
8月4日（日）オープンキャンパス 体験授業一覧

開催時間 / 11:10～11:40

学部学科名 タイトル 内容

経済学部 経済学科 社会保障って何？少人数ゼミで考える力を身につけよう！
経済学科の学生はどんなことを学んでいるのでしょうか。皆さんにとって身近な「社会保障」を学ぶことで、社会全体の仕組みが見えてきます。考

える力やプレゼン力を身につける少人数ゼミの活動も紹介します。

経済学部 国際経済学科 新札発行とキャッシュレス戦略、そして日本円と銀行の起源
7月3日に新札が発行されました。世界最高水準の偽札防止とタンス預金交換と言われています。一方、キャッシュレス戦略も進行中です。ま

た、日本円や銀行の起源なども解説いたします。参考書『はじめまして経済学』

経済学部 経営学科 iPhoneを経営学しよう！－iPhoneのご先祖様は誰？－
普段私たちが何気なく使っているスマートフォン。その中でも日本で多く普及しているスマートフォンと言えばApple社のiPhoneでしょう。この

iPhoneを経営学の視点から考えてみます。

経済学部 観光経営学科 サスティナブル・ツーリズムは未来を救う！
観光を学ぶ「観光学」は、実は幅広く様々なことを学べる知的好奇心に満ちたとても楽しい学問なのです。その面白さ、奥深さについて、話題

のトピックであるサスティナブル・ツーリズムを中心に学んでみましょう。

法学部 法律学科 法学を通じて社会について考えてみよう！～家族と個人のあり方～
法学部で法学を学ぶことは、法を使って問題を解決することはもちろん、法を通じて社会のあり方について考えることにもつながります。法律の条

文を暗記するだけではない、法学部での学びを体験してみませんか？

法学部 政治学科 「夫婦同姓」ってホントに日本の伝統的しきたりなの？
夫婦の苗字をめぐる夫婦「同姓」とか「別姓」って、用語がおかしくない？夫婦別姓への反対意見でよく登場する「日本の伝統的な家族のあり

方だから必要」って本当にそうなの？当時の史料をもとに考えてみましょう。

文学部 日本文化学科 日本中世における〈裏街道〉の光る君
中世の『源氏物語』注釈という、まず絶対に中学校や高校では扱われることのない資料を紹介します。日本中世における宗教、性、文学につ

いて知る事で、現代の「当たり前」を相対化して考えたいと思います。

文学部 史学科 『スーホの白い馬』から考えるモンゴルと日本の近代
絵本や教科書で馴染みのある『スーホの白い馬』。その作者である日本人は、戦前にモンゴルや中国大陸で過ごした経験がありました。この物

語を通して近代日本がモンゴルとどのように関わってきたのか探ってみましょう。

文学部 社会学科 社会学科あれこれ紹介「けしからん！」青少年の悪さやいたずら
社会学科について紹介した後で、授業の一部を実演します。「授業中に騒がないで！」　先生に言われたことはありませんか。いたずらを注意し

ない、のんきな時代もかつてはあったのです。現代社会の謎に迫ります。

文学部 心理学科 「自分」探しの旅に出よう
私たちが普段当たり前のように感じている「自分」という感覚は、時には失われたり、混乱したりしてしまうことが知られています。この授業では私

たちが「自分」を認識するこころのはたらきについてみていきます。

外国語学部 外国語学科 英語コース 映画『スターウォーズ』：A long time ago…
映画『スターウォーズ』についてプレゼンテーションをします。この授業では、英語の過去形、現在形、未来形に焦点 を当てます。参加者には、

レッスンに参加するためのワークシートが配布されます。

外国語学部 外国語学科 ドイツ語コース アクティビティを通してドイツ語の世界へ
簡単な挨拶から始まり、美しい発音や文化の一端に触れられます。みんなのアクティビティを通じて、楽しみながら基本的な表現を学べ、新たな

