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はじめに 

 

この冊子は皇學館大学の「高大連携プログラム」の一環として、提供する出張

講義・説明会を紹介するものです。 

「高大連携プログラム」とは大学の学びに触れ、大学をより身近に感じてもらい、

高等学校・中等教育学校に在籍する生徒の皆様が、大学における高度な教育・研

究に触れる機会を持つことを目的の 1 つとしています。これらのプログラムに

ご参加いただくことで、皇學館大学を身近に感じていただければ幸いです。 

 

■出前授業 

皇學館大学では、高等学校などの要請にお応えして、講師の派遣を行っていま

す。生涯学習や研修の一助として、ご指定の施設にうかがい、ご希望のテーマで

講演させていただきます。関心あるテーマがございましたら、お気軽にご相談く

ださい。また、オンライン講義等の対応も可能です。 

※諸行事、講師のスケジュール等により、ご希望に添えない場合があります。予

めご了承ください。 

 

■大学説明会・学部説明会・入試説明会 

本学職員が、皇學館大学の概要、学部・学科、入試制度等について説明します。 

 

皇學館大学学生支援部入試担当 



 
  
 

下記の手順に従って、開催予定日の 1 ヶ月前までに入試担当までご連絡ください。 

【送付先】 

E-mail: nyusi@kogakkan-u.ac.jp  FAX: 0596-22-6378 

 

注意事

項 

※講師派遣プログラムの中で、大学説明又は学部説明もご希望される場合は、 

その旨を申込書にご記入ください。 

※その他、ご要望等がありましたら、入試担当までご連絡ください。 

※教員指定の場合は、できる限り早めにお申込みいただくようお願いします。 

 

 
 
 
 

 

□出前授業・大学説明会等のお申込み方法 

□お申込みから講師派遣までの流れ 

 
派遣依頼申込 (高校) 

申込書受理 (入試担当) 

依頼内容の検討・決定 

結果通知・詳細の確認 

冊子の中からお好きな授業をお選びいただき、必要事項

をご記入の上、FAX、又は郵送にてお送り願います。 

※大学案内・学部説明の場合はその旨もご記入ください 

受領を確認後、申込書についてのご連絡をさせて 

いただきます。 

各学部でご要望を検討するに当たり、電話等で詳細を 

お尋ねする場合がございます。 

準備のため、詳細についてお尋ねします。 

(当日のスケジュール、受講者数、使用機器等の確認) 

確認事項の連絡 

実施 

アンケート等の提出 

教室の広さ・使用機器・配布資料等の確認事項について

ご回答ください。 

実施後、入試担当からアンケートを依頼する場合が 

ございますのでご協力ください。 

高校で独自に感想文等を課す場合、可能であれば 

コピーをお送りください。 

mailto:nyusi@kogakkan-u.ac.jp


講義番号 専　門　分　野 氏　名 講　義　テ　ー　マ 掲載ページ

1 宗教学/宗教社会学 板井　正斉 雅楽の歴史と魅力を知ろう 1

2 宗教学 中山　郁 死んで、あらたに生まれかわる　―修験道修行入門― 1

3 神道史/神道思想史 松本　丘 明治維新の源流をさぐる 2

4 近代神道史 髙野　裕基 神社の成立について考える 2

講義番号 専　門　分　野 氏　名 講　義　テ　ー　マ 掲載ページ

5 上代文学/国語学 大島　信生 ①三重の万葉　　②「令和」と万葉集 3

6 書道 上小倉　一志 あなたも達人－筆画の作法－ 3

7 日本語学 齋藤　平 身近な方言の魅力 4

8 近世文学 田中　康二 国文学研究法入門 4

9
漢文学/
中国宗教思想(道教)

