日本人と中国人の「愛想笑い」における異文化摩擦 ― 

114 結婚・結婚観の多様化と変遷 

115 日本語学習者から見たあいまいな日本語 

116 対人地雷問題における取り組みについて ― カンボジアを事例として ― 

117 日本語教育とオノマトペ ― 類義語の使いわけを目的とした教材の作成 ― 

118 日本の NGO の財政基盤の課題に関する研究 ― 国内 10NGO の比較分析から ― 

119 異文化間における初対面会話 ― 会話展開と行動から受ける互いの印象 ― 

120 若者言葉の文化摩擦 ― 「かわいい」の多義性を中心として ― 

121 シンガポール ― 開発独裁国家の成功と課 ― 

122 テーマパーク研究 ― なぜ、東京ディズニーリゾートが１人勝ちしているのか ― 

123 Teaching and learning active English at elementary schools in Japan 



124 中国人の信仰心理について ― 春節に祀られる神々を中心として ― 

125 化粧から見る日本人女性の対人コミュニケーション 

126 日韓交流において架け橋になった人物 

127 広報誌の中のカタカナ言葉 

128 未婚・晩婚化の進行 

129 A Comparison of English Education in Sri Lanka and Japan 

130 企業の社会的責任に関する一考察 ― 日本の CSR の現状と展望 ― 

131 日韓における文化の受容と変容 ― ドラマ『花より男子』を中心に ― 

132 茨城大学におけるスポーツ活動を通した異文化交流の実態 

133 外国人に住みよい環境づくり ― 医療機関の多文化サービス ― 

134 朝鮮戦争 

135 
Multiple Intelligences Theory for Japanese Junior High Students  

Studying English ― How to Adapt MIT into Traditional Classrooms ― 

メディア文化コース 

136 女性犯罪と報道 

137 ドキュメンタリー番組制作「車椅子バスケットへの挑戦」 

138 若者のキャラに対する意識 

139 芸能人逮捕から見るスキャンダル報道 

140 恋愛ゲームへの没入を促進する要因について 

141 民放ローカルテレビ局が地域に与える影響と効果 

142 宮崎駿作品の女性像について ― 女性と外部環境との関係 ― 

143 名前の個性化と社会 

144 ケータイがもたらす孤独感・不安感 ― mixi との関連 ― 

145 インターネット利用方法と検索スキルの関係性 

146 ジェンダーとマスメディア 

147 大学生が考える「モテ男」とは ― ファッション雑誌分析を通じて ― 

148 電子媒体におけるマンガ読解 

149 携帯ゲーム機によるコミュニケーションとリスク 

150 テレビアニメ「それいけ！アンパンマン」の物語分析 

151 メディアによるジャンル形成過程の分析 「森ガール」の場合 

152 「ニコニコ動画」におけるコンテンツの派生について 

153 『新世紀エヴァンゲリオン』からみる若者像 

154 尖閣沖衝突事件を巡る日中報道 

155 情報化社会における接客方法に関する研究 

156 地方テレビ局はいかにして生き残るか 

157 婚礼メディアの研究 



158 難病ものドラマのパターン分析 

159 「沖縄」が発するイメージについて 

160 スポーツ新聞の一面分析 

161 女性ファッション誌と読者モデル 

162 カードゲームにおける「楽しみ」の共同構成過程の研究 

163 反乱するロボット映画におけるロボット観 

164 ネトゲ廃人の要因 

165 ファッションにおける模倣について 

166 海外メディアの報道にみる日本 ― 日本はどうみられているか ― 

167 あそびとコミュニティの変遷 ― 絵本から見た変遷 ― 

168 コメント蓄積型動画サイトにおける鑑賞行動の在り方に関する研究 

 


