
7月20日（土）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 グローバル経済の変遷：技術が世界をどう変えるか？
18世紀末の蒸気機関の実用化で貿易が活発化し、1990年代のICT（情報通信技術）の発展で工場が世界展開しました。現在、更なる

技術の発展でグローバル経済に変化が起こっています。技術が世界経済をどのように変化させているのかを考えます。

経済学部 国際経済学科 国際通貨制度の歴史ー最も良い通貨制度とは？
近年、為替相場の変動により円安が問題になっていますが、過去には、為替相場を変動させない固定相場、「金」を中心とした金本位制の時

代もありました。どのような通貨制度が最も望ましいのか、一緒に考えてみましょう。

経済学部 経営学科 スターバックスとマクドナルドに見る私たちの身近な経営学
「経営学は難しい」と思っている人がいたら、ぜひ来てください。この授業では、皆さんにって身近な存在のスターバックスやマクドナルドを、経営学

の目から眺めてみます。皆さんもきっと経営学が好きになりますよ。

経済学部 観光経営学科 観光により持続性が高まる闘牛文化
沖縄の地域文化のひとつとして闘牛が挙げられます。少子高齢化により全国各地の伝統文化の継承が困難を極める中、闘牛文化は沖縄返

還前と変わらぬ活気に溢れています。講義ではその持続性の秘密を探ります。

法学部 法律学科
最新判例をオモシロ「模擬裁判」にしてみる（前編）

～コナン君(と灰原さん)から考える「家族」とはなんだ ～

最近の大学では、「演技を通した授業」が主流？なんてことはさすがにないけど、今日の主役は、一生懸命にオモシロく「演技」をする学生たち。

コナン君も安室さんも灰原さんも出てくるので、「センスある」高校生なら理解できるはず。舞台は、 最新の最高裁判決。リハーサルの動画は、大

学インスタでも公開予定。楽しく学ぶのが、今後の大学生活のトレンドになるかも……

法学部 政治学科 日本人はどのように意思決定をするのか？
日本国家の意思決定というと政治の難しい話と思いがちですが、私たちは個人や身近な所属組織（クラスやクラブも含む）でも意思決定して

います。この体験授業では、日本の意思決定や社会にみられる特徴を紹介します。

文学部 日本文化学科 世界で評価される伝統芸能の秘密―八王子車人形のわざ
本キャンパスが位置する八王子市には、車人形という独特の人形操りが伝承されています。高度な技術は外国でも注目され、毎年のように海

外公演をおこなっています。その仕組みと活動についてご紹介します。

文学部 史学科 ある殿様の日常からみた江戸時代－日記のなかの仕事と気晴らし－
歴史上の大きな出来事も視点を変えると別な一面が見えてきます。例えば天明の飢饉にあえぐある藩では、藩主が困難な藩政を執る傍ら自ら

料理する姿がありました。殿様の仕事と気晴らしの在り様を史料からたどります。

文学部 社会学科 炎上って、どうして起きるの？～社会学の視点から考えてみよう
不適切な言動や表現に対して、ネットで批判が殺到することを「炎上」と言います。バイトテロや客テロなどで企業の株価や売上が落ちてしまうこ

ともあります。炎上はなぜ起きるのか、社会学の視点から解説します。

文学部 心理学科 学校とはどのようなところ？-心理学で学校を科学する！-

学校では、学習や人間関係の形成等が行われ、子どもの発達を促進するための支援が行われています。一方で、学校では不登校やいじめ等

の様々な問題も生じています。そのような学校を心理学や心理的支援という視点から捉え、心理学が子どものよりよい発達にいかに貢献できる

かを解説します。

外国語学部 外国語学科 コリア語コース 推しの名前をハングルで書いてみませんか？
안녕하세요！韓国語の知識がまったくなくても大丈夫！この体験授業を通して、自分の名前だけでなく、推し（あるいは好きな人）の名前が

ハングルで書けるようになったり、簡単な会話ができるようになります！

外国語学部 外国語学科 ドイツ語コース 学生の視点からドイツの首都ベルリンを覗いてみよう！
ベルリンは移民の多いインターナショナルな街であるだけではなく、世界各国から留学生が集まる活気のある学生天国です。留学経験をもとに、

