
大妻女子大学　平成30年度「戦略的個人研究費」

学長要望課題　「大学教育の改善に関する研究」

課題番号 氏名 所属 研究課題

S3001 井上　俊也 キャリア教育センター e ラーニングによるリテラシー教育の実践とブランドアクティベーションに関する研究

S3002 中川　麻子 家政学部 大妻コタカ著作集を中心としたデジタルアーカイブと教育への活用

S3003 松田　晃一 社会情報学部 画像認識・ＡＩによるマルチエージェント（ロボット）型講義支援システムに関する研究

S3004 矢野　博之 家政学部 大学教職課程におけるリフレクション・システムの導入とカリキュラム研究

S3005 深水　浩司 教職総合支援センター ＩＣタグによる図書館内利用者行動情報収集に関する基礎実験

一般課題

課題番号 氏名 所属 研究課題

S3006 五十嵐　浩司 文学部 Disaster Reporting　のリスクマネジメントに関する研究

S3007 石井　雅幸 家政学部 科学の創造性を理解する小学校理科カリキュラムの開発研究

S3008 伊藤　みちる 国際センター カリブ海における白人性の構築：ジャマイカとトリニダードの比較研究

S3009 上野　優子 人間関係学部 初動負荷理論を用いたトレーニングの導入

S3010 榎本　恵子 文学部 ルイ14世のイメージ製作―芸術と政治の関連性の検証―

S3011 小川　浩 人間関係学部 国際協力における効果的なジョブコーチ研修の開発

S3012 清原　康介 家政学部 心停止の発生場所情報を含む網羅的院外心停止データベースの構築と分析に関する研究

S3013 小泉　恭子 社会情報学部 音楽メディアの変遷が聴取に与えた影響に関する研究

S3014 甲野　毅 家政学部 緑地保全活動の生理的な効用

S3015 小清水　孝子 家政学部 女性アスリートの利用可能エネルギー不足アセスメントツールの開発と妥当性の検証

S3016 小関　右介 家政学部 温帯島嶼における河川魚類多様性の理解と保全のための大規模環境ＤＮＡ観測

S3017 小林　実夏 家政学部 青年期タイ人・日本人の体格による生活習慣の違いについて

S3018 小治　健太郎 家政学部 若年女性における隠れ肥満・痩せとエネルギー代謝関連因子およびサーカディアンリズムとの関係

S3019 須藤　良子 家政学部 沖縄の染織品に関する調査研究―アジアの絣織物とのかかわりを中心に―

S3020 炭谷　晃男 社会情報学部 コミュニティ再編に伴うコミュニティ・スクールの役割変容

S3021 髙木　元 文学部 スタンフォード大学東アジア図書館蔵「集古画本〔読本挿絵集〕」の書誌学的研究

S3022 高波　嘉一 家政学部 健常若年女性における食後高血糖のメカニズムおよびその原因の究明

S3023 武田　千夏 比較文化学部 思想と芸術の接点：スタール夫人の『コリンナ』

S3024 田中　優 人間関係学部 ボーイスカウトの教育効果に関する研究３

S3025 團野　哲也 家政学部 貝紫の染色機構に関する研究―古代の天然染料を現代科学で探求する―

S3026 趙　方任 国際センター 留学生向け日本事情教材の研究及び作成

S3027 福島　哲夫 人間関係学部 心理療法における肯定的介入の効果検証のための実験研究

S3028 古市　孝義 人間関係学部 介護福祉現場におけるケア・ハラスメントの実態

S3029 細谷　夏実 社会情報学部 「海育（うみいく）」の取り組み：小学校における食と連携した新たな海洋教育の提案

S3030 本田　周二 人間関係学部 成人期以降の友人関係の機能と適応との関連

S3031 牧野　智和 人間関係学部 学校建築についての社会学的研究

S3032 正村　俊之 社会情報学部 AIおよびIoTの社会的哲学的研究――社会情報学基礎論の新展開

S3033 松村　茂樹 文学部 近代日本における書画文墨趣味ネットワークの形成

S3034 武藤　哲郎 短期大学部 マキューアンのダンケルクの描写における事実と虚構

S3035 森　功次 国際センター 理想的観賞者説の拡張をつうじた日常的美的経験論の構築

S3036 八城　薫 人間関係学部 職場におけるイヌ（セラピー犬）介在の社会的・心理的効果の検証

S3037 山倉　健嗣 社会情報学部 企業―ステイクホルダー関係における媒介者の機能と正当性に関する研究

S3038 山蔦　圭輔 人間関係学部 摂食障害予防のための基礎的研究１

S3039 吉井　健 家政学部 オムニチャネル環境下における消費者の購買行動とファッションマーケティングの研究

S3040 延　恩株 キャリア教育センター 「日本語の表現と韓国人の理解度――その差異から日本人の思考様式を探る基礎的研究」


