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社会学研究科社会学専攻修士論文題目
中国におけるファンコミュニティによる集団通報のメカ
ニズム	 シュキ
「芸術と社会をつなぐ」人材育成の可能性と課題―アー
トマネージャー育成プログラム「TAP塾」を事例に―

齋藤　　結
ファン主導による「聖地」の創造と展開に関する研究	
―「レストランライスシャワー」を事例に―	宮尾　昂明
どのようにして「多数派」は形成されていくのか	
―Twitterにおける炎上を事例に―	 飯野まどか
中国におけるソーシャルメディア上の健康関連情報の
拡散行動への影響要因	 潘　　倩楠
中国都市部における農民工子女の進学選択行動につい
て	 謝　　佳睿
日本アニメにおける中国人像	 Lin	Yitong
教育の私事化と中学校選択―中学受験を巡る保護者の
「願望」―	 石田　　凌
誰が「パンセクシュアル」を名乗るのか―多様化するセ
クシュアリティと二元的な性愛枠組みを超える語り―
	 亀津　万里
中国における乙女ゲームの利用と満足―『恋とプロ
デューサー』というモバイルゲームを中心に―
	 張　　雨亭
中国における「女性の凝視」の台頭―「男性の凝視」への
反抗―	 Cao	Ziwei
大卒女性が卒業後に派遣教員を選択する要因
	 Xie	Liuliu
戦争報道のメディア・フレーム―日米中三紙のウクライ
ナ侵攻記事の比較分析	 黄　　晶晶
地域コミュニティにおける「子ども食堂」と住民との協働
を考察する―東京都板橋区高島平　２つの事例より―
	 アン　ブン

2010年代の韓国犯罪映画における中国朝鮮族スティグ
マティゼーションに関する研究	 Piao	Jingyi
SNSの利用によるフェミニズムの対抗言説に関する研
究	 イン　ギョウシン
在日中国系移民第1.5世代のアイデンティティ―彼らの
ライフストーリーをもとに―	 Chen	Yi
メタステレオタイプと異文化適応に関する質的研究	
―在日中国人留学生を事例に―	 カンイレイ　
日本社会における中国人の若者のライフスタイルに関
する一考察―内巻化社会における寝そべり族の潤学経
験を対象として	 オウ　セツヒ

社会学科卒業論文題目
「ひきこもり」改善に欠かせない両親の支え―私の経験
から「ひきこもり」を語る―	 加藤　雅崇
在日外国人高齢者の生活上の困難	 棚橋隆太郎
女性管理職に対するアンコンシャスバイアスと企業に
おける女性管理職割合増加のための制度についての考
察	 近藤　優衣
階層移動の流動化を促す要因について―日本とシンガ
ポールの比較分析―	 神里　晏朱
トラッキングによる教育格差の固定化―中高一貫校の
発展からみる高校間格差の推移―	 佐藤　真紀
メキシコにおける家事労働者―メキシコシティのオル
ベーラー家と３人の家事労働者たちの事例から―
	 山本　彩由
デジタルノマドという新しい移民の現象―ワークプレイ
スの変遷とコミュニティの機能からデジタルノマドを考
察する―	 北井　晴菜
沈みかけた船の乗員が持つ「これからを生きる」動機と
は―タイパを求める目的論的人生観からの脱却―
	 酒井　勇輝

*本題目一覧は、各自の提出届における表記をもとに、紀要編集者が、一覧として統一性を確保するため、校正を行っています。
	何卒ご理解のほど、お願いいたします。
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多様な性を生きるトランスジェンダー―当事者と母親
のライフヒストリー分析から―	 宍倉　晟太
ストレス対処の視点から見る教師の同僚性の実態
	 金井　　譲
職場における喫煙者と労働	 栗崎　誠冶
カンボジアにおける教育：歴史的変遷と今後の課題
	 棚木はるか
ファッションにおける自己表現	 加藤　大樹
教育と貧困―家庭教育の差異による進学選択への影響
―	 二瓶　聖也
難病患者が抱える生きづらさの社会的要因
	 田中　友梨
グリーンインフラの活用による多世代交流の可能性
埼玉県草加市「コンフォール松原」の事例から
	 中川　佳貴
現代における学歴の効用とキャリアの自由
低学歴の人々のキャリア選択に焦点を当てて
	 小川　慧士
社会教育施設としての公民館の在り方に関する考察～
コミュニティセンターは公民館的役割を超えられるのか
～	 溜谷　萌子
雇用状態や社会階層と健康の関連―健康に関する意識
と行動を通じた分析―	 森友　彩乃
女性にとって推しとは何なのか	 森内　裕子
交際意欲の規定要因	 牧　　桜子
性別と自己の関係	 大平　百佳
地域社会における祭りの役割と持続可能性
	 杉山友里子
アイドルファンの恋愛観―ジャニーズタレントの熱愛・
結婚報道時における反応から―	 中村　丹音
児童養護施設児が学びを継続することの困難さ―施設
従事者はなにを重要視しているのか―	 鈴木　結賀
テーマ設定における作文能力の違いと教育格差の関連
性	 吉田　智哉
インバウンド―オーバーツーリズム対策と日本の魅力
―	 大竹栄伶那
女性たちの「隠された」貧困問題―“ホーム”レスの女性た
ち―	 本城こころ
子どもの安全や犯罪被害に対する不安と、対処方法に
関する考察	 関口　瑠美
大学生スポーツ競技者のバーンアウト症候群に関する
研究―新体操選手に着目して―	 籏本　　葵
災害対策・災害時における共助をめぐる研究～神奈川
県逗子市を事例として～	 栗原ひとみ
結婚が階層帰属意識に与える影響	 滝田　翔吾