松下　道信 沙悟浄はカッパか？ 5

10
図書館情報学/
現代文学

岡野　裕行 本はどこから来てどこへ行くのか 5

11 中世文学 木村　尚志 歌合と歌論　―歌の良し悪しの基準― 6

12 近代文学 平石　岳 書き換える人、芥川龍之介 6

13 中古文学 吉井　祥 和歌を詠んでどうするの？　―平安貴族社会と言語生活― 7

令和6年度　皇學館大学講師派遣プログラム講義一覧

神 道 学 科

国 文 学 科

文 学 部

文 学 部



講義番号 専　門　分　野 氏　名 講　義　テ　ー　マ 掲載ページ

14 日本古代史 遠藤　慶太 古代史と北海道 8

15
日本中世史/
古文書学

岡野　友彦 源頼朝と北条政子は夫婦別姓？ 8

16 日本中世史 多田　實道 地域の歴史を調べる 9

17
日本近代史/
地方行政史

谷口　裕信 “地方”の誕生 9

18 東洋史 堀内　淳一 東アジアの中の古代日本 10

19 日本思想史 松浦　光修 天才・本居宣長の勉強法 10

20 日本近世史 谷戸　佑紀 江戸時代の“伊勢” 11

21
日本近現代史/
対外関係史

長谷川　怜 見て・聴いて感じる日本近現代史 11

講義番号 専　門　分　野 氏　名 講　義　テ　ー　マ 掲載ページ

22 人工知能/異文化コミュニケーシ張　磊 IoTとロボット 12

23 実験心理学 芳賀　康朗 カラダの外に浸み出すココロ：身振りや手振りの役割 12

24 外国語教育学 川村　一代
English will broaden your world.
Let's learn English!

13

25
臨床心理学/
音楽療法

栗野　理恵子 音楽聴取で心理学 13

26 臨床心理学 髙沢　佳司 認知のクセ、かたよりをほぐすには 14

27 英語学 玉田　貴裕 日英対照言語学：日本語と英語の発想の違い 14

28 社会心理学 中山　真 ①大学で学ぶ心理学　　②ストレスとの付き合い方 15

国 史 学 科 文 学 部

コミュニケーション学科 文 学 部



講義番号 専　門　分　野 氏　名 講　義　テ　ー　マ 掲載ページ

29 特別支援教育学 大杉　成喜
アシスティブ・テクノロジー入門
　―様々な「できる」をサポートする―

16

30 保健体育科教育学 加藤　純一 児童生徒に体育を教えるってどうやればいいのかな？ 16

31 体育心理学/児童体育 叶　俊文
子どもの動機づけについて
レクリエーションや障がい者スポーツ体験

17

32 食育/調理学 駒田　聡子 食と健康 17

33
国語教育学/
日本中世文学/
キャリア教育学

中條　敦仁 大切な人とことばで繋がるすばらしさ 18

34
理科教育学/生物学/
昆虫生理学

中松　豊
保育園、幼稚園、小学校における昆虫を使った「生き物教室」
アワヨトウの血球を使った自然免疫の観察

18

35 発達心理学 吉田　直樹 こども世界への心理学的アプローチ 19

36
教育心理学/
家族心理学

渡邉　賢二 コミュニケーション力をつけよう 19

37 道徳教育 渡邉　毅 アメリカの道徳教育と生徒指導 20

38
教育行政学/
教育経営学

市田　敏之 部活動の現在 20

39 教育史学/教育課程論 井上　兼一 ①教育という営みを考える　　　②教育学部で学ぶこと 21

40 算数/数学教育 上野　祐一
①教師の魅力ややりがい ②数学の面白さ・奥深さ
③高校数学で分かる大学数学入門

21

41 小児保健/保育 小川　真由子
①子どもの健康と安全を学ぼう
②命の大切さを知る性（生）教育

22

42 健康/スポーツ科学 片山　靖富
1.非感染性疾患（生活習慣病）の予防と改善－食事・運動と健康
2.スポーツをしよう（みよう，ささえよう）－スポーツするは健康のためだけでは
ない！

