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No. テーマ 内容 教員名

84 アメリカ合衆国の政治と宗教

アメリカ合衆国の文化や政治にはキリスト教の影響が見え隠れします。大統領選挙の勝者
はキリスト教の聖書に手を置いて宣誓をします。ドル札の裏には「In God We Trust」と印
字されています。他方で、アメリカには多様な宗教が存在し、また革新的な思想・哲学が
続々と登場してきました。様々な考えが生まれ育つ土壌があったと言えます。これは何を
意味しているのでしょうか。連邦政府や諸団体の思想と行動に注目しながら、アメリカ合
衆国における政治と宗教について考えます。

相川 裕亮

85 インターネット英語

皆さんは普段からインターネットで様々な情報収集を行っていることと思います。私たち
の母国語は日本語なので日本語サイトを利用するのが最も手っ取り早い方法です。しかし
ながら、ご存知のようにインターネット上の言語シェア率ナンバーワンはダントツで英語
です。英語サイトもうまく利用できたら入手できる情報量も種類もグンと上がり、視野が
広がっていくことでしょう。私の授業ではインターネット上の活きた英語を取り上げま
す。YouTube動画の英語コメントを読み、トピックが何か当ててみましょう。また、クイ
ズ形式でインターネット英語の特徴を学びましょう。英語を身近に感じ、情報収集ツール
としての有用性を認識してもらいたいと思います。

尾崎 志津子

86 地名から考える食と地域の関係性

近年食の地域ブランド化が進み、日本の市場にも「○○産」と地名を冠した食品があふれ
ています。たとえば、みなさんはスイーツや乳製品を前に「北海道産」と聞くだけで、他
の同類製品よりも美味しそうと思ったり、思わず手にとったりすることはないでしょう
か。これは、地名がわれわれ消費者に対して、生産地の自然環境や伝統文化などと結びつ
いた特定の品質をイメージさせるからです。では、地名とはたんなるイメージ創出装置な
のでしょうか。食品に付された地名とは、実際に何を意味するのでしょうか。地名が取り
結ぶ食と地域の関係性について、日本とヨーロッパの食文化の事例から考えてみましょ
う。

齊藤 由香

87 楽しい国際協力のススメ

発展途上国と呼ばれる国々は「貧困で開発が必要だ」と言われてきました。それらの国や
地域の経済を発展させ、日本の暮らしのようになることは、そこで暮らす人々にとって本
当に幸せなことなのでしょうか？そもそもなぜ世界中で国際協力によって「開発」が行わ
れるようになったのでしょうか？
NGOで働いていた経験や現在大学で実践しているカンボジア女性と共に創るアクセサリー
ブランドの活動の話を交えながら、経済成長を前提とした国際協力から、発展途上国の潜
在力を再評価する国際協力への潮流の変化についてお話します。

佐藤 奈穂

88 国際法を使ってニュースを読み解く

国内社会に憲法をはじめとする法が存在するように、国際社会にも国際法と呼ばれる法が
存在します。200あまりの国家が並存する国際社会で秩序と平和を維持するには、そのため
のルールが必要だからです。
国際法は、実は、私たちの身の回りの出来事・ニュースにも潜んでいます。なぜ日本は近
隣諸国との間で領域紛争を抱えているのでしょうか、なぜ北朝鮮は核開発を行ってはなら
ないのでしょうか、なぜヨーロッパに逃れた大量のシリア難民は保護されなければならな
いのでしょうか。ウクライナやパレスチナ（ガザ）の問題はどう考えるべきでしょうか。
新聞やテレビで目にするこうしたニュースを、国際法を使って読み解いていきます。

竹内 徹

89 福祉社会学のはなし

一般に「福祉」とは「人びとの幸福」を意味しますが、すこし限定的に言えば「社会的に
弱い立場にある人びとへの援助」となります。みなさんにとって「福祉」は自分事です
か？　他人事ですか？　今日の日本は、国家がさまざまな制度にもとづいていろいろな福
祉サービスを提供する「福祉国家」であり、人びとが「福祉」について理解し、関心を持
ち、具体的に行動している「福祉社会」でもあります。けれども、福祉の制度は財政を圧
迫するから減らすべきだという声や、福祉をごく限られた〝困難な状態〟にある人びとだ
けの問題とみる考え方もあります。私たちの生活と「福祉」の関係を、特定の価値観に囚
われない「福祉社会学」の視点から解説します。

時岡 新
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90 カンボジアをテーマとした楽しい学問
体験　〜世界があなたを待っている〜

カンボジアは地雷や貧困、内戦といったネガティブなイメージを持たれがちです。しか
し、実際には経済成長著しく、豊かな伝統文化、美味しいカンボジア料理、笑顔が絶えな
い人々であふれた魅力的なところです。こう聞くと、次のような問いが頭に浮かびません
か？
イメージのギャップはどうして生まれるの？カンボジアはどうやって経済成長している
の？カンボジア料理には何があるの？なぜカンボジアの人たちはこんなに笑顔なの？カン
ボジアに貧困はないの？日本には貧困はないの？そもそも貧困って何？
こうした興味深い問い。これこそが大学での学び、つまり学問の出発点です。
この授業では、カンボジアをテーマに問いを活用したアクティビティによる学問体験をし
てもらいます。この学び方は、大学で書くことになるレポートや論文に限らず、人生でや
りたいことをみつけ、挑戦していく上で役に立ちます。

中村 健司

91 経済学の視点で市場経済をとらえ直す

「経済学」は、人間行動と社会構造（社会問題）の解明を目指す学問であり、その理論体
系を習得するためには、まず「市場（しじょう）」の概念を理解することが大切です。そ
ういうと堅く聞こえるかもしれませんが、実は経済学が研究対象とするのは皆さん自身の
問題です。人間行動とは、皆さんの日常的意思決定（例えば、何を・どこで・どれだけ買
うか等）そのものであり、社会とはそういう皆さん個々人の行動が積み重なって形成され
るものであると同時に、皆さんの意思決定を規定する枠組みでもあります。皆さんにとっ
て身近な話題を例にとり、経済学の視点でとらえ直してみましょう。

中村 岳穂

92 気候変動をめぐる国際政治

最近、日本では春と秋が短くなり、冬には大寒波が大雪をもたらし、夏には気温が摂氏４
０度を超える日も見られるようになってきました。これらの異常気象は、人間の活動に起
因する気候変動と関係していると言われています。国際社会がこの問題を取り上げるよう
になってからすでに32年になろうとしていますが、国際社会はこの問題にどのように取り
組んできたのでしょうか。この問題への各国の対応が遅れたのはなぜでしょうか。石油や
石炭を使って豊かさを享受してきた国とこれから豊かになろうとしている国は同等の責任
を負うべきでしょうか。また、どうすれば、この問題を解決できるのでしょうか。最近、
ENEOSや東邦ガスなどのエネルギー会社が盛んに自社広告でネットゼロをアピールするよ
うになっているのはなぜでしょうか。これらの問いに関して、グローバルな目標の実現可
能性を探る国際政治学の視点から考えてみましょう。

山田 高敬

本学「受験生応援サイト」

※ 授業は約５０分を予定しています。
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