仕事満足度を上げる要因についての考察
	 佐々木俊太
弾力的労働時間制の導入における課題―フレックスタ
イム制とワーク・ライフ・バランスの観点から―
	 古坂　楓河
働きやすさと人間関係、ＳＮＳ利用の影響について
	 菊池　裕斗
奨学金制度―学生視点からみた進学前後における課題
の検討―	 山田　　楓
Ａ・ギデンズにおける「存在論的安心」について　ハイ・
モダニティの視点と身体的な側面からの接近
	 Sun	Mengqi
少子国家日本の目指すべき社会～少子化と未婚化の関
係～	 松井　　彩
地方における介護士不足に関しての考察―秋田県の介
護の現状を踏まえて―	 野元璃々花
ミスコンテスト問題をどう解決するか	 泉　　拓光
きょうだい構成が教育達成に与える影響	 安田　仁稀
小売業に従事する正規労働者と非正規労働者の春闘
に対する評価の違い―食品スーパーにおけるインタ
ビュー調査を事例に―	 山川　　連
都市度の差によって孤立要因に差が出るのか
	 持木　翔太
都市公園のあり方―スポーツ発展に繋げるために―
	 藤井　達也
東ティモールにおける大学生の防災に関する意識調査
～防災教育の成果と現状～	 千葉　奏美
新潟県における出所者への就労支援の実態と出所者と
地域社会の人々との共生についての考察
	 長谷川サラ
ファンツーリズムによる地域活性化の可能性―Ｚ世代
の推し活を事例に―	 野村　愛珠
百合とはなにか―作品分析とインタビュー調査から―
	 大川　佳純
大学生の愛校心形成要因に関する研究―大学運動部が
もたらす影響―	 庭田　直弥
外国人留学生の就職活動に関する社会学的研究―学部
生の事例―	 Yang	Shuying
過去の感情経験と職業選択という意思決定の関連
	 鈴木　夏未
将来への希望と恋愛・結婚観の関連について―仕事と
生活に関する意識調査を通じた分析―	 朝光　彩花
総合職を選択する女子大学生の男性性について―一般
職を選択する女子大学生との比較―	 加藤沙央理
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公民館で地域を支える人々―その役割と可能性―
	 有馬　海央
「親ガチャ」を用いて語られるもの―X（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）に
おける投稿の分析から―	 小泉　貴博
保育士の労働環境から見えてくる課題と展望
	 釘宮　真周
現代日本におけるトランスジェンダー嫌悪―Ｘにみられ
るレトリックの分析から―	 中村　　遥
オーバーツーリズムの現状と今後～SNSデータ分析を
通して見る観光地民の悩み～	 平﨑太玖磨
葉山における別荘地形成とその変遷に関する研究～「葉
山らしさ」の継承に向けて～	 松並茉里乃
日本とベトナムにおける「ハーフ」に対する人種差別につ
いて―当事者へのインタビュー調査から―
	 浦野　芽良バージニア
日常生活における摂食障害からの回復プロセス―You	
Tubeチャンネル上の当事者コミュニティの分析を通じ
て―	 山下菜々子
教育期待の規定要因	 関矢　悠佑
日本固有の精神構造がもたらす「睡眠負債」に関する研
究	 岡本　侑大
日本の多文化共生―ドイツとスウェーデンとの比較―
	 尾田　葉月
早期離職者の離職要因と転職後のキャリア満足度の関
係性	 村田　優作
「優しい関係」のなかにある他者のまなざしを越えて、〈仲
間〉とともに生きる―江戸川中央シニア23期生の３年間
をふり返り―	 飯塚　草太
なぜ映画館で映画を観るのか―レビュー分析から―
	 武江　梨緒
後期近代において「広義のサバイバー」になるためには
	 互井恵理子
KPOPとJPOPの海外進出～ビジネス戦略の観点から～	
藤田　陽士
日本人の英語力と学校教育の関連性に関する考察
	 柴田　萌絵
転職先としての「教員」―社会人経験のある教員へのイ
ンタビュー調査から―	 佐古竜太郎
新学習指導要領下における高校学校情報科目教員の在
り方―テキストマイニングによる分析―	 中野　勇飛
雇用システムの違いがトランスジェンダーの職場に与え
る影響について	 酒元　創平
日本人の日常と密着したファストフードチェーン―マク
ドナルドのCM分析から分かったこと―	 永野まりも

世帯の特徴が環境配慮行動に与える影響について―
ISSP国際比較調査「環境」の結果から―	 中谷　桃子
就職活動における早期化、長期化問題とその解決策
	 安藤　　碧
未来の喪失感とポスト資本主義文化―インターネット
音楽、hyperpopを例にして―	 刈田　真緒
消費社会におけるサステナブルファッションの可能性
	 飯島　菜月
男性の育休取得率促進を阻む要因について～職場の雰
囲気との関連性～	 大門　　駿
現代社会都市部における自治会・町内会の需要と変化
	 海保　綾乃
SNSデータ分析からみるトラックドライバーの実態と課
題	 藤田　　修
夫婦のコミュニケーションが夫婦関係満足度に与える
影響―パネルデータを通じた分析―	 島津　朱里
なぜ新大久保アイドルに夢中になるのか	 小川　遥花
難民とは―難民条約の在り方について考える―
	 佐藤　愛夏
我が国における「良質な保育」とは―早期保育の影響に
ついて語られる文脈から探る―	 中嶋　梨乃
長く愛されるアニメーション作品の視座　プリキュアシ
リーズの分析を通して―	 鈴木　月乃
官民連携における協働の在り方～Hareza池袋の事例～	
石田恵二郎
生きて「いること（be）」そのものを価値づけていくため
に、空しさを埋める言葉をどのようにしてもちうるか
	 安倍のぞみ
早期の結婚を望む若者の結婚観―結婚を視野に入れて
いる大学生へのインタビュー調査から	 崎間菜々子
新海誠作品からみるヒットの要因―映画『君の名は。』に
おける観客の選択と受容―	 石曽根綾花
QAnon拡大の要因と対策―SNS時代の陰謀論―
	 小川　僚介
日本人の「外国人」に対する印象―首都圏と地方の印象
形成差―	 星野　史門
キャリア教育と求める資質・能力の変化	 長田みのり
地方百貨店の社会的役割の変化と可能性～広島県「福屋
百貨店」に見る存続へのヒント～	 武井　春樹
企業の健康経営が労働者に与える影響	 本間　遼典
日常生活におけるぬいぐるみと人間の関係構築に関す
る考察	 佐藤　陽南
マンガにおける相互行為理解の方法論―読み手の体感
時間について―	 秋山　林風
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女子大学生はなぜ上京するのか―地方から都市部の大
学に進学した女子大学生へのインタビュー調査から
	 田中　美咲
投資教育推進の要因分析	 中川　大樹
日本の臓器移植医療における反対意思表示方式導入可
能性の公表がもたらす効用について	 鈴木　廉乃
アニメ・ツーリズムは社会減地域の活性化に寄与する
か―成功事例と失敗事例の比較に基づく考察―
	 千田　隼士
人びとがもつ仕事の価値志向とその形成要因について
―COVID-19の流行による社会の変化に注目して―
	 宮木　康介
私が私でいることが大事―自分を縛るものからの脱却
―	 村松　瑠果
よさこい祭りにおける受益圏と受苦圏の分離―地元参
加者と地元住民による祭り開催への意識と、その形成
要因に着目して―	 桐山　知子
パンデミック後のITフリーランスを対象とした求人の実
態	 藤川　琢真
東日本大震災の被災地における災害記憶の伝承―被災
地に再び戻る人々のために―	 大澤　伊蕗
組織アイデンティティが自我アイデンティティに与える
影響とは―事例から見る自我アイデンティティが形成
される組織は強いのか―	 櫻井　海斗
「韓国風」ファッションの流行の理由及びそれを通じた自
己表現の仕方	 阿部　千紘
児童虐待と社会意識―KHCoderによる新聞記事分析を
通して―	 田島　優季
木造住宅密集地域における不燃化まちづくりと地域コ
ミュニティについて～墨田区京島地区の事例～
	 谷　　愛央
ゲストハウスオーナーの誕生―現代日本社会で自由な
生き方を問う人生―	 永岡真里奈
ニューカマー児童のアイデンティティとその形成要因
	 冨田　朱莉
地域のサードプレイスとコミュニティの可能性―豊島区
「ニシイケバレイ」におけるサードプレイス研究―
	 芳我真梨子
「ファンをやめる」こととは―アイドルファンをやめた女
性へのインタビュー調査から―	 茂原　汐那
日本の特別支援教育について―インクルーシブ教育の
導入―	 平　　紗和
〈生〉を肯定する方法としての〈堕落〉は、どのようにして
生きる主体を救いえるのか	 山田　美優