22

43 柔道（武道） 佐藤　武尊
一流柔道選手および学生柔道選手を対象とした研究の紹介
（主に競技力向上に対するアプローチ）

23

44 理科教育学 澤　友美 理科の観察・実験 23

45 音楽教育 高橋　摩衣子 子どもと楽しむ音楽あそび 24

46 幼児教育学 土谷　長子 ①幼児の学びって何？ 遊んで学ぼう　　　②乳幼児の発達と保育 24

47 教育哲学/成人教育史 野々垣　明子 子ども・教育・学校の歴史 25

48 社会科教育学 萩原　浩司 社会科におけるエネルギー環境問題 25

49
障害児教育学/
学校心理学

山本　智子 大学～教育学部での学び 26

50
児童福祉/
保育

吉田　明弘
①明日はわが身の社会福祉―社会福祉って何だろう？―
②ときめき!!　保育士体験―新聞紙を使った保育の展開

26

教 育 学 部教 育 学 科



講義番号 専　門　分　野 氏　名 講　義　テ　ー　マ 掲載ページ

51 法制度/高齢社会/権利擁護 鵜沼　憲晴 わが国の社会問題と社会福祉 27

52 地域再生論 岸川　政之
未来の大人たちに私たちができること（一般）
君たちの可能性は無限大（中学生～大学生）

27

53
現代社会/現代家族/
社会情報

関根　薫 児童虐待の現状と課題 28

54 地域社会/社会調査法 筒井　琢磨 映画の中の社会情報 28

55
憲法学/地方自治/
公務員制度

富永　健 選挙の意義としくみ 29

56
高齢者福祉/
介護福祉

中野　一茂 社会福祉について学んでみよう 29

57
伝統建築/伝統工芸/
文化政策

岩崎　正彌 日本の伝統工芸の魅力 30

58 民族音楽学 瓜田　理子 音楽から日本と世界をみる 30

59
精神保健福祉/
精神保健福祉援助技術

榎本　悠孝
これであなたも聞き上手！
社会福祉の相談援助職が用いる傾聴の技術

31

60
地域福祉/コミュニティワーク/ボラ
ンティアマネジメント 大井　智香子

ふるさと福祉の過去＆ミライ
　―懐かしくて新しい住民同士のステキな関係―

31

61
社会統計/地域教育/
社会調査

藤井　恭子 社会調査のウソ、ホント 32

62
国際政治/日本の外交安全保障/
米中関係/米国のアジア政策

村上　政俊
世界の中の日本
　―大国としての覚悟と未来への責任―

32

現代日本社会学部現代日本社会学科



1 

NO.1

内容

プロフィール

NO.2

内容

プロフィール

昭和42年東京都生まれ。
國學院大學大学院文学研究科神道学専攻博士課程後期単位取得満期退学
博士(宗教学)
國學院大學教育開発推進機構教授を経て平成30年より皇學館大学文学部神道学科教授
著書に『修験と神道のあいだ―木曽御嶽信仰の近世・近代』(単著)、『木曽のおんたけ
さん―その歴史と信仰』(共著)がある

死んで、あらたに生まれかわる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　神社を参拝したときに聞こえてくる独特の調べ。
　神社で願い事をする際、神様に楽しんでもらうための演奏を雅楽と言います。
　雅楽は、日本の古典音楽の一つで、笙や篳篥、龍笛などの管楽器と、琵琶などの絃楽
器、太鼓などの打楽器で奏でられます。
　雅楽の歴史と魅力から、神道や神社のことを考えてみましょう。

昭和48年大分県生まれ。
皇學館大学大学院文学研究科修士課程神道学専攻修了。
皇學館大学社会福祉学部、現代日本社会学部、教育開発センターを経て現職。
専門は宗教学・宗教社会学。
著書に『ささえあいの神道文化』(単著)、『ケアとしての宗教』(共編著)がある。
皇学館大学雅楽部部長。

板井　正斉

神道学科 皇學館大学講師派遣プログラム

雅楽の歴史と魅力を知ろう

　日本の山々には沢山のカミやホトケが祀られています。そうした聖なる存在と、修行
を通じて一体化したうえで、人々を救済しようとする宗教、それが「修験道」です。現
在も奈良県の大峰山脈や山形県の羽黒山など各地の霊山で多様な修行が展開しています
が、そうした修行は、いかに行われ、どのような人々によって支えられているのか、ま
た、いかなる構造を持っているのか、以上についてご紹介いたします。

中山　郁



2 

NO.3

内容

プロフィール

NO.4

内容

プロフィール

　神道は日本人の生活様式や考え方の奥深くに存在し続けてきた日本古来の固有の民族
信仰です。その信仰が最もよく「形」として現れたものが神社であり、全国津々浦々に
鎮座しています。私たち日本人にとって、神社はあまりにも身近な存在である一方、神
社の社殿や施設が持つ意味や機能、神社の祭りにおける祈りの内容などについて、詳し
く説明できる人は少ないのではないでしょうか。
　本講義では、神社や祭りの概要について解説するとともに、その成立の経緯や背景を
考えることで、私たち日本人と神社・神道との関係性について広く学びます。

