
2021 年度メジャープロジェクト題目一覧  

後期(2022 年 1 月)提出 91 題目  

 

グローバルスタディーズ 
• オンライン会話における自己確認と会話参加 

• 日本文化の発信に繋げる英語聴解力養成 CALL 教材の開発 

• 創られたスイーツ文化と流行 －専門誌「café sweets」掲載記事からの考察‐ 

• アメリカ映画におけるロボットのイメージとその変遷 

• 広告における社会的意義―NIKE の広告から読み解く企業側戦略― 

• はざまに立つマルチリンガルの自己認識―レジャイナ移民の語りから― 

• 日本の映像メディアにおけるセクシャルマイノリティ 

• セクシュアリティを言うという行為―セクシュアル・マイノリティ女性の語りから― 

• 日本社会における「男性」労働をめぐる意識のあり方とその変化 

• メンズメイクの台頭と若者の男性性変容に関する研究 

• 見えにくい女性の貧困と「女性ホームレス」のリスク 

• マッチングサービスの台頭による日本社会における「出会い」の変容 

• キルギスにおける誘拐結婚をめぐる規範の変遷 

• ファッションのニュースを題材とした英語聴解力養成 CALL 教材の開発 

• 「お茶」飲料マーケティングから見るジェンダー規範形成 

• 単位制度の課題・今後の在り方について―千葉大学国際教養学部の事例研究― 

• 留学プログラムにおける大学と学生のすれ違い―新型コロナウイルス感染症に伴う変化をめぐって

― 

• 現代アメリカ英語コーパスを用いた高校英語教科書の語彙分析とその考察 

• 多様な現代社会における美術教育の意義 

• 「気になる子」をめぐるエスノグラフィー 

• 外国につながる子どもたちの友人形成：首都圏のある多文化フリースクールを事例として 

• 在留外国人への防災情報支援における課題―千葉大学外国人留学生への防災支援からの考察― 

• 日本で難民として生きること―就労している二人の難民へのインタビュー調査から― 

• 技能実習生の精神的な支え―地域の日本語教室に通う技能実習生に焦点をあてて 

• 戦後日本の吉田茂の外交選択 ―対中政策を中心に― 

• 民間航空機の事件・事故と世界情勢―軍事的緊張の高い地域における撃墜事件を中心に― 

• 中曽根政権の国家戦略における『国際化』と姉妹都市ブーム―1980年代後半から 1990年代前

半を中心に― 

• 人道的介入を巡る議論―ICISSのクライテリアの再検討― 

• 宗教的寛容思想の系譜と現代フランスにおけるイスラモフォビア 

• 居心地が良く歩きやすい都市部街路空間の研究 

• マリンスポーツによるまちづくりの課題と展望：浜松市における取り組み 

• 中学運動部活動における外部人材活用促進に向けた地域コーディネーターの役割 

• 地域課題を解決する新モビリティの提案 ―富山県砺波市を対象とした 20年後のMaaS― 

• 観光のニュースを用いた英語聴解力養成のための CALL 教材開発 



• ヴィーガンの多角化―雑誌「veggy」にみる菜食選択の多様性― 

• 介護ロボットが現場に与える影響と社会実装に向けた課題の検討 

• マイナースポーツをテーマにした CALL 教材の開発 

• マスターズ水泳の可能性の検討 

• 日本社会における「ゲノム編集技術応用食品」に対する認識の検討―「遺伝子組換え食品」論争と

の比較から― 

• 気候変動の影響に気付きを与えるコミュニケーションデザイン―日めくりカレンダーと太陽光カフェの

制作― 

• フェアトレードと事業型 NPO 

• フェアトレードと国際規範の交差点―公正な社会の実現へ向けて― 

• 国内の中小企業の全要素生産性向上における SDGs活動の導入意義 

• 次世代シーケンサーを用いた小笠原諸島における侵略的外来種アカギの侵略メカニズム解明 

• 近代化産業遺産における持続可能な保護活動に住民が参加する意義について-野田市郷土博物

館・市民会館の運営を事例として 

• スコットランド独立運動とエネルギー政策 

• イチョウ巨木の国内伝播経路の研究 

 