集団におけるフロー経験の存在とその生成過程―サッ
カー指導者の戦術から―	 門脇　壮馬
「男性化」する女性おたく―女性向けゲームの変遷から
みる女性おたくの変容―	 南井　りん
父子世帯を通して見る現代社会―必要不可欠なモノ・
コトの明確化を通じて―	 久保田　尋
社会的連帯は常に是なのか？―若者における孤独の時
間の意味―	 小玉　菜緒
子どもは親の性役割をどう内面化するのか―母親の家
計貢献度が高い家庭の子どもへのインタビュー調査か
ら―	 宇山　希実
「死を描く絵本」の考察―「空間構造のプロセス理論」か
ら読み解く「喪失からの回復プロセス」―
	 𠮷岡璃々奈
MaaSによる関係人口創出の可能性―デジタル時代の観
光メディア―	 見原　成陽
政治参加に対する労働環境の影響―東大社研パネル調
査若年・壮年パネルを通じた分析―	 酒井　淳志
男子校教育が男性のジェンダー的価値観に与える影響
について―インタビュー調査を用いた分析―
	 藤井太一朗
横浜市におけるまだら模様の高齢化の実態
	 山北　征尚
社会に〈閉ざされ〉た〈私〉が社会の〈外〉を見た経験―再
帰的近代のなかで他者とともに生きるために―
	 大浦あかり
ライフイベント発生に伴う女性の相談先ネットワークの
規定要因―パネルデータ分析を通して―	 山中明日香
デジタル時代における音楽文化の変遷	 大野　翔子
「関わりたくない」と「寄り添いたい」の狭間で―他者と共
に生きる実践―	 澤邉　紗蘭
社会活動制限の観点からコロナ禍を振り返る
	 髙橋　千夏
SNSが与えるサバイバルオーディション番組への影響
―PRODUCE101シリーズ韓国版と日本版から考える
―	 山中　梨桜
教育DXから考える学びの個別最適化の必要性
	 三輪　佳織
商店街から見る街の移り変わり	 山本　雄大
対人関係における「見た目」がもたらす社会的な影響
	 森　　優奈
吃音症当事者の実践		 福岡　雅基
日本のテレビドラマにおけるくらしの描かれ方―「共同
生活」に着目して―	 樋口奈生子
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スポーツ領域におけるジェンダー問題について考察す
る	 川村　春人
SNSデータ分析から見たひとり親家庭の実態
	 阪田　　隼
コロナ禍以降における子ども食堂の社会的役割の変容
―豊島区内の２つの子ども食堂を事例として―
	 師尾　里奈
白髪を染め続ける女性たち「グレイヘア」はありのままの
自分を受け入れることにつながるか	 齋藤かりん
今日の大学生の就職意識について―求める安定性とは
―	 岡島　和海
国際スポーツの場でのトランスジェンダーの居場所―
IOCのジェンダー規約の歴史を辿って―	 加藤　建瑠
ラジオトークからみる面白い話の伝え方	 宗和　南波
子どものスポーツ参加における格差	 吉井麻佑子

現代文化学科卒業論文題目
「多文化共生社会」形成に向けた現状と課題についての
考察―新宿区と大久保地域から考える―	 大塩　息吹
社会関係資本とキリスト教信仰―さいたま市のプロテ
スタント福音派教会を事例として―	 佐藤　萌加
少年サッカークラブを「営む」人びと―50年の歴史があ
る南百合丘サッカークラブの事例を通して―
	 下平　　敬
新規需要米「米粉」利用から見る米産業の可能性　６次
産業化の事例を基に	 盛野　耀祐
企業による積極的な高度外国人材の活用を目指して―
企業側の採用・活用課題に着目して―	 片貝　健人
なぜ２人のゲイ男性の暮らしはうまくいくのか？―「名
前のない親密な関係」についての語りと分析を通じて―
	 畠山　　龍
在日クルド２世の進路形成過程―教育達成の実現に着
目して―	 田中　　伶
職業選択のプロセスと職業観の変容―看護学生・看護
師へのインタビューから―	 清水明日香
外国にルーツを持つ子どもと保育機会―福島県いわき
市における保育園を事例に―	 赤津　怜奈
日本人の英語学習熱と若者の留学～若者はなぜ英語を
学ぶのか～	 中村　朋也
コミュニティFMの実態と作り出されるコミュニティ
	 森　菜々子
南アフリカにおけるアパルトヘイトと日本人
	 千野　智哉