昭和60年神奈川県小田原市生まれ。
國學院大學大学院文学研究科神道学・宗教学専攻博士課程後期修了、博士（神道学）。
國學院大學研究開発推進機構助教（特別専任）を経て、令和3年より現職。
専門は近現代神道史、神道思想史、宗教行政史。

神道学科 皇學館大学講師派遣プログラム

明治維新の源流をさぐる 松本　丘

　日本が近代国家として歩み始めた明治維新は、800年もの長い間続いた武家の時代を変
革した、天皇を中心とする体制の復活でもありました。これに関わった人々を動かして
いた江戸時代の学問・思想、特に神道思想・尊王思想を通して、明治維新の思想的な源
流を考えます。

昭和43年東京都生まれ。
國學院大學大学院文学研究科神道学専攻博士課程後期満期退学。
國學院大學日本文化研究所兼任講師、神社本庁教学研究所録事等を経て現職。
専門は近世神道史・神道思想史。
著書に『尚仁親王と栗山潜鋒』『垂加神道の人々と日本書紀』がある。

神社の成立について考える 髙野　裕基



3

NO.5

内容

プロフィール

NO.6

内容

プロフィール

あなたも達人　－筆画の作法― 上小倉　一志

　文字を手書きすることが少なくなってしまった当世であればこそ、人が書いた文字の
温かみや、手書き文字が持っているパワーを知ってもらい、さらに自ら文字を自由に美
しく書くことが出来る喜びを感じてもらいたい。
　そのための「美しい字形のワンポイントレッスン」や、漢字の成り立ち・筆順につい
ての「漢字の不思議」などをお話したいと思っています。

昭和36年北海道生まれ。
専門分野：書道
樽本樹邨に師事
読売書法会理事・謙慎書道会常任理事・中日書道会評議員

昭和32年福岡県生まれ。
皇學館大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。
著書『万葉集の表記と訓詁』（おうふう）。博士（文学）。
専門は上代国語国文学。

国文学科 皇學館大学講師派遣プログラム

①三重の万葉　　　　　②「令和」と万葉集 大島　信生

①万葉集は現存する我が国最古の歌集で、4500首余りの歌が収められています。歌われ
た地域は、大和を中心に東北から九州にかけての広い範囲に及びます。その中には、三
重県と関わる歌も少なからずあります。その中から柿本人麻呂や大伴家持などの作品を
取り上げてお話しします。

②新元号「令和」は万葉集巻５「梅花の歌三十二首」の序文に由来しています。その序
文と梅花の歌三十二首について解説し、元号「令和」について考えます。



4

NO.7

内容

プロフィール

NO.8

内容

プロフィール

　国文学研究は、古くは古代中世の「歌学」（和歌を研究する学問）にルーツを持ち、
近世の「国学」を始祖とする学問で、日本にある学問の中で、もっとも伝統のある学問
の一つです。それは一千年におよぶ先達によって築かれてきた、深く豊かな奥行きがあ
りますが、これを語るのは一筋縄ではいきません。
　現代歌人の俵万智（昭和37年～）の出世作に「「この味がいいね」と君が言ったから
七月六日はサラダ記念日」というのがあります。この現代短歌を素材にして、文学研究
の手法を用いて文学作品にアプローチする手ほどきをします。

昭和40年大阪市生まれ。
神戸大学文学部卒、同大学院文化学研究科博士後期課程修了。
神戸大学大学院人文学研究科教授を経て、皇學館大学文学部教授。博士（文学）。
専門は日本近世文学、とりわけ本居宣長を中心とした国学・国学史。

身近な方言の魅力 齋藤　平

　普段、日常の暮らしではそれほど意識をしていなくても、私たちは生まれてから習得
したことばの中に地域の要素を持っています。これが方言です。
　それでは、それがいったいどのような役割を果たし、なぜ、地域によることばの違い
が生じているのでしょうか。その移り変わりと分布の状況をたどりながら身近な方言の
魅力についてお話します。

昭和39年三重県伊勢市生まれ。
平成4年皇學館大学大学院博士後期課程中退。博士（文学）。
皇學館大学助手、准教授などを経て文学部教授・副学長。
専門は日本語学・社会言語学。