世界への好奇心が芽生えます。短時間でも、ドイツ語の魅力を感じ取れる貴重な機会です。

外国語学部 国際日本学科 健康福祉は人間だけのものですか？拡大するアニマルウェルフェア
みなさん、1週間に食べるタマゴの量は何個くらいですか？私たちの生活に身近なタマゴを通じて、世界が注目しているアニマルウェルフェアという

考え方とその拡がる理由について学び、私たちのできることを考えましょう。

教育学部 教育文化学科 国際調査から見えてくる、日本の学校教育の特徴を考えよう
国際調査のデータ（TALIS2018)を読み解き、海外の学校教育と日本の学校教育の比較を通して、日本の学校の長所と短所を考察して

みよう。

教育学部 初等教育学科 初等教育コース 体育の暗黙の了解とは！？
私たちには無意識に囚われている空気のような存在があります。しかし、無意識に囚われていては本質的なことを見誤るリスクもあります。体育

で形成されている暗黙の了解について考えてみることで、また新しいものの見方に出会ってほしいと考えています。

教育学部 初等教育学科 こども教育コース 子どもの豊かな感性と表現とは-表現あそびの実践を通して-
保育における表現活動の実践を通して、子どもの豊かな感性と表現とは何かについて学びます。手遊びやわらべうた等の表現あそびを体験する

と共に、保育者の役割について考えていきましょう。

医療技術学部 スポーツ医療学科 健康スポーツコース 大学のゼミ体験！～子どもにスポーツの楽しさを伝えるゼミ～
近年子どもの体力やスポーツ実施率低下が問題になっています。子どもたちが自分の体に興味を持ち、スポーツをやってみよう！と思えるような

きっかけを、大学生が作れたら素敵ですね。そういった企画の構成案作りを体験しましょう。

短期大学 人間文化学科 グローバルな時代　遠くて近いヨーロッパについて知ってみよう
日本から遠く離れたヨーロッパ、明治時代以降は近代化のお手本にもなり、日本に様々な影響を及ぼしました。今もなお、日本にとって身近で

あり続けているヨーロッパの一端を、知ってみましょう。

開催時間 / 13:40～14:10

学部学科名 タイトル 内容

経済学部 経済学科 「ハート」で測る景気? ―消費者と企業の心理を読み解く統計―
経済の調子（景気）は多くの人々の関心事ですが、それを測る指標は、GDPや株価といった「お金」だけではありません。この体験授業では、

消費者や企業の心理（マインド）から経済を読み解く統計の一端を紹介します。

経済学部 国際経済学科 新札発行とキャッシュレス戦略、そして日本円と銀行の起源
7月3日に新札が発行されました。世界最高水準の偽札防止とタンス預金交換と言われています。一方、キャッシュレス戦略も進行中です。ま

た、日本円や銀行の起源なども解説いたします。参考書『はじめまして経済学』

経済学部 経営学科 社会企業家としての渋沢栄一とその特色
新紙幣の顔となった渋沢栄一は「日本資本主義の父」として有名な人物ですが、社会事業に貢献する社会企業家としての一面もありました。

本講義では、社会企業家としての渋沢のどこがすごいのかを考えます。

経済学部 観光経営学科 サスティナブル・ツーリズムは未来を救う！
観光を学ぶ「観光学」は、実は幅広く様々なことを学べる知的好奇心に満ちたとても楽しい学問なのです。その面白さ、奥深さについて、話題

のトピックであるサスティナブル・ツーリズムを中心に学んでみましょう。

法学部 法律学科 法学を通じて社会について考えてみよう！～家族と個人のあり方～
法学部で法学を学ぶことは、法を使って問題を解決することはもちろん、法を通じて社会のあり方について考えることにもつながります。法律の条

