
令和4年度　現代社会学科　卒業論文題目（Web掲載可）

1 ジャンプ作品のキャラクターとその関係性の分析

2 現代のアメリカ家族ホラー映画に内包されている恐怖の所在に関する考察  

3 スーパーチャットとの関連から考察する 人気バーチャル YouTuber のイメージ戦略 について

4
二次創作に対するオタクの態度と評価： 
イラスト・マンガ・小説を嗜好する オタクへの聞き取り調査を通じて

5 Twitterにおける「ロリコン」の社会的認識

6 コロナ禍におけるロックフェスの在り方について

7 「ネガティブ」から見るボーカロイド楽曲の魅力について

8
NIPTを中心とする出生前診断の現状と課題
  －ダウン症児者に与える影響と今後の社会の在り方とは－

9 K-POP男性アイドルの現在とこれから

10 「女子力」に対する社会意識と若者の価値観

11 大学生世代のSNS利用状況と情報発信者としての特性から見る今後のSNSの展望

12 アイドルグループにおける推し同士の関係性とファン心理

13 「歌い手」の活動傾向と「歌ってみた」文化の展望

14 ファッションと自意識の関係性

15 ゲーム配信の視聴態度と動機の分析

16 食の魅力向上に繋がる動画の構成要素の分析

17 音声の要素の違いが聴き手に与える影響

18 大学生の学びにおける動機づけ調整方略とITの利用に関する考察

19 アバターがオンライン議論にもたらす影響

20 コミックにおける表示媒体の違いが読後の感情に及ぼす影響

21 大学生におけるオンラインゲーム依存の実態とその要因

22 「公式への解釈違い」から見る 2010 年代後半以降のオタク文化の特徴について

23 VTuberが持つ「キャラクター性」と「実在性」

24 擬人化・イケメン化・美少女化キャラクターの 持つ要素と魅力

25 映像BLがもたらした革命

26 ボーカロイド楽曲における「ボカロらしさ」とは何か

27 コントローラーの定着がFPSゲーム流行へ与えた影響

28 現在の仮面ライダーシリーズの魅力とはなにか

29 通過儀礼から見るVtuberの生と死・転生

30 「大学に着ていく服」から見る大学生のファッション意識に関する研究

メディア文化メジャー



31
「音ハメ動画」は記憶に残りやすいのか？
  ―映像と音の同期の記憶促進作用に関する研究―

32 競技漫才における関西弁漫才と非関西弁漫才の違い

33 LGBTQ映画における田舎描写から見るコミュニティ課題解決へのヒント

34 ネット時代におけるテレビコンテンツの価値

35 「セクシュアルマイノリティ当事者」の現状と課題　ロールモデルの存在と情報収集に着目して

36 東方Projectと「ゆっくり」の関係 ―Twitter炎上をもとに

37
ミュージカルにおける社会問題描写に関する考察 
  〜観客の社会問題への関心を喚起する ミュージカルの持つ力について〜

38 ファッションにおけるエシカル運動の取り組みについて

39 『ONEPIECE』と「アリス」の関係について

40 SNSを利用したファンづくり ージャニーズの方針転換から見る一考察ー

41
Instagramにおけるコミュニケーションの変化
   ― 若者はなぜ、自信のストーリーズで友人の誕生日を祝うのか ―

42
コンテンツを使った地域おこしの可能性:　
  なめがたエリアテレビ×茨城大学村上信夫ゼミ　市民参加CM・朗読ドラマを例にして

43 国民的アイドルの系譜と今後

44 若い世代にウケるテレビドラマ～「タイパ」主義の時代に～

45 写真を撮る意味の変遷～デジタル化が変えた被写体と撮影目的～

46 障害者が娯楽へのアクセシビリティを妨げられているのはなぜか

47 なぜ欧米韓国と日本ではイレズミに対する意識が異なるのか

48
不登校支援ボランティア活動を経験した支援者の自己変容
  ―「For Everyone Study」を事例として―

49
なぜ語り部として語るのか　
  ー東日本大震災の語られ方と被災地の若者が語る意味に着目してー

50 コミュニケーションツールとしての猥談－若年層コミュニティを対象として－

51 住み開き型サードプレイスの特徴と在り方―「Co-Livingはちとご」の事例からー

52
メンタルヘルス不調者の休職後のキャリアの検討
  ―多声的ビジュアル・エスノグラフィーを用いた語りの分析ー

53
他者との接し方の変化とアイデンティティの変化の関連について
  ―語り合い法を用いて―

54 現代における駄菓子屋の存在　―  店の歴史に着目して ー

55 自主夜間中学の現状と役割

56 PTA会長経験者に見られるジェンダー・ステレオタイプ ― 小・中学校に着目して ―

57 福祉施設における入居者の心情について ― 「まごころの家森山」での事例をもとに ―

58 二次創作同人活動における心理的様相 ― 参与観察と語りの分析から ―

国際・地域共創メジャー



59 お笑いと倫理観 ― 差別に捉えられる表現に焦点を当てて ―

60 お土産と被マウンティング　― 心理的劣等感が生まれる要因 ―

61 SNS上の無視に関する研究 ― 大学生の性格特性に着目して ―

62
NPO法人で働くスタッフのワーク・エンゲイジメントに関する研究 
　― 茨城県で地域の社会教育に携わる団体に着目して ―

63
地域に対する愛着形成に関する研究
　― 竜ケ崎ニュータウン久保台小学校区出身大学生に着目して ―

64 YouTube視聴の実態に関する一考察 ― お笑い芸人のチャンネルに着目して ー