高校生の皆さんにぜひ知ってほしいベルリンの魅力をお伝えいたします。

外国語学部 国際日本学科 比較食文化～日本食の常識～
国際日本学科の留学先では日本の料理を作ったり、紹介する機会も多いことから、「日本の食文化Ⅰ・Ⅱ」という講義があります。日本の食文

化の特徴や歴史など、海外の友人にすぐに紹介できるようにそのポイントを紹介します。

教育学部 教育文化学科 「公民館」ってどんな場所？
「教育」とは、子どもを対象に学校だけで行われているものではありません。学校外での教育、また大人の主体的な学びの場として、様々な社会

教育施設があります。この授業では、主要な社会教育施設であり,学び・文化活動・地域づくりの拠点となる公民館の知見を広げます。

教育学部 初等教育学科 初等教育コース 人間としてよりよく生きようとする子どもを育てる道徳教育
いじめなどを例に道徳教育について考えます。道徳教育は、子どもたちが将来、様々な問題に出会ったときに、よりよく生きるためにはどうすればよ

いのかを、自分で考えて判断し、行動できる力を育てる教育活動です。

教育学部 初等教育学科 こども教育コース 赤ちゃんの大きさや重さはどれぐらいあるか知っている？
当日は赤ちゃんの大きさや重さを理解し、実際に赤ちゃんと同じ重さの人形を抱くなどの時間を設けたいと思います。また、赤ちゃんが使用してい

るガラガラや絵本などに触れることにより、赤ちゃんの模擬体験を計画しています。

医療技術学部 スポーツ医療学科 スポーツで勝つために何が必要か？！　～それはコンディショニングだ！！～
パフォーマンスを発揮する要因は様々です。その中でもちろん技術は大切ですが、それだけで勝てるとは限りません。良いパフォーマンスを発揮する

には良いコンディショニングが不可欠です。勝つためのコンディショニングを学びます。

短期大学 人間文化学科 進路選択!?  やりたいことがわからない!?：青年心理学的に考える
皆さんは今，進学や就職など様々な選択に迫られています。どのように，またそもそも何を選んだらよいか迷ったり，志望通りになるか不安にな

るかもしれません。アイデンティティという概念を使ってこれらの問題について考えます。

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 経済学部で学ぶ「公共」ー公共経済学などの授業紹介―
高校の公民で「公共」を学んでいると思いますが、大学の経済学部の公共経済学などの授業では、具体的にどのようなことを学ぶのかを、実際の

授業風景もあわせて紹介していきます。

経済学部 国際経済学科 国際通貨制度の歴史ー最も良い通貨制度とは？
近年、為替相場の変動により円安が問題になっていますが、過去には、為替相場を変動させない固定相場、「金」を中心とした金本位制の時

代もありました。どのような通貨制度が最も望ましいのか、一緒に考えてみましょう。

経済学部 経営学科 企業分析に必要な財務情報とは？
株式会社は、投資家に自社の株式や債券を購入（保有）してもらえるように、企業を分析するための様々な情報を提供しています。この授業

では、企業分析に必要な財務情報について簡単に紹介していきたいと思います。

経済学部 観光経営学科 観光により持続性が高まる闘牛文化
沖縄の地域文化のひとつとして闘牛が挙げられます。少子高齢化により全国各地の伝統文化の継承が困難を極める中、闘牛文化は沖縄返

還前と変わらぬ活気に溢れています。講義ではその持続性の秘密を探ります。

法学部 法律学科
最新判例をオモシロ「模擬裁判」にしてみる（前編）

～コナン君(と灰原さん)から考える「家族」とはなんだ ～

最近の大学では、「演技を通した授業」が主流？なんてことはさすがにないけど、今日の主役は、一生懸命にオモシロく「演技」をする学生たち。

コナン君も安室さんも灰原さんも出てくるので、「センスある」高校生なら理解できるはず。舞台は、 最新の最高裁判決。リハーサルの動画は、大

学インスタでも公開予定。楽しく学ぶのが、今後の大学生活のトレンドになるかも……

法学部 政治学科 日本人はどのように意思決定をするのか？
日本国家の意思決定というと政治の難しい話と思いがちですが、私たちは個人や身近な所属組織（クラスやクラブも含む）でも意思決定して