日本の農業分野における外国人労働者について
	 小笠原真希
新潟県佐渡市小木町における重要伝統的建造物群保存
地区選定の取り組みから見るまちづくり	 峰本　沙綾
現代日本社会における「アナキズム」なるものの可能性
と限界	 北村　雄風
キッチンカー開業者の変遷から考える現代の働き方の
傾向	 戸村幹太朗
旅行メディアの変遷からたどる旅行の概念の変化
	 神保　　凜
女性と自撮り―自撮りにおけるビジュアルコミュニケー
ションの社会的意義―	 小林　真奈
ヒューマンライブラリーの実態と可能性について～差
別・偏見の低減という視点から～	 川﨑　凱巴
社会の「自己責任」論を乗り越え、人間らしく生きていく
ためにはどうすればよいのか―協同労働という働き方と
の出会い―	 大木　実莉
認知症のエスノグラフィ―デイサービスまぁむ川口本
町から見つめる「その人らしさ」の尊重の実践―
	 笠原　啓吾
親子関係が不登校願望に及ぼす影響	 佐藤　悠紀
男性の地域社会への参加からみる「つながり」の形成過
程―定年退職をした人々の事例から多世代間交流を考
える―	 髙橋　　舞
アイドルファンの推し活事情―インタビュー調査を中心
に―	 齊藤　　響
フィクション作品における感情創出について―感情の
種類による作品構造の差異―	 岡部　雅斗
アイドルファンはなぜ大量のグッズ購入を行うのか―イ
ンタビュー調査から―	 大河内　優
沖縄県から考える地域に還元できる観光の在り方
	 玉城　凪姫
ダークツーリズムにおける認識の差異―ダークツーリズ
ムに対するイメージのドイツと日本での比較考察―
	 谷崎　颯太
外国人技能実習制度における監理団体のあり方の検討
	 甲田　　開
在日コリアン女性が受ける複合差別の現状と要因―若
い世代に注目して―	 河越　英里
推し活とロックフェスにおけるファンの動機
	 田中　理子
日本における競泳選手育成環境の地域間格差―選手へ
のインタビュー考察から―	 井坂　友紀
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インクルーシブな遊び場における障害のある子どもたち
とその保護者をめぐる共生のあり方について：世田谷区
砧公園を事例として	 野末紗也子
日本における代理出産の在り方―代理出産の現状とそ
の背景―	 白石　詩織
「安価な」地産地消	 高橋　右京
大都市部の独居高齢男性の孤立死を防ぐために―豊島
区中心部での見守り活動の実態調査を通して―
	 佐竹　由衣
現代社会における大学生の家庭科理観
	 長谷川あかり
日本における「ハーフ」のアイデンティティ―黒人系ルー
ツを持つ若者の目に映る日本の多様性―
	 友井　エミィチカ
痛バッグが女性のアニメファンの間で果たす役割
	 掛川優里奈
音楽業界におけるデジタル化の段階的普及―レコチョ
クの事例からみるデジタル化の動向―	 森田　麻心
『はだしのゲン』はなぜ〈わたし〉にとって〈おもしろい〉の
か―後期近代において『はだしのゲン』を読む意味とは
何か―	 山口　朋夏
日本企業に内定した外国人留学生からみる多文化共生
―東アジア地域からの留学生を事例に―
	 小形　太燿
エネルギーシフトの社会的受容性―政治・経済・地域
の関係構造に着目して―	 中須賀優希
日本における「おもてなし」―ホームステイのあり方を
めぐる国際比較から―	 佐伯　優菜
韓流メイクにみる若者の生き方	 伊東　　凜
離島の地域コミュニティにおける短期滞在の若者が果
たす役割の検討	 大島　夕果
東日本大震災を経験した子どもたちの「震災後」―石巻
日日こども新聞を事例に―	 村松　鈴音
若者とマルチ商法―インタビュー調査を中心として―
	 河野瑠璃花
戦災復興における文化国家の形成―唱歌教育から読み
解く戦後社会―	 上平静里奈
飲食店女性従業員の感情労働とメンタルヘルス
	 伊東　花純
グッズにみる推し活の終わりについて―オタク心理の
新たな活用性―	 仲宗根利恩
飼い主にとってのペットの存在意義とそれを支えるペッ
トビジネス	 大井　優