65 集落活動の変遷からみる地区の課題 ― 常陸大宮市盛金地区を対象にして ―

66 カミングアウトの期待と不安 ― マイノリティに関する知識との関連 ー

67
表現をめぐる自由と規制に関する考察　
  ー 日本のマンガ、アニメ、ゲームなどに着目して ー

68 自然公園内における太陽光発電問題　― 筑波山における事例から考える ―

69 原子力災害の記憶と記録 ～ 震災アーカイブの役割 ～

70 喫煙者と非喫煙者のより良い共存のあり方 ― 喫煙者の望まれるふるまいとは ―

71 災害地名の可能性

72
農山漁村再生可能エネルギー法をめぐる4地域の比較・検討
  ― 茨城県における太陽光発電事業より ―

73 災害の観点からみる多文化共生の取り組み ― これからの地域防災のあり方とは ―

74
学校統廃合による校歌の変容
  ～ 茨城県公立小学校・中学校・義務教育学校の校歌を事例に ～

75 松本山雅FCにみるスポーツツーリズムの可能性

76
関係人口を創出する取り組みにおける要素の考察
  ー　八郷地区と結城市の取り組みを例に ―

77
茨城県土浦市「ザ・モール505」商店街の変化と活性化への提言
　―　先行事例との比較を通じて　―

78 瀬戸内直島における来訪者との交流が住民による地域づくりに与える影響

79
那須塩原市図書館 みるるの整備の実態と特徴
　― 地域活性化に向けたデザインの観点から ―

80 地域における祭礼の役割 ― 茨城県石岡市常陸國總社宮例大祭を事例に ―

81 水戸市におけるスポーツ振興 ― MITO BLUE PRIDEを事例に ―

82 水戸市における公共交通機関の利便性に関する考察　― 路線バスを主体として ―

83 「エモい」場所の考察 ― トポフィリアの形成について ―

84 つくばエクスプレス沿線地域のまちづくり ― 千葉県流山市を事例として ―

85 地方の若者文化における車への認識

86 キャンプブーム発生要因に関する一考察 ― キャンプ・グランピングの流行から ー

87
オリンピックにおける競技施設の利活用に関する考察
　ー 東京2020オリンピックを事例として ー



88
大学生のサードプレイス利用について
  ～ 茨城大学水戸キャンパスの学生を事例として ～

89 貧困下における精神面の実態

90 在日韓国朝鮮人のアイデンティティの構成 ― 日本人の意識と今後 ―

91 少子化問題を抱える日本社会との向き合い方

92
「2021年米連邦議会議事堂襲撃事件」報道に見る米国メディアの分極化
　 ― CNNとFox Newsの批判的談話分析を通して ー

93 2050年脱炭素に向けての取組 ー 茨城県水戸市を事例に ー

94  現代の若者の生きづらさとその抵抗としての社会運動の在り方

95 日本の平和教育を考える ― ドイツと比較して ―

96 再生可能エネルギー政策推進における地方自治体の役割 ― 茨城県常総市を事例に ―

97 多国籍企業の社会的責任、先進国と開発途上国での相違

98 中国の教育格差の実態と要因

99 避難行動要支援者名簿のいまと個人情報保護

100 「子ども」を取り巻く日本社会の変化について

101 新型コロナウイルスの流行がもたらす高齢者の生きがいへの影響

102 男女格差の差異と対立の諸要因 ― 「らしさ」の抑圧を乗り越えるために ―

103 日本における孤立・孤独報道

104 現代社会の孤独とつながりに関する考察 ― フロムとデュルケムの思想から ー

105
就労における合理的配慮の検討
　―多様な差異を踏まえた合理的配慮の意義について —

106
企業のSDGs達成に向けた取り組みと課題 
　― グローバル企業と地方中小企業を事例に ー

107 観光業における「おもてなし」の再考と再興 ― ホスピタリティから学ぶ ―

108 日本の高齢者福祉 ー 福祉レジーム論から ー

109 相対的貧困世帯における子どもの精神的健康 ― 子どもの発達心理を通して ―

110 茨城県行方市での障害と開発 ～ 障害者雇用におけるアプローチ ～

111 自殺念慮の抑制における効果的なつながり ― 居住地・学歴別の計量分析から ―

112
アロマンティック／アセクシュアル・スペクトラムが辿る後発的自己形成
  ― 当事者の自認過程の語りからの検討 ―

113
日本における現在までのキャンプの変遷
  ― 余暇システムの“システム／環境”に注目して ―

114 クールジャパンの社会学 ― 雑誌・記事から見る日本礼賛と外国人へのまなざし ―

115 夫婦の役割分担と物質的基盤との関係 ― 労働市場の家庭への配慮に着目して ―

116
若者の不本意な「地元志向」
  ― 高等学校卒業後の進路と出身地域への向き合い方に注目して ―

117 生徒のための偏差値教育 ― なぜ批判されてきたのか ―



118 機能の面から見るSNS上のコミュニケーション ― 複雑化した気遣いのあり方 ―

119 合理的配慮から考える機会の平等 ― 「適切さ」はいかにして判断されるのか ―

120 女性地方議員のキャリアパス ― 都道府県議会から国会へ ―

121 新興政党の議会進出 ― 「NHKから国民を守る党」を 事例として ―

122 政治と時間の関係性　― 日取りがもたらす衆議院議員総選挙結果への影響 ―

123 未婚率上昇についての要因分析

124
日本の戦後50年間における知事
  ― 議会関係の実態 　～ 知事の特性と修正・否決事例件数との関係 ～

125 栄養教諭の配置効果　― 配置率の自治体間格差に注目して ―

126 ふるさと納税の災害支援及び代理寄附について


