
7月19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 お金が増えていく不思議？！民間銀行の役割を通じて考える
日本銀行により供給されるお金が民間銀行にわたり、そのお金を民間銀行が貸し出し、さらにそれが他の民間銀行の預金となる「信用創造」。

貸出、預金の繰り返しのプロセスにより、お金が増えていく不思議を解説する。

経済学部 国際経済学科 ゲームのルールが変わる時ー国際経済の転換点と未来
豊かな生活は、みんなの憧れです。でも、お金があるだけで、全て満足ですか？国際経済は今、経済が繁栄することだけを優先してきた価値観そ

のものを見直すことが求められています。そんな国際経済の現状を少しだけ、のぞいてみましょう。

経済学部 経営学科  「両利きの経営」って何？  
企業は未来を勝ち抜くために、「現在の基盤を固めつつ、未来の可能性を広げる」という戦略を重視すべきです。ソニーの事例を分析し、「両利き

の経営」を分かりやすく解説します。

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 他人の画像をAI学習に利用し、出力画像を売ってよいか？著作権者は誰か？
法律学は条文を暗記する学問ではなく、法律の解釈を通じて、社会的に望ましいルールを議論する学問です。本授業では、生成AIといった昨

今話題のテーマ（技術進歩に立法・議論が追いついていないテーマ）を用いて、法学部で学ぶ議論の作法を紹介します。

法学部 政治学科 あなたの暮らすまちの役所・役場が果たしている役割を知ろう！
大きなまち、小さなまち、あなたの暮らすまち。そこにある役所・役場。どんな役割が今、求められているのでしょうか？地方公務員歴30年の教員

が、実務経験にふれながら解説します。ようこそ、地方自治の世界へ！

文学部 日本文化学科 世界一周！幕末日本のサーカス芸人
徳川時代（江戸時代）の日本では独自のサーカス芸が発展しました。幕末に開国した日本には、欧米からサーカス芸人たちもやって来ました。

彼らにとって、日本の伝統的なサーカス芸はどのように見えたのでしょうか。

文学部 史学科 美術にみる日本とイギリスの交流史
19世紀半ば、日本の開国をきっかけに、日本の美術品は西洋に伝わりました。なかでもイギリスでは、日本の美しい美術品が多くの人の注目を

集め、絵画や工芸などさまざまな芸術に影響を与えました。この授業では、美術を通して、日英の歴史的つながりを探ります。

文学部 社会学科 社会学ってなんだろう？ネットの「炎上」を社会学的に考えてみよう
社会学という学問では、アンケートやインタビュー調査、メディアに掲載された情報を分析することで、さまざまなテーマに対し、データを元に論じるこ

とができます。その例として、ネットの「炎上」に関する研究をご紹介します。

文学部 心理学科 犯罪心理学の中の「捜査心理学」をちょっと学んでみませんか。
捜査心理学とは、心理学の知識を警察の犯罪捜査に応用するもので、プロファイリング、ポリグラフ検査、目撃証言に関する研究などがよく知られ

ています。この中から一つか二つをピックアップして分かりやすく解説します。

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 みんなの国際協力ー毎日の暮らしの中にある世界との結びつき
毎日の暮らしの中にある世界との結びつきを具体的に例示することなどを通じて、生徒達に国際社会の現状と課題について感じ取ってもらうと共

に、日本の平和と繁栄にとって国際協力がいかに重要であるかについて理解を深めてもらう。

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
対話的学びが求められている今、教育学部で求められるコミュニケーション力とはどのようなものでしょうか。先輩の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 絵本の世界をのぞいてみよう！ ～子どもの姿と保育者の役割～
物語を通して、登場する子どもの気持ちや保育者の役割について考えます。保育者は、子どもの心にしっかり寄り添いながら、その子がやりたいこと

を実現できるよう共に考え、支えていきます。そんな子どもと保育者の世界をのぞいてみましょう。

医療技術学部 スポーツ医療学科 レクリエーションによる人間関係づくり 
レクリエーションは、友達同士とだけ行うものではありません。

今回は、知らない人たちとでもうまく人間関係を構築できるレクリエーションを紹介します。

短期大学 現代ビジネス学科 自分に合ったリーダーシップを探そう！
予測不能な時代において、リーダーシップの在り方も多様化しています。

自分の持ち味や強みを知り、誰でも発揮できる新しいリーダーシップの考え方を学びます。

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 スポーツで学ぶ経済学：オリンピックの経済効果って本当にあるの？
よく言われるオリンピック開催の経済効果って本当にあるの？なぜ大谷翔平は日本人で一番のお金持ちになれないの？なぜサッカー日本代表は