国文学研究法入門 田中　康二

国文学科 皇學館大学講師派遣プログラム



5

NO.9

内容

プロフィール

NO.10

内容

プロフィール

昭和52年茨城県生まれ。
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科図書館情報メディア専攻博士後期課程修了。
博士(学術)。専門分野は図書館情報学と日本近現代文学。主な研究テーマは文学館、文
学アーカイブ、文学散歩など。これまでにビブリオバトル普及委員会代表理事（平成27
年～令和3年）、伊勢河崎一箱古本市実行委員会（平成27年～）三重県立図書館協議会委
員（平成29年～）、伊勢市立図書館協議会委員長（平成29年～）、Library of the Year
選考委員長（令和3年～）などを務める。

国文学科 皇學館大学講師派遣プログラム

沙悟浄はカッパか？ 松下　道信

　中島敦に『悟浄出世』と『悟浄歎異』という作品があります。これは、中国の小説
『西遊記』の登場人物、沙悟浄を主人公とした作品です。この中で、沙悟浄は深い水の
底にすまうカッパのような姿として描かれています。『西遊記』は、三蔵法師が中国か
らインドへとはるばる仏教のお経を取りに行くお話で、唐の時代の玄奘三蔵という実在
の人物をモデルとしています。彼は中国から陸路、インドに向かいました。途中悩まさ
れたのは、灼熱の砂漠ではあっても、湖や大河ではありませんでした。では、沙悟浄は
どうしてカッパの姿なのでしょうか。また、孫悟空や猪八戒などはどうして誕生したの
でしょうか。こうした事例について紹介しつつ、漢文の世界を幅広くお話できればと思
います。

昭和45年生まれ。
専門分野　漢文学・中国宗教思想史、特に道教
担当科目　漢文学概論、漢文学講読

本はどこから来てどこへ行くのか 岡野　裕行

　私たちはいつどこで本と出会っているのでしょうか？　まちの本屋、古本屋、公共図
書館、学校図書館、カフェ、親・兄弟姉妹・祖父母の本棚、友だちの本棚など、さまざ
まな空間で本と出会います。本はさまざまな流通ルートを経て私たちの手元に届き、そ
して私たちの手から離れていきます。①本という情報メディアの特徴、②読者と読書の
歴史、という二つの観点から、私たちの読書環境について考えてみたいと思います。
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NO.11

内容

プロフィール

NO.12

内容

プロフィール

書き換える人、芥川龍之介 平石　岳

　芥川龍之介は、自分の作品を何度も何度も書き換える人でした。
近代の文学作品は、現代の雑誌連載マンガと同様に、雑誌にまず掲載→まとめて単行本
を出版、という流れが一般的でした。その流れのなかで芥川は、一度書きあげて雑誌に
発表した自作を、書き換え、単行本に収録させました。そのような出版形態と作家の創
作意識の問題を「羅生門」を例に考えます。
　みなさんが教科書で読んだ「羅生門」は、どのバージョンの「羅生門」でしょうか？

福岡県生まれ。博士（国文学）。
専門は日本近代文学、特に徳冨蘆花の文学。
メディア（媒体）と文学の関係性に興味を持っている。

国文学科 皇學館大学講師派遣プログラム

歌合と歌論　―歌の良し悪しの基準― 木村　尚志

　歌合は宮廷文学としての和歌が育まれてきた母胎となる共同的な場です。それはもと
もと勝負を決する場ではなく和歌を通したコミュニケーションの場でした。そこに勝負
を決する場としての性格が生まれたのは、12世紀の院政期に歌道家が誕生してからのこ
とです。この講義では、歌合の基礎知識を得るとともに、院政期における変化が「歌
論」を発展させ、その中で「歌論」の原点としての『古今集』仮名序の神髄に目覚めて
いく様を素描したいと思います。

昭和54年生まれ。福岡県福岡市出身。
東京大学大学院人文社会系研究科日本文化研究専攻日本語日本文学専門分野博士課程修
了。
博士（文学）。
和洋女子大学人文学部日本文学文化学科准教授を経て、現在皇學館大学文学部国文学科
准教授。
主な著書に、『和歌文学大系38　続古今和歌集』（共著、明治書院、2019年）、『中世
和歌の始まり―京と鎌倉をつなぐ文化交流の軌跡』（単著、花鳥社、2021年）がある。
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NO.13