エスニックバウンダリーの溶解と強化がいかにもたらさ
れるか　タイ国タンマガーイ寺院東京本院の日本人参
加者の事例から	 長谷部　遥
バングラデシュにおける縫製産業労働者の労働環境―
「ラナ・プラザ崩壊事故」以降の労働環境の変化―
	 吉井　秀磨
在日クルド人のエスノグラフィー―埼玉県川口市・蕨市
におけるクルド人の生活実態から「共生」を考える―
	 鈴木　　茜
アップサイクルの社会的意義―消費者市民社会の形成
に向けて―	 荻野　達充
K-POPファンダムから見る若者の政治性―日韓の
K-POPファンダムの社会的・政治的活動の有無を通し
て―	 宮田　和虎
芸術鑑賞形態の多様化と「没入型」アートミュージアム
の可能性―Immersive	Museumを事例に―
	 海野　秀太
現代の音楽ファンのアーティスト応援―デジタルメディ
アを通して築く関係性について―	 横山　　舞
少子高齢化社会における待機児童問題解消に向けて～
家庭的保育の有用性～	 斎藤　夏緯
現代における市民祭りの意味―千葉県袖ケ浦市「そでが
うらまつり～アレハイサノサ～」―	 真子　智樹
都市における女性空間―アフタヌーンティーを消費す
る人々から―	 岸　美賀子
本の文化的消費をめぐる場の変容―入場料制書店を事
例に―	 長坂絵里奈
都市で開催するアートプロジェクトにおける地域コミュ
ニティ構築の困難―ムーンアートナイト下北沢を事例
に考察する―	 小檜山恵香
戦闘美少女の幸せとは何か―『機動戦士ガンダム　水
星の魔女』を主眼に―	 荻野　一葉
男性が抱える働きづらさ―男女比率の観点から―
	 河田夏野子
地方都市中心街の衰退と今後の展望―新潟市古町地区
を事例に―	 大塚　稜太
インターネット生放送に視聴者が求めるもの～生放送
のコメントのコミュニケーション分析～	 尾崎　由弥
剣道の暗黙知	 沓掛　哲平
温泉の歴史と湯治の要素から考案する現代湯治―新湯
治からのステップアップ―	 峰村　優一
東京圏における外国人集住地域についての研究―行徳
を事例として―	 松田　菜那
若者はいかにして衣服選択を行うのか―古着とファス
トファッションを中心に―	 小嶋　美月
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街の人々にとって景観が持つ意味―東京都国立市を
フィールドにして―	 瀧　　海人
サッカーのクラブチーム競技者と部活動競技者の比較
研究―民営化とスポーツ格差社会―	 加藤　　光
アーティストがつくる参加者が芸術を生み出す「場」―
有松手芸部―	 福本　淑乃
女子校の意義を考える―同性コミュニティでの経験に
関する語りから―	 田中　小春
テレビ及びアイドルから分析する人々のメディア参加の
変容―SNSはエンタメおよびその視聴者・ファンのあり
方をどう変えたか―	 馬橋実由子
日本のスマートシティ推進における人間中心街づくりの
重要性検討―柏の葉スマートシティを対象として―
	 原田　　凌
「ギャンブル空間」の形成の研究―川崎競馬場を例に―
	 松井　総太
原爆被害者の〈生〉と被爆者運動の創造性―核兵器時代
を生きる〈人間〉の主体形成論―	 長谷野新奈
職業としての女性奏者―オーケストラにおける女性の
キャリアを考える―	 石堂ことみ
メディアが多様な性の認識に与えた影響―大学生への
意識調査―	 望月　里怜
６つの観点からみるYouTube聖地巡礼の現状―愛知県
岡崎市と東海オンエアが生む聖地巡礼―
	 藤本　玲那
長野県立美術館から考える日本の美術館の現状とこれ
から	 地頭所　凜
交際相手に「冷める」経験についての研究―女子大生へ
のインタビュー調査から―	 河上　紗那
持続可能な伝統産業に向けて―結城紬産業を取り上げ
て―	 青山　瑞希
地方都市におけるまちづくりと愛着の関係構造と可能
性―山形県庄内地方を事例として―	 佐藤　愛夢
重症心身障害の児童生徒の教育機会―インクルーシブ
教育の観点から―	 多々良　曜
日本国内市場におけるマイナースポーツの収益化促進
に対する考察	 山本　大介
大学生のギャンブル行動―インタビュー調査から―
	 山下　侑祐
池袋におけるオタク文化を活用したまちづくりの展開―
豊島区、アニメイト池袋本店、トキワ荘の事例より―
	 村本　佐紀
性風俗は本当にセーフティネットなのか―性風俗の可
視化から―	 横田和佳奈

ライブハウスと地域とはどのようにつながっているのか
―「府中Flight」の事例をもとに―	 花島　広大
『チェンソーマン』の主人公デンジはなぜ普通の暮らし
のために戦うのか―藤本タツキ作品の「家族」に関する
分析を通して―	 安藤　香子
在留外国人の不就学の現状と課題―社会関係資本との
関連性に注目して―	 寺坂　朋佳
港北ニュータウンから見るニュータウン再生における
「市民参加」の可能性	 橋本　誠士
ソロキャンプの異質性について―キャンプブームの推
移とソロに伴う苦難と自由から―	 稲葉　丈人
幼児期における子どもが主体的に学ぶ芸術教育の可能
性―「芸術士Ⓡのいる保育所」を事例に―
	 植田　泉希
商店街と外国人―商店街で働く外国人と地域の関わり
―	 高野　雅史
不登校の当事者に最適な支援とは何か	 青木　美優
祭りが持つ地域コミュニティづくりの可能性を探る―東
京都墨田区押上天祖神社・牛嶋神社祭礼の例に基づい
て―	 鈴木　　晴
一般吹奏楽団の生涯学習の場としての可能性　団員の
自己形成とソーシャルキャピタルの観点から―豊島区
吹奏楽団を事例に―		 濱田　晴太
ルームシェアという選択肢―ルームシェアを描いたメ
ディアの分析よりその消費と可能性、限界について考
える―	 有元　咲良
“ヘルシードリンク”としての日本茶と健康志向社会―消
費者と健康―	 星野　聖弥
買い物難民問題における移動販売の有効性について
	 田口　なお
食品ロス対応の社会学―サステナビリティの向上と労
働環境のはざまで―	 中尾　友香
擬人化キャラクターの可能性―町おこしを対象として
―	 小瀨　四葉
日本における墓と葬法のあり方	 原　　　輝
人々が行きつけとするカフェに必要な要素は何か
	 日吉　　桜
「持続可能な多文化共生社会像」への道程―東京都豊島
区を事例に―	 吉田　智哉
現代女子高校生の制服カルチャー―格差と制服着こな
しの多様化について―	 田部田朱夏
食料安全保障の「質」を担う―生産者と生協との共働の
現在―	 佐藤　杏奈
サードプレイスとしての銭湯の可能性―小杉湯となり
を事例に―	 川部　里菜
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たばこにおけるジェンダー規範―女性の喫煙行動に関
する分析―	 小島　璃彩
化粧が秘める見えない規範	 小林　美優
サーキュラーエコノミーから見る日本のファッションロ
ス対策	 小松原夏己
東京郊外住宅団地の問題と再生―高島平団地を事例に
―	 町田　裕基
神奈川県三浦市における観光振興と移住促進の検討―
海業と地域の魅力発信を通して―	 羽島　枝里
野球競技者に喫煙者が多いのはなぜか	 山縣　勇介
商店街の生存戦略～立川駅前商店街から学ぶ現代の商
店街の在り方～	 髙橋　佳月
日本語ヒップホップはHIPHOPか―変移する文化的真
正性―	 田中　太陽
自動車の電動化・自動化に伴う移動体験の変化
	 田中　翔大
サッカーと人種差別―リーガ・エスパニョーラにおける
人種差別から―	 佐藤　晴喜
「コミュニティカフェ」におけるスタッフの役割とは何か
―東京都港区「芝の家」と京葉ガス「テラス」の比較―
	 柴原　　創
社長の子供はなぜ大学へ進学するのか―立教大学の事
例から―	 南房　龍人
地域におけるおやじたちの存在感―茅ヶ崎東小学校お
やじの会の事例をもとに―	 平野　太暉
観光都市鎌倉の歴史とオーバーツーリズム	 菅野　由輝
アーバンスポーツを活用した地域活性化の可能性―ス
ケートボードからみるアーバンスポーツの特性―
	 近藤　真尋
女性農業者の課題と今後―川崎市を事例として―
	 庭野　愛梨
物語体験を含むゲームによる観光振興と地域PR
	 杉田起久乃
カナダの多文化主義における日本人留学生について～
カナダの移民・差別の歴史から～	 齋藤　梨花
日本における外国人の集団参加が果たす役割と課題
	 柏原　　玲
宝塚歌劇団　女性のみの虚構の世界の魅力とは
	 矢野由花子
都会の親元同居者の研究―環境と規範	 上野　優穂
ブレイキンは文化なのかスポーツなのか―ブレイキンの
歴史とBBOYへの聞き取りからみるスポーツとしてのブ
レイキン・文化としてのブレイキンの可能性―
	 與倉　萌子
ポピュラー文化コンテンツと博物館	 中川佳帆子