２－０から逆転負けしたの？こうした疑問に経済学の視点から切り込みます！

経済学部 国際経済学科 ゲームのルールが変わる時ー国際経済の転換点と未来
豊かな生活は、みんなの憧れです。でも、お金があるだけで、全て満足ですか？国際経済は今、経済が繁栄することだけを優先してきた価値観そ

のものを見直すことが求められています。そんな国際経済の現状を少しだけ、のぞいてみましょう。

経済学部 経営学科 ゼミ活動のご紹介：『古民家再生を通じた地域創生』
3年次には学生の皆さんはゼミに所属することになります。ゼミは約20名の仲間と共に専門分野を深く学ぶ場です。私のゼミの活動を一例として

ご紹介します。我々は「古民家再生を通じた地域創生」をテーマに兵庫県農村部でフィールドワークを実施しています。

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 他人の画像をAI学習に利用し、出力画像を売ってよいか？著作権者は誰か？
法律学は条文を暗記する学問ではなく、法律の解釈を通じて、社会的に望ましいルールを議論する学問です。本授業では、生成AIといった昨

今話題のテーマ（技術進歩に立法・議論が追いついていないテーマ）を用いて、法学部で学ぶ議論の作法を紹介します。

法学部 政治学科 あなたの暮らすまちの役所・役場が果たしている役割を知ろう！
大きなまち、小さなまち、あなたの暮らすまち。そこにある役所・役場。どんな役割が今、求められているのでしょうか？地方公務員歴30年の教員

が、実務経験にふれながら解説します。ようこそ、地方自治の世界へ！

文学部 日本文化学科 奇蹟と魔法の日本中世文学
日本の中世には、自分自身が紫式部や在原業平になりきって書かれた著作がたくさんあります。このような偽書は学校教育や文学の歴史からは

排除されてきましたが、大学では学べます。フェイクニュースやファクトチェックなど生ぬるい《本物》の偽物を、一緒に学んでみませんか？

文学部 史学科 美術にみる日本とイギリスの交流史
19世紀半ば、日本の開国をきっかけに、日本の美術品は西洋に伝わりました。なかでもイギリスでは、日本の美しい美術品が多くの人の注目を

集め、絵画や工芸などさまざまな芸術に影響を与えました。この授業では、美術を通して、日英の歴史的つながりを探ります。

文学部 社会学科 社会学ってなんだろう？ネットの「炎上」を社会学的に考えてみよう
社会学という学問では、アンケートやインタビュー調査、メディアに掲載された情報を分析することで、さまざまなテーマに対し、データを元に論じるこ

とができます。その例として、ネットの「炎上」に関する研究をご紹介します。

文学部 心理学科 犯罪心理学の中の「捜査心理学」をちょっと学んでみませんか。
捜査心理学とは、心理学の知識を警察の犯罪捜査に応用するもので、プロファイリング、ポリグラフ検査、目撃証言に関する研究などがよく知られ

ています。この中から一つか二つをピックアップして分かりやすく解説します。

外国語学部 外国語学科 コリア語コース 自分の名前・推しの名前をハングルで書いてみませんか？
アンニョンハセヨ！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・家族・好きな人の名前がハング

ルで書けるようになります。さらに、簡単な会話もできちゃうかも！

外国語学部 国際日本学科 異文化理解のための日本語教育
世界には多くの日本語学習者がいます。異文化を理解するためには相手の国の言葉を学ぶことももちろん必要ですが、自分の国の言葉をどのよ

うな人が学んでいるのか少し考えてみましょう。

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 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 絵本の世界をのぞいてみよう！ ～子どもの姿と保育者の役割～
物語を通して、登場する子どもの気持ちや保育者の役割について考えます。保育者は、子どもの心にしっかり寄り添いながら、その子がやりたいこと

を実現できるよう共に考え、支えていきます。そんな子どもと保育者の世界をのぞいてみましょう。

医療技術学部 スポーツ医療学科 社会の中のスポーツ、その「力」
スポーツ科学には生理学やバイオメカニクス、栄養学といった理系の学問をイメージしがちですが、社会の中で文化として発展した背景や変容する

メカニズムを追究する社会科学分野もあります。今回は社会の中にあるスポーツの定義やその「力」の源泉について考えます。

短期大学 現代ビジネス学科 自分に合ったリーダーシップを探そう！
予測不能な時代において、リーダーシップの在り方も多様化しています。

自分の持ち味や強みを知り、誰でも発揮できる新しいリーダーシップの考え方を学びます。