内容

プロフィール

国文学科 皇學館大学講師派遣プログラム

和歌を詠んでどうするの？―平安貴族社会と言語生活― 吉井　祥

皆さんは、国語科の授業、あるいは百人一首競技カルタなどで、和歌に触れたことがあ
るでしょうか。５／７／５／７／７、たった三十一文字で成り立つ和歌（短歌）は、古
代から現代まで通時代的に存在する、日本人にとって重要な文芸の形でした。とはい
え、皆さんは不思議に思ったことがありませんか？「コンナノ詠ンデドウスルノダロ
ウ」と。実は和歌は、ただ詠まれ、鑑賞されていただけではないのです。社会の中で、
和歌は様々な働きをしていました。本講義では、生活と和歌が密着していた平安時代に
着目し、和歌を詠んで何をしていたのか、考えていきます。

博士（人文科学）。
専門は、中古文学、和歌文学。



8

NO.14

内容

プロフィール

NO.15

内容

プロフィール

源頼朝と北条政子は夫婦別姓？ 岡野　友彦

　歴史上の人物の名前を覚えるとき、平安時代より前の人名は、「そがのうまこ」「ふ
じわらのみちなが」「みなもとのよりとも」などと、「の」を付けて読んでいたのに対
し、鎌倉時代より後の人名になると、「ほうじょうまさこ」「あしかがたかうじ」「と
くがわいえやす」などと、「の」を付けなくなることに気付いた人はいませんか。
　実は、この「の」を付けて読む人名、つまり源頼朝の「源」などを「姓」といい、
「の」を付けない人名、つまり北条政子の「北条」などを「苗字」といって、この二つ
は全く別次元のものなのです。

昭和36年神奈川県鎌倉市生まれ。
國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻博士課程後期修了。
東京都江戸東京博物館学芸員を経て現職。
博士（歴史学）。専門は日本中世史。
著書に『家康はなぜ江戸を選んだか』（教育出版）『源氏と日本国王』（講談社現代新
書）、『北畠親房』（ミネルヴァ日本評伝選）、『院政とは何だったか』（PHP新書）、
『戦国貴族の生き残り戦略』（吉川弘文館）などがある。

国史学科 皇學館大学講師派遣プログラム

古代史と北海道 遠藤　慶太

　蝦夷富士ともよばれる北海道の羊蹄山は、『日本書紀』にちなんで命名されたことを
ご存じでしょうか？。斉明天皇五年（659）の記事に、古代の将軍・阿倍比羅夫が北へ向
かい、「後方羊蹄」に拠点をかまえたとの記事があります。羊蹄山はこの記事にちなん
で幕末に命名されました。
　それでは、飛鳥時代の人びとは、ほんとうに北海道に渡ったのでしょうか？。この講
義では、ダイナミックな動きをみせた軍事氏族を通じて、緊迫する７世紀の東アジアの
情勢や交流についてお話ししたいと思います。

昭和49年兵庫県生まれ。
皇學館大学　文学部国史学科卒業
大阪市立大学　文学研究科博士後期課程修了、博士（文学）
専門は日本古代史
木簡学会や日本古文書学会の編集委員をしています。
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NO.16

内容

プロフィール

NO.17

内容

プロフィール

国史学科 皇學館大学講師派遣プログラム

　“地方”という言葉は、近代以前は「じ（ぢ）かた」という読みで使われることが多
かったのですが、明治時代以降は一般的に、「ちほう」と読まれるようになっていま
す。それには明治新政府が明治維新後におこなった、制度設計が関係しているのです。
　それではその制度設計とは、一体どのようなものだったのでしょうか。そしてそれに
よってどのような地方（ちほう）が生まれたのでしょうか。
　この講義では、近代の地方制度を生んだ「近代日本」という時代的な背景を、皆さん
と一緒に探っていければと思います。とりあげるトピックは、「県の名前ってどうやっ
て決まったのだろう？」、「日本の“裏”と“表”」、「市町村合併今昔物語」など。

昭和50年島根県生まれ。
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了、博士（文学）。
専門は近代日本の政治史・行政史（特に地方制度史）。
伊勢市史の編さんに携わりました。

地域の歴史を調べる 多田　實道

　自分が住んでいる地域には、一体どんな歴史が刻まれているのか。誰もが一度は、そ
んな思いを抱いたことがあるのではないでしょうか。それでは、こうした地域の歴史を
知るには、果たしてどうしたらよいのか。その調査の方法等について、お話してみたい
と思います。

