
平成24年度人文コミュニケーション学科卒業生　卒業論文題目一覧 (Web掲載可）

1 卒業期の男子大学生が見る夢の類型化の試み

2 「自分の部屋」の形成過程
    ―  一人暮らしを始めた大学一年生への訪問調査を通して ―

3 メディア受容の心理社会的発達に関する研究 ― キャラクターの選好実験より ―

4 ネガティブな感情経験の想起におけるイメージ化と筆記の影響
　― 想起者の感情面と認知面に与える影響 ―

5 大学生の目標の構造と幸福感 ― 人生の長期目標と在学中の短期目標に注目して ―

6 夕日体験の生態学的アプローチ

7 「ラジオを聴く」というコミュニケーションのかたち

8 高齢者にとってのデイサービスの意義
　　― 『長者山荘』における長期継続利用者の交流から考える ―

9 グループホームにおける認知症を抱えた高齢者の交流
　　― 生活空間を共有することの意義に注目して ―

10 楽団がふるさとになる過程 ― 茨城大学管弦楽団をフィールドにして ―

11 貧困からの回復とコミュニティカフェという場の役割
― 自立生活サポートセンターもやいの交流事業から考察する ―

12 痙攣性発声障害の喪失体験とレジリエンス ― PAC分析を用いて ―

13 大学生の父娘関係と心理的自立に関する研究
 ― 質問紙とインタビュー調査を通して ―

14 ネガティブな出来事のイメージ処理モードが感情状態と認知に与える影響
   ―  一事例実験法を用いた探索的研究  ―

15 摂食障害者のインターネットコミュニティ ― ピア・カウンセリング的役割の検討 ―

16 高齢者の補償運転 ― 老性自覚と「土地勘」がもたらすものに注目して ―

17 大学生におけるふれ合い恐怖的心性と社会的スキル、
及びソーシャル・サポートとの関連性

18 手紙行為の発生過程 ― 幼稚園児の観察から ―

19 化粧行動から見る男性のジェンダー化過程と男らしさの変容

20 自己表現・自己実現としてのカフェ ―  ある地方都市の3つのカフェの事例研究  ―

21 おしゃべりロボットは高齢者の生活になじむか ―  6ヶ月間の縦断研究より ―

22 発達障害児の社会性の障害への教育的支援に関する検討
  ― 参与観察と特別支援教員へのインタビューを通して ―

23 親の将来展望を知ることが青年期後期の子どもに与える影響

24 「美」を求める女性たち ― 彼女たちに影響を与えているものは何か ―

25 会話におけるディスコミュニケーション ― 言葉を省くことに着目して ―

26 部活動における顧問の言動と部員の受け止め方
   ― ある中学校のサッカー部をフィールドとして ―

27 昔語りを通した生き生きとした関わり合い
  ―  「古民家」制作で深まる人生の懐古と現代への思い ―

人間科学コース



28 母親の子育て観とソーシャルサポート
  ― 子育て支援サークルにおける実践活動とインタビューを通して ―

29 青年の注意スタイルと授業中に経験する認知活動上の困難さ

30 ペットを含む家族論  ― 被災者の姿とペットを原発避難区域から見る ―

31 地方の若者文化  ― 今も残る「家制度」と都路の男子たち ―

32 世話の相互性  ― 定食屋ぽんぽこりんを支える人たち ―

33 宗教実践者の心的世界　― 未知なるものから価値規範について考える ―