文を暗記するだけではない、法学部での学びを体験してみませんか？

法学部 政治学科 「夫婦同姓」ってホントに日本の伝統的しきたりなの？
夫婦の苗字をめぐる夫婦「同姓」とか「別姓」って、用語がおかしくない？夫婦別姓への反対意見でよく登場する「日本の伝統的な家族のあり

方だから必要」って本当にそうなの？当時の史料をもとに考えてみましょう。

文学部 日本文化学科 原稿・初出雑誌・初版本に見る太宰治『人間失格』の魅力
皆さんの身の回りにある本や、雑誌はどのように出版されたのでしょうか。原稿を執筆・推敲し、単行本や雑誌として出版されます。今回は昭和

の文豪たちの原稿・初出雑誌・初版本を実際に手に取りながら、日本近代文学の魅力と研究する楽しさを紹介します！

文学部 史学科 『スーホの白い馬』から考えるモンゴルと日本の近代
絵本や教科書で馴染みのある『スーホの白い馬』。その作者である日本人は、戦前にモンゴルや中国大陸で過ごした経験がありました。この物

語を通して近代日本がモンゴルとどのように関わってきたのか探ってみましょう。

文学部 社会学科 社会学科あれこれ紹介「けしからん！」青少年の悪さやいたずら
社会学科について紹介した後で、授業の一部を実演します。「授業中に騒がないで！」　先生に言われたことはありませんか。いたずらを注意し

ない、のんきな時代もかつてはあったのです。現代社会の謎に迫ります。

文学部 心理学科 「自分」探しの旅に出よう
私たちが普段当たり前のように感じている「自分」という感覚は，時には失われたり，混乱したりしてしまうことが知られています。この授業では私

たちが「自分」を認識するこころのはたらきについてみていきます。

外国語学部 外国語学科 英語コース 映画『スターウォーズ』：A long time ago…
映画『スターウォーズ』についてプレゼンテーションをします。この授業では、英語の過去形、現在形、未来形に焦点を当てます。参加者には、

レッスンに参加するためのワークシートが配布されます。

外国語学部 国際日本学科 「外国語としての日本語」について考えよう
ある日、外国人に「日本語を教えてほしい」と言われたら、どうしますか。すぐに教えられるでしょうか。実際に留学生から出た質問や誤用例など

を参照し、「外国語としての日本語」について一緒に考えましょう。

教育学部 教育文化学科 国際調査から見えてくる、日本の学校教育の特徴を考えよう
国際調査のデータ（TALIS2018)を読み解き、海外の学校教育と日本の学校教育の比較を通して、日本の学校の長所と短所を考察して

みよう。

教育学部 初等教育学科 初等教育コース 「障害」とは何かについて考えようー新しい障害観と特別支援教育
皆さんは「障害」とは何かについて考えたことがありますか？体験授業では「障害のある人」と「障害を持つ人」の違いについて考え、新しい障害

観である「社会モデル」と特別支援教育の考え方について解説します。	

教育学部 初等教育学科 こども教育コース 子どもの豊かな感性と表現とは-表現あそびの実践を通して-
保育における表現活動の実践を通して、子どもの豊かな感性と表現とは何かについて学びます。手遊びやわらべうた等の表現あそびを体験する

と共に、保育者の役割について考えていきましょう。

医療技術学部 スポーツ医療学科 健康スポーツコース スラムダンクに学ぶスキルの高め方
映画「スラムダンク」はご覧になりましたか？原作は、主人公・桜木花道のバスケットボール上達物語です。実は、桜木花道の上達の仕方は運

動生理学的に見て、極めて正しいのです。ここでは、その内容を解説し、「スラムダンク」の奥深さを知ってもらいます。

短期大学 人間文化学科 グローバルな時代　遠くて近いヨーロッパについて知ってみよう
日本から遠く離れたヨーロッパ、明治時代以降は近代化のお手本にもなり、日本に様々な影響を及ぼしました。今もなお、日本にとって身近で

あり続けているヨーロッパの一端を、知ってみましょう。