ストリートピアノの演奏理由と公共空間としての可能性
―BMIストリートピアノを事例に―	 城守　　詩
仕事意欲の規定要因―内的価値志向と外的価値志向に
着目して―	 水野　優翔
Long	Island	NYにおける日本人集住地の背景―ジェン
トリフィケーションとの関係から―
	 加藤　凜己
関東大震災から100年の横浜にみる、震災遺構の保存・
活用の現状と課題―持続的な災害伝承のために―
	 小山　はな
SNSデータからみる日本の学校文化に残る同調圧力に
ついて	 安田　昂平
大学の学部選択時期の再考―高校生の進路選択に対す
る意識調査―	 上野　綾花
地震時における外国人への取り組みと課題―外国人居
住者と外国人観光客に向けて―	 指田　真鈴
応用人類学におけるパラダイム転換とビジネス応用に
向けた今後の展望	 櫻井　　瞭
外国人と日本アニメ―インタビュー調査を中心として
―	 永瀬　美来
健康と生きがいづくりを目的とした社会的処方の実現
―岩手県陸前高田市の「りくカフェ」における事例から―
	 小山内　碧
若年セクシュアルマイノリティの自己受容
	 冨田　碧子
日本の中華街における地域社会との共生―池袋の新華
僑を事例に検討する―	 望月　雅也
いたばしPayが板橋区に与える影響～現状と普及のため
の提案～	 宮永　海音
観光都市「ヒロシマ」における平和都市としての役割―
ガイドブック研究、非参与観察による検証―
	 相澤　　萌

メディア社会学科卒業論文題目
インターネット時代における地上波の音楽番組の可能
性―テレビの音楽番組はなくなるのか―	 宮川　　愛
Twitter投稿分析から見るアトピー性皮膚炎
	 三浦　陸人
広告におけるジェンダー観とその変化	 米須日菜子
「親ガチャ」に関するTwitterデータから考える日本の格
差社会の現状	 大橋　貫太
インターネット上における匿名性の問題点及びその是
非	 大井　翔貴
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2023WBCにみる、スポーツイベントにおけるオーディ
エンスのあり方について	 矢野　敦也
暴走するわかりやすさ～テレビ番組における笑いどころ
の見せ方の分析から～	 西田　瑞希
社会人の「学び直し」に対する言説の背景を探る
	 遠藤　直樹
大学とグローバル人材育成―日韓比較を通して次のス
テップを考える―	 鵜飼　俊介
大学生の就活におけるキャリア選択を決定する要因は
何か	 鈴木　花歩
トイレは誰のものなのか―トイレ空間からジェンダー問
題を考える―	 小堀　祐未
演劇と労働―インタビュー調査を中心として―
	 田上　真帆
別れに対する捉え方について～卒業ソングの歌詞分析
を通して～	 北畑　里実
恋愛ドラマと社会と個人の関係の変遷	 條　　桃子
キャラクター公式Twitterアカウントにおける効果的な
運営方法―サンリオ・サンエックス・ご当地ゆるキャラ
を例に―	 岡野　莉子
Calture	WarsからCancel	Warsへ　アメリカ文化戦争
をめぐる言論空間の変容	 古谷　紗奈
テレビドラマにおける「働く女性」表象研究
	 前原　佑衣
新生ファッションブランドにおける、若者の消費意識
	 増田　　淳
広告がもつ訴求可能性にみる社会問題の提起に関する
研究―日本社会における女性表現で炎上した公共広告
を事例に―	 西川　真生
SNSデータから見るワンマン・オペレーションの実態
	 篠崎　芽生
公立中学校教員の働き方改革を進めるために―熊本市
と豊島区の比較から―	 永田　果月
ネット炎上が現代社会で起こっている要因
	 佐藤　拓真
SNSデータ分析からみる双極性障害の現状
	 宮田　有佳
これからのテレビはYouTubeをどう活用すべきか―愛
知県のテレビ局の事例から―	 天野　麻衣
ネット炎上が起きる原因と炎上加担者の行動
	 水野　匠望
女性アナウンサーが充実したキャリアを歩むには
	 古賀　りな
対面販売における接客と消費者教育の重要性―ポスト
コロナ時代のアパレル業界から考える―	 半田　芽生