昭和45年岐阜県生まれ。
皇學館大学大学院博士後期課程満期退学。
平成12年4月三重県立高等学校教諭。16年3月退職。
平成18年3月愛知学院大学大学院博士課程前期終了。同年4月より現職。

“地方”の誕生 谷口　裕信
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NO.18

内容

プロフィール

NO.19

内容

プロフィール

　3-6世紀の日本については、資料が限られているため、その実態は未だ明らかになって
いない部分が多くあります。その時代の「倭」「日本」は、どのようなものだったので
しょうか。「倭」と言われていた国が、いつから「日本」になったのでしょうか。
　簡単な漢文のレッスンを交えつつ、漢から唐にかけての東アジアにおける日本の立ち
位置についてお話したいと考えています。

昭和52年東京生まれ。
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了、博士（文学）。
専門は中国・魏晋南北朝時代における東アジア外交史、貴族社会史。
平成26年度より現職。

天才・本居宣長の勉強法 松浦　光修

　日本の歴史上、天才と呼ばれる学者はいろいろいますが、その一人が、三重県・松阪
出身の本居宣長であることは、まちがいありません。宣長が寛政10(1798)年、69歳の時
に著した『うひ山ぶみ』という本には、その天才・本居宣長の“勉強法”が、くわしく
書かれています。
　いったい、宣長は、どういう心がけで“勉強”していたのでしょうか？
　『うひ山ぶみ』の中から、200年以上をたっても、少しも古びていない、その“天才の
勉強法”を探りたいと思います。

昭和34年熊本市生まれ。
皇學館大学大学院博士後期課程に学ぶ。専門は江戸時代から明治にかけての日本人の
“心の歴史”。そのかたわら、文学、歴史、宗教、教育、社会など、いろいろな問題に
ついて評論や随筆などを数多く執筆している。現在、皇學館大学文学部教授。博士（神
道学）。著書に『竹内式部』（皇學館大学出版部）、『大国隆正の研究』（神道文化
会）、『やまと心のシンフォニー』（国書刊行会）、『夜の神々』（慧文社）、『〈新
訳〉南洲翁遺訓』（PHP研究所）、『日本の心に目覚める五つの話』（明成社）他。

国史学科 皇學館大学講師派遣プログラム

東アジアの中の古代日本 堀内　淳一
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NO.20

内容

プロフィール

NO.21

内容

プロフィール

見て・聴いて感じる日本近現代史 長谷川　怜

　歴史学の研究は、一次史料を読み、分析することによって行われます。近現代史の史
料としては、政治家の書いた書簡や日記、官公庁の公文書などがあり、当時の新聞や雑
誌などメディアも重要です。また、文字で書かれたものだけでなく、写真や絵葉書と
いった図画像や、録音された音源も近現代の史料です。こうした“感じる”史料を用い
た近現代史の講義を行います。戦前期の写真や絵葉書、諷刺画の読み解き方を様々な資
料を用いて解説する「目で見る日本近現代史」、または蓄音機を使って戦前のＳＰレ
コードに録音された歌や政治家の演説などを再生しながら歴史的背景を講義する「聴く
日本近現代史」のいずれかをお選び下さい。＊蓄音機とレコードは持参

昭和61年名古屋市生まれ。
学習院大学大学院人文科学研究科博士後期課程修了。
博士（史学）
東京都公文書館専門員、千代田区立日比谷図書文化館文化財事務室学芸員を経て平成31
年より現職。専門は、日本の満洲経営、日中関係史、図画像資料研究など。
共編著に『日本帝国の表象』（えにし書房）、『水野梅暁写真集―仏教を通じた日中提
携の模索』（社会評論社）、『貴族院・研究会写真集』（芙蓉書房出版）など。

国史学科 皇學館大学講師派遣プログラム

江戸時代の“伊勢” 谷戸　佑紀

　伊勢神宮のお膝元にひろがる伊勢の地は、古くから特色のある地域でした。特に江戸
時代においては、庶民の間でお伊勢参りが一般化し、全国から大勢の人が来訪する場所
になっていました。当時の人々は、ここで何を見て、どのような体験をしたのでしょう
か。
　本講座では、この町の中心的存在であった「御師（おんし）」と呼ばれる宗教者に注
目して、古文書や絵画を用いながら、当時の様子をお話ししたいと思います。