います。この体験授業では、日本の意思決定や社会にみられる特徴を紹介します。

文学部 日本文化学科 「光る君へ」物申す－ 研究者の視点から切り込む大河ドラマのあれこれ－
現在放送中の大河ドラマ「光る君へ」は、歴史・文化史の目線でみると「ちょっと待てよ！」と突っ込みたくなるポイントが沢山あります。この授業で

は、そんな突っ込みどころについて学術的な視点から丁寧に・面白く解説します。

文学部 史学科 ある殿様の日常からみた江戸時代－日記のなかの仕事と気晴らし－
歴史上の大きな出来事も視点を変えると別な一面が見えてきます。例えば天明の飢饉にあえぐある藩では、藩主が困難な藩政を執る傍ら自ら

料理する姿がありました。殿様の仕事と気晴らしの在り様を史料からたどります。

文学部 社会学科 炎上って、どうして起きるの？～社会学の視点から考えてみよう
不適切な言動や表現に対して、ネットで批判が殺到することを「炎上」と言います。バイトテロや客テロなどで企業の株価や売上が落ちてしまうこ

ともあります。炎上はなぜ起きるのか、社会学の視点から解説します。

文学部 心理学科 学校とはどのようなところ？-心理学で学校を科学する！-

学校では、学習や人間関係の形成等が行われ、子どもの発達を促進するための支援が行われています。一方で、学校では不登校やいじめ等

の様々な問題も生じています。そのような学校を心理学や心理的支援という視点から捉え、心理学が子どものよりよい発達にいかに貢献できる

かを解説します。

外国語学部 外国語学科 英語コース 気楽に、楽しく、英語を楽習!
授業で行っている活動(「ピクチャー・ディスクライビング」、「助動詞を使って？の絵の説明」、「ジェスチャー・クイズ」）を行います。英語を話す活

動が中心です。一緒に英語を楽習してみませんか？

外国語学部 国際日本学科 「地球環境問題を例に：『国際日本学』を学びましょう」
地球環境問題に関しては「世界の中の日本」という立場が重要なテーマだと考えられます。特に、気候変動、海洋汚染、SDGsは国境を超える

話題で、先進国としての日本をより深く勉強し、他国・世界の状況や事例と比較してみましょう。

教育学部 教育文化学科 「公民館」ってどんな場所？
「教育」とは、子どもを対象に学校だけで行われているものではありません。学校外での教育、また大人の主体的な学びの場として、様々な社会

教育施設があります。この授業では、主要な社会教育施設であり、学び・文化活動・地域づくりの拠点となる公民館の知見を広げます。

教育学部 初等教育学科 初等教育コース 教育学部で身につけよう！コミュニケーションの力
「主体的・対話的学び」が求められる今、思いを伝え合うコミュニケーションの力が求められています。大学生も授業に参加し、教育学部の大学

生の目から見たコミュニケーションについてお話します。

教育学部 初等教育学科 こども教育コース 赤ちゃんの大きさや重さはどれぐらいあるか知っている？
当日は赤ちゃんの大きさや重さを理解し、実際に赤ちゃんと同じ重さの人形を抱くなどの時間を設けたいと思います。また、赤ちゃんが使用してい

るガラガラや絵本などに触れることにより、赤ちゃんの模擬体験を計画しています。

医療技術学部 スポーツ医療学科 近代オリンピックの歴史
この夏に開催されるオリンピックは1986年にフランス人のピエール・ド・クーベルタンによってスタートした。草創期のクーベルタンの思いと初期のオリ

ンピックの歴史について紹介し、オリンピックの真の目的と意義について学びを深めたい。

短期大学 人間文化学科 進路選択!?  やりたいことがわからない!?：青年心理学的に考える
皆さんは今、進学や就職など様々な選択に迫られています。どのように、またそもそも何を選んだらよいか迷ったり、志望通りになるか不安になるか

もしれません。アイデンティティという概念を使ってこれらの問題について考えます。