現代日本学 

• トーク番組における円滑なコミュニケーションの創出 

• 漫画論 ―線が織りなす様々な感情― 

• ラジオのトーク番組における複数の聞き手を意識したスピーチレベル管理 

• 3Dサンプルを用いた表面形状と色名の関係解析 

• 第三者言語接触場面における会話参加者の参加調整―日本語会話場面と英語会話場面の比較

分析を中心に― 

• 「母」とは誰か―想起される母親像と実際との乖離― 

• 日本におけるキッチン家電の歴史と展望―家電メーカー広告が映す家庭の形― 

• 家庭環境から見る千葉大生の学生生活に与える影響 

• 日韓歴史共通教材に関する考察 

• 異文化理解を目指した英語聴解力養成 CALL 教材"Liberal Arts and Sciences" の開発 

―国際教養学部の学生に対するインタビュー素材から― 

• 清代の書と金農―「漆書」に表れる個性― 

• 愛着意識を持つモノのモチベーションを向上させる可能性の検討 

• 日本の排外主義─「日本人」意識形成との関わりにおいて─ 

• 戦後社会における民衆の「象徴天皇制」理解 

• 社会的・政治的基準によって区別された「言語」と「方言」―アイヌ語が「言語」、琉球諸語が「方

言」と位置付けられている根拠とは― 

• 想像・創造される「ナイチャー（内地の人）」―沖縄県への移住者の語りから― 

• サイクルツーリズムによる地域経済循環の考察 

• 地域活性化に向けた J リーグクラブと自治体の連携 ―鹿島アントラーズと鹿嶋市を例に― 

• 東京駅に見るミヤゲ文化の特徴とその社会・文化的背景 ―るるぶ東京からの考察― 

• 連携中枢都市圏構想からみた広域行政に関する研究 



• 地域密着型スポーツクラブの新しい形―千代田区密着型バレーボールクラブ東京スリジエを例に― 

• 小学生の生活習慣問題と運動の二極化の改善に向けて 

• 日本の天然記念物保存運動における中心的課題の変遷 

• 6次産業化 2.0―道の駅とみうら枇杷倶楽部に見る連携のかたち― 

• 映画『AVATAR』を通して見る環境破壊行為と生活文化の保護の葛藤 

 

総合科学 

• 科学リテラシー向上につながる実験資料の開発―コリオリの力を例として― 

• 舞台演出の違いによる印象評価の実験的検討 

• 共感覚色と物理色の色知覚分布の比較 

• 大学生の過去の運動経験が現在の体型満足度および身体活動量に与える影響について 

• 「家族」と信仰継承の複雑性：ある教団の 2世信者の語り 

• これからの国際社会を担う学生に焦点を当てた英語聴覚力養成 CALL 教材 Liberal Arts and 

Science の開発―国際教養学部の学生に対するインタビューを素材に― 

• 物理への興味・関心を喚起する micro:bit の活用 

• 日本の刑務所における回復共同体（TC）普及の課題 

• 室内環境の異なる照度における和ハーブの生育特性解明 

• 屋上緑化におけるアーバスキュラー菌根菌の役割について 

• 冷戦前期における東ドイツの文化政策について 

• 大学生の健康度、生活習慣および身体活動量に関する分析 

• 病院緑化の課題と医療従事者のための緑化のあり方 

• 整形外科関連学会ウェブサイトにおける患者向け情報の可読性および質の定量評価 

• コロナウイルスによる熱中症に対する予防意識の影響 

• 高等植物の葉肉細胞プロトプラストの初期化およびプログラム細胞死に関する研究 

• 実物体が有する粗さの知覚量と物理量の関係解析 

• 環境に配慮した消費行動のデザイン 

• プラスチック削減から考える循環型社会シミュレーションゲームの作成 