電子化に伴うマンガ文化の拡大と変容―媒体移行によ
る３つの変化―	 栗山祥太朗
埼玉西武ライオンズファン増加をデジタルマーケティン
グとリスクコミュニケーションから考える
	 岡戸堅太郎
過度なSNS利用が助長する承認欲求に関する研究―美
容整形アカウントにおける傾向を読み取る―
	 大井　　望
博物館と社会との関係の変化に関する研究―博物館に
おけるマスコットおよび版権キャラクターの利用―
	 内田裕佳子
相談をどう活用するか―安心感を得て、悩みの解決を
図るために―	 大内　咲季
指定避難において、いかにしてムスリムの食事を確保
することができるか―自治体が取り組んでいくために―
	 渡邉　初美
SNSの普及に付随する炎上事件・摂食障害のリスクに
ついて―食育の面からの指摘―	 原　　光希
日本でサッカーがNo.1スポーツになるためには
	 住井　一太
映画におけるジェンダー、人種表象の変化とこれから
のポリティカル・コレクトネスとの向き合い方～日米映
画研究～	 石田　唯夏
ネット上における意地悪行動―炎上とスパイト行動の
関連―	 鈴木　瑛介
変容するロゴからみる視覚文化とアイデンティテ
ィ	 志水　果歩
少子化に関する研究―社会問題におけるメディアの影
響力―	 永松　康生
家事・育児における男女の価値観差	 黒川萌々乃
ファンの過激化を及ぼした韓国アイドル産業システム
―韓国アイドルファンの「推し」、「サセン」、「ホームマ」
行動を事例に―	 キム　ジュヨン
ジェンダーにおけるアイドルファン心理調査～マウン
ティングによる同担拒否の真相～	 棚橋　りさ
ポピュラー音楽から見る若者の反抗の変化―1980年代
と今を比較して―	 小川　杜子
スマホ依存による健康被害―若者への危機感―
	 谷治　大輝
BERTopicを用いたSNSデータ分析の手法の検討―新
型コロナ禍で起きた「自己責任」投稿を事例に―
	 倉沢真乃介
出産・子育ての希望の実現に向けて―学生出産を経て
感じた子育てのリアル―	 那谷　栞理
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趣味としてのキャンプコミュニティが中年の危機を解決
できるのか―サードプレイスを始めとする居場所論と
の関連―	 稲川　祐真
コンテンツの活用を通した地域アイデンティティの形成
に関する研究	 永峯　広大
テレビドラマが国民の意識に及ぼす影響―テレビドラ
マ『おっさんずラブ』と同性婚法制化―	 渕上　脩瑛
KPOPがグローバル化してもなお残る「日本デビュー」と
その考察―登竜門としての日本市場―	 太田　陽介
SNSデータからみる整形依存・整形後遺症
	 百合草　日菜乃
社会は「趣味」をどのように形成するのか―メディア分
析による検証―	 佐々木優月
J-POPの歌詞からみる日本社会の変遷～1970年から
2022年まで～	 小西　未祐
SNSデータから見る更年期の実態	 喜多真帆子
データ分析から見るライフプラン・人生設計
	 森　　舞登
“聖地巡礼”行動は何によって生み出されるのか―「関
係人口」の概念を用いて―	 井上彩花里
日本の女性のPMSを起因とした生きづらさの実態―
SNSデータから見る女性特有の悩みと社会的無理解―
	 不二山七海
中学生に死刑制度をどのように教えるか	 関口　実歩
ガシャポン～ブームの変遷と社会心理要因～
	 篠藤　智晃
災害時の流言とメディア	 小原　栄美
ソーシャルリスクに関する一考	 中川　航輔
現代の「推し」文化はどのようにして作られたのか―アイ
ドルファンから見る「推し」文化の考察―	 山西　杏里
若者における消費行動と情報接触媒体の特性及び流行
意識との関係性	 逢澤　侑希
複製技術がもたらした音楽消費行動研究―アウラと疑
似イベントとの関わり	 林　　彩奈
スポーツの応援文化が社会にもたらす影響の研究―応
援行為はスポーツの振興にどれほど貢献できるのか―	
齊藤　亜美
エスノメソドロジーを用いた女性アイドルオタクのオタ
活に関する研究	 坂田　美月
ソーシャルメディアの普及における音楽産業とファンコ
ミュニティの変化	 野本　綾香
息をするボーカロイド―ボカロPの意図、ボーカロイド
への認識の変化を分析する―	 橋本知絵里
ＳＮＳデータからみるコンビニスイーツの消費行動
	 三俣　彩葉