34 風景構成法に描かれる道の持つイメージの検証

35 オノマトペによって喚起される色彩印象　― 提示モダリティの効果の検討 ―

36 　「冥官」　篁と六道珍皇寺

37 　金砂神社磯出大祭礼と地域権力

38 　細川藤孝（幽斎）・忠興と家臣団

39 　中世前期における遊女の存在形態

40 　山野辺義忠の改易と再仕官

41 　国民学校令下における国定教科書編纂について　― 国民科を中心に ―

42 　日露戦争期における日本の対欧州広報外交

43 　平安期における葬送について ― 風葬・死体遺棄をめぐる観念 ―

44 　鮮卑拓跋部の漢化政策 ― 孝文帝の政策を中心に ―

45 　ナチスと「退廃芸術」 ― ヒトラーの女性像を追って ―

46 　朝鮮植民地期の教育について　― 1910年代の高等普通学校を中心に ―

47 　ローマ社会の国家と権力 ― ローマ市民と皇帝アウグストゥスとの関係について ―

48 　10世紀～13世紀のキタイの対外関係 ― その動向に対する考察 ―

49 　魏晋南北朝の江南における北来貴族と土着豪族

50 　ロマネスク彫刻に見る中世キリスト教 ― ラ・マドレーヌ聖堂タンパン彫刻を例として ―

51 　形象埴輪群の配置関係とその変化

52 　古墳時代における鏡形模造品の研究

53 　日本列島出土の神子柴型石斧に関する研究
　　 ― 関東におけるその終焉の様相に注目して ―

54 　縄文時代晩期と弥生時代の漆塗竪櫛に関する比較研究

55 　東日本前期古墳出土の供献土器群の研究
　　― 長野県域における弘法山古墳以前の墳墓出土の土器群について ―

56 　「かたち」について

57 　猫に関する話から見る猫のイメージ ― 江戸時代の随筆・物語を中心に ―

58 　天狗をめぐる怪奇現象 ― 流星・怪音を中心に ―

59 　感情と道徳 ― 感情は道徳にどのように影響するのか ―

60 　カント倫理学からの考察

歴史・文化遺産コース

文芸・思想コース



61 　幸福論 ― 人間と環境 ―

62 　夏目漱石『三四郎』研究

63 　『雨月物語』「吉備津の釜」研究

64 　『弁慶物語』研究　― 義経との対決を中心に ―

65 　副詞「ほろほろ」の語誌

66 　鉄凝試論

67 　張芸謀論 ― 3作品にみる人ともの ―

68 　謝冰心の表現に関する考察

69 　徳川政治体制の存続と瓦解 ― 新井白石の『読史余論』について ―

70 　王安憶作品に描かれる人々

71 　アンデルセンの『ナイチンゲール』について

72 　メルヘンにおける《眠り》 ― 『いばら姫』とその類話を手がかりに ―

73 　板谷波山と同時代の陶芸

74 　ジャン=リュック・ゴダール「勝手にしやがれ」研究
　　― 「勝手にしやがれ」から読み取るゴダールの映画観 ―

75 　シャルル・ペロー「眠れる森の美女」研究 ― 「百年の眠り」とその意味 ―

76 　石元泰博《桂離宮》とモダン・アート

77 　19世紀のファッション
　ジョルジュ・スーラ《グランド・ジャット島の日曜日の午後》から考えるモード

78 　グスタフ・クリムトの風景画における変遷と人物画との関連性
　　― グスタフ・クリムトの風景画に見る変遷、そして人物画との比較による関連性の
　　　発見によるクリムト絵画の独自性と試みに関する研究 ―