きょうだい児の抱える諸問題～SNSデータ分析を通し
て見るきょうだい児の現状～	 大藏　奈緒
テレビは自死をどう報じるべきか	 會田　愛夏
地域創生とソーシャル・キャピタルについての質的調査
―スポーツボランティアの活動に着目して―
	 隈本　真美
「原作に忠実」は正義か―少女マンガを例に考える―
	 須賀弥也子
バラエティに作家性不可欠説―藤井健太郎と佐久間宣
行の比較から―	 黒瀬　悠真
ダイビングのコミュニティにおける特色　サードプレイ
スをはじめとする諸概念をもとに	 岩沢　凌河
居場所としての空き家活用に関する考察―地域の新た
なコミュニティの拠点として―	 小池　千夏
テレビと動画配信サービスの関係と、放送メディアの
見方に関する検討	 志賀　陽仁
日本と韓国の第三産業におけるSNS上での誹謗中傷が
引き起こす深刻な結果とその背後にある社会的・心理
的要因の探求	 川畑世英良
ヘルスツーリズム認証制度が運動習慣と地域創生に与
える影響～アクティブレジャー認証制度とまちづくりの
活用～	 小寺　健太
クイズ番組の変遷と存在意義・価値	 江部　香帆
今後のインターネット広告のあり方とは―宗教への扱
いを事例に―	 外川　楓子
プロアスリートにおける発信や報道による影響について
	 道下　美槻
ジャニー喜多川氏による性加害問題はなぜこれまで表
面化しなかったのか	 山崎　直人
生成AI（ChatGPT）が社会にもたらす影響について
	 山田帆乃佳
結婚・夫婦をめぐる変化とポピュラー音楽の関係性―
歌詞分析による結婚観変動の分析―	 三木康太郎
コロナ禍における生活の変化が起こした悪影響に関す
る考察	 織田澤早彩
感動ポルノに加担する音楽作品―日本の同性愛におけ
る描写分析―	 嶋田　百華
ボカロを手放すボカロP～ボーカロイドからメジャーへ
移行する作者～	 萩原　奏映
「垢抜け」当事者論理の質的研究	 山下歩乃佳
オンライン空間におけるヘイトスピーチについて
	 長塚　沙樹
コロナ禍における産業動向とレジリエンスに関する考察
―細密電話帳データ・V-RESASから見た考察―
	 飯塚　駿太
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義母に関するツイートにみる日本の家族像に関する一
考～義母の愚痴から見る日本の家族風景～
	 坂本　琉那
ニュースの受容過程の変化に対する研究―YouTubeの
可能性―	 半田　志龍
メディアの多様化と音楽産業―聴く音楽から観る音楽
への変遷―	 平塚　星羅
不登校児童生徒に関するTwitterデータ分析
	 望月　泰平
ソーシャルメディアの利用はQOLに影響を与える―
ソーシャルメディアとの付き合い方の理想の姿とは―
	 卯月　彩葉
若者とレトロブーム―時代経験の有無と懐古―
	 江守　香凜
Instagramによる承認欲求と観光マーケティングの関連
性―承認欲求がマーケティングに及ぼす影響力とは―
	 谷口　彩夏
グローバル化による韓国内の受容意識の変化―韓国の
大学生に行った実態調査を通して―	 康　　安那
音楽消費動向から見る音楽フェスの価値と可能性
	 妙中　佑輔
昭和歌謡を好む若者に関する研究―昭和歌謡を聴く若
者の語りにみる行動変容・意識について―
	 宗　ななほ
時代の変遷によるスポーツマンガの作風の変化―東京
オリンピック開催の1964年から現在までの作品を対象
に―	 谷　　大輔
地域再生のための関係人口とゴルフ	 太田総一郎
EC利用率の向上と実店舗の存在意義	 石川　鈴果
クチコミ評価の違いと消費者心理―レビュー分析とク
チコミ利用者の属性―	 平澤　紗季
日本における鉄道人身事故の発生状況、その発生とメ
ディアとの関連性	 小川　智司
コミックマーケットにおけるコミュニティ形成に関する
研究―紙媒体から見る社会関係資本の構築―
	 田野　海音
Instagramの利用意識から見る観光との関連性と実用
に向けての洞察―神奈川県の観光事例からの考察―
	 岸　美貴子
韓流アイドルと政治	 鶴田　恵梨
若者のテレビ離れとインターネットとの共存―テレビ離
れの事態とテレビの今後―	 寺崎　美佑
問われる金融リテラシー教育―わかりやすく記憶に残
る授業にするために―	 小川　　霞
SNSデータから見る日本の人々の結婚観	 佐藤　瑠菜

スマホ依存に関する多角的な考察―依存意識の観点か
ら―	 横山　　萌
ストリート演奏によるゾーニングと公共空間への影響に
関する研究―ストリートピアノが街にもたらす影響とは
何か―	 小田　啓太
教師の感情労働が及ぼす働きがいへの影響について
	 大谷　伊吹
21世紀の音楽漫画からみる「繋がる」ための音楽実践
	 今川　朋香
大学生のサードプレイス選択と個人的背景との関わり
	 松永　那菜
音楽ファンの宗教的行為―音楽の消費行動の体系化を
試みる―	 三村　洸太
若い「音楽好き」におけるレコードの消費動機―サブス
ク時代に映るレコードの「本物感」について―
	 江口　　綾
東日本大震災を中学生に教える	 島田龍之介
アートプロジェクトが地域にもたらす効果の持続可能性
―中之条ビエンナーレを事例に―	 塚本さくら
『プリキュア』から見る女児向けアニメの変遷―長年女
児向けアニメとして人気を誇る理由について―
	 西田　佳歩
レッドブルの広報戦略とそれによるオーディエンス認知
の変化～「健康を害するもの」が若者にとっての「カル
チャー」になったのはなぜか～	 笠井　風樹
映画のレビューを書くという行為が持つ意味―
Filmarksレビュー分析―	 佐藤　るる
SNSデータからみる男性恐怖症	 小林　　駿
人材業界とワーク・ライフ・バランス―「働きやすさ」
に貢献するために―	 加茂　明莉
親は子にどのような夢を見てきたのか―子ども服の変
遷からみる親子の関係性―	 奥村なつ南
日常生活での男女の区別の壁	 佐藤里佳子
持続可能なまちづくりとメディアによる誘致―葛飾区紫
又地域の観光における持続性―	 須原　隆弘
アイドルの熱愛報道から考察するアイドルとファンの関
係性	 林　　里穂
韓国大衆歌謡のエクリチュール・フェミニンを読み解く
―女性の이상형（理想像）は変化したか？	 熊木　郁佳
日本映画の海外輸出の展望～韓国映画との比較を通し
て～	 木村万紀子
Z世代のSNS利用とアイドル消費―K-POPからみる
SNS戦略の効果とは―	 篠原　絢音
日本における韓国ドラマの人気の要因	 阿口　馨子
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SNSデータ分析から見るチック症・トゥレット症の実態
	 浅田　　陽
アニメ関連ライブにおける相互行為の質的研究（ベンヤ
ミンのアウラを基に考える）	 田村　純伶
音楽作品はローカルアイデンティティと結びつくのか―
都道府県民歌と歌謡曲、応援歌、J-POPを題材とした
検討―	 入江　登生
地域ブランディングの視点から読み解く千葉県流山市
の成長性	 安田　英也
農家の対面販売が創る３つの「信」と今後の課題―恵比
寿マルシェにおけるインタラクションを読み解く―
	 塩田　実咲
日本の若者におけるSNSと「盛り」の関連性
	 黒須　絢咲
現代におけるテレビドラマと視聴者の関係―新たな
サービスや視聴方法によって多様化したテレビドラマの
役割―	 奥村　采実
オンライン上の動画メディアにおける「生き物」にまつわ
る情報流布の課題に関する研究	 三森　友裕
SNSがテレビドラマに与える影響―ソーシャルビューイ
ングに着目して―	 村岡　美莉
アイドルの熱愛についての価値観変化	 岩田　実結
SNSの発達によるルッキズムの助長―美容系YouTuber
の誹謗中傷スレッドを対象として―	 湯上　聖菜