79 　アール・ヌーボーと日本

80 　A Study of Alice Walker ― Breaking and Strengthening the Ties ―

81 　A  Study  of  Sylvia  Plath ― Being  a  mother  ―

82 　A Study of Adrienne Rich ―  Seeking for True Sisterhood ―

83 　A Study of Edna St. Vincent Millay　― The Faith and Nature ―

84 　Enchanted ― Petrification ―

85 　F･スコット･フィッツジェラルド『グレートギャッツビー』論
　　― フィッツジェラルドと「二人の分身」 ―

86
　「Ｘ＋る」による動詞化現象について

87 　カテゴリーとは何か ―  英語の時制システムから探る ―

88 　接続助詞『が』 ― 基本的意味の探究 ―

89 　Particleの語順について

90 　反語について ― 反語のコモンセンス ―

91 　「アシタヘカエル」ための方法 ― メンタルスペース理論から読み解く比喩 ―

92 　「Ergativity が描き出す世界」

言語科学コース



93 　「カテゴリー」とは何か? ─ 英語の冠詞に見る“カテゴリー転換”から探る ─

94 　Using English songs in junior high schools
　（中学校の授業における英語の歌の活用について）

95 　参加型開発と外部者の役割 ― 現地NGOと国際ＮＧＯの比較分析を通して ―

96 　コメディードラマの笑いにおける日米の違い

97 　日本人学生と中国人留学生の友人間における心理的距離の比較

98 　台湾民主化史と台湾の若者の政治意識について
　　― 日本の若者の政治意識の比較もかねて ―

99 　大規模自然災害の防災と応急・復旧のあり方に関する一考察
　　― 東日本大震災とインド洋地震津波の比較分析を通して ―

100 　日系ブラジル人に対する就労支援政策の現状と課題
　　― 就労準備研修と帰国支援事業に焦点を当てて ―

101 　在日外国人の日常生活からみる日本語学習者のニーズと日本語教科書の比較
　　― フィリピン人妻とのコミュニケーションを通して ―

102 　年少者日本語教育の現状と課題 ― 指導方法と事例を通しての考察 ―

103 　カンボジア農村における豊かさと貧しさ ― 地雷と人々 ―

104 　The Gap in English between Elementary School and JHS in Japan

105 　東南アジアのイスラーム ― タイ深南部国境県問題 ―

106 　Effective Strategies to Help Japanese JHS Students Acquire L2 Pronunciation

107 　災害被災地における集団移転の現状と課題 ― 東松島市野蒜地区を事例として ―

108 　日韓大学生の家族に対する呼称の比較研究

109 　Foreign Language Activities at Elementary School in Japan

110 　地域在住日本人と外国人の多文化共生における意識比較
　　― 大洗おしゃべり広場プロジェクトの活動を通して ―

111 　ケニア暴動における暴力主体の分析 ― 「部族紛争」における暴力の主体とは ―

112 　色彩文化比較研究

113 　How teachers and students may maintain high motivation in EFL

114 　国際結婚家庭における子どもへの母語・母文化の継承

115 　Finding a middle way between the university entrance examinations
    and communicative English in Japanese senior high school

116 　若者言葉は異文化コミュニケーションに役立つか
　　― 外国人留学生と日本人学生の日常会話における若者言葉使用をもとに ―

117 　アジアのマドラサ

118 　メディア戦略の分析と一考察 ― ジャニーズ事務所を読み解く ―

119 　国民的アニメに関する一考察 ― 『クレヨンしんちゃん』から見る国民的アニメの条件 ―

120 　プレゼンテーションにおける名言の効果について

メディア文化コース

異文化コミュニケーションコース



121 　女性アイドルの宣伝と受容の変化 ― メディアの変遷とともに ―

122 　シラバスリテラシーの概念と取得過程に関する基礎研究

123 　少年マンガと女子読者

124 　電子ガイドブックによる観光行動支援

125 　料理レシピの曖昧表現の分析と理解支援

126 　「男性の女性化」論をめぐって

127 　カメラ女子は撮影に何を求めるのか

128 　言説としての「おふくろの味」 ― なぜ女性が料理をするのか ―

129 　SNS利用から見る現在の大学生 ― プラットフォームを用いた考察 ―

130 　スポーツの祭典 ― 五輪の未来を考える ―

131 　ヒットアニメにみる消費形態と支持要素の変化

132 　ビブリオバトルにおけるお勧め言説の研究

133 　ホラー作品に対する態度の決定要因に関する研究

134 　男性ファッションのユニセックス化に対するミュージシャンの影響について

135 　ご当地ヒーロー　― 地域を映し出すメディア ―

136 　効率的なwebPR方法 ― 小規模組織における事例研究 ―

137 　レシピ共有サイトにおける投稿モチベーションの構成要因に関する研究

138 　ホントに必要！地方局 ― 地方民間テレビ局の存在意義 ―

139 　ARを用いたコミュニケーションの可能性

140 　メンズファッション誌の今後のあり方

141 　少女漫画論 ― 漫画家　西炯子を探る ―

142 　『メディアを通して分生起する時代ごとの吸血鬼の特徴』

143 　学生の受講態度が教員の授業モチベーションに与える影響について

144 　アニメ聖地巡礼について

145 　高校野球の不祥事に関する一考察

146 　『韓流メディア戦略とファンのメディア利用』

147 　ネット炎上が社会に与える影響