昭和61年三重県生まれ。
皇學館大学大学院文学研究科博士後期課程修了、博士（文学）。
専門は日本近世史。
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NO.22

内容

プロフィール

NO.23

内容

プロフィール

カラダの外に浸み出すココロ：
身振りや手振りの役割

芳賀　康朗

　だれかとコミュニケーションをとるときや、ひとりで考えごとをするときに、わたし
たちは「コトバ」だけでなく、「ジェスチャー（身ぶりや手ぶり）」を頻繁に使いま
す。コトバは意識的に発するのに対して、ジェスチャーや表情は無意識のうちに身体で
表現されます。この講義では、コミュニケーションや情報処理といった心のはたらきを
サポートするジェスチャーの役割について、簡単な実験も行いながら考えていきます。

名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程修了（博士(心理学)）。日本学術振興会特別
研究員(PD)、人間環境大学人間環境学部教授を経て平成26年より現職。専門は実験心理
学、学習心理学。ジェスチャーが情報処理過程に及ぼす促進的効果について研究してい
る。

昭和39年中国生まれ。
名古屋工業大学大学院卒業　工学博士
中国社会科学院日本研究所　特別研究員
皇學館大学文学部コミュニケーション学科　教授

コミュニケーション学科 皇學館大学講師派遣プログラム

IoTとロボット
張 磊

チョウ ライ

　モノのインターネット(IoT)テクノロジーは、我々の生活スタイルに様々な影響を与え
ています。ロボットはIoTの「部品」として、社会に浸透しつつあります。ロボットはAI
と連携することで本来以上の効果を発揮することが期待されます。
　ロボットの現状を整理し、IoT分野での応用を分析し、人間とロボットは「共生」する
社会において、我々はどんな姿勢で参入するか考えていきます。
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NO.24

内容

プロフィール

NO.25

内容

プロフィール

　みなさんは、どのようなときに音楽を聴きますか。そして、どのような音楽を聴きま
すか。また、音楽を聴いた後にどのような気分になりますか。
　本講義では、日常の音楽聴取について「心理学的」に考えてみます。改めて考えてみ
ることで、「そういえば、なぜこのようになるのだろう？」、「何が影響しているのだ
ろう？」と素朴な疑問がきっとわいてくるでしょう。心理学的に考えることの面白さを
音楽とともに体験的に学んでいきましょう。

三重県生まれ。
名古屋大学大学院環境学研究科社会環境学専攻心理学講座博士後期課程単位等認定
（満了）／愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科心理学領域 心理医療科学専攻心理学
コース研究生／　博士（心理学）、公認心理師、臨床心理士、日本音楽療法学会認定音
楽療法士
現在、こころとからだの関連についての心理・生理的反応、受容的音楽療法のひとつの
方法として「フォーカシング指向音楽聴取法」の実施がもたらす心理・生理的反応につ
いて研究しています。

English will broaden your world.

Let's learn English!
川村　一代

　英語を勉強しているときに、「なぜ英語を勉強しなければならないのだろう」と思っ
たことのある人は少なくないのではないでしょうか。なぜ英語を学ぶのかという根本的
な問いに一度向き合ってみると、今までとは違った気持ちで英語学習に取り組めるよう
になるかもしれません。
　本講義では、英語の世界的な位置づけや英語学習が個人に及ぼす影響などについて学
び、英語を学ぶ意義を意識化させます。英語はいろいろな意味で世界を広げてくれると
いうことを理解し、英語への学習意欲が向上することを期待します。

三重県生まれ。
米国ミシガン州立大学人文学部英語学科修士課程修了（M.A. in TESOL）。
米国フィリップス大学日本校、関西外国語大学短期大学部を経て現職。
専門は外国語教育学。
現在、英語のスピーキングの評価について研究しています。

音楽聴取で心理学 栗野　理恵子

コミュニケーション学科 皇學館大学講師派遣プログラム
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NO.26

内容

プロフィール

NO.27

内容

プロフィール

昭和６１年岐阜県生まれ。
名古屋大学大学院文学研究科博士課程後期課程満期退学
愛知淑徳大学講師を経て、平成３１年より現職
専門は英語学

コミュニケーション学科 皇學館大学講師派遣プログラム

認知のクセ、かたよりをほぐすには 髙沢　佳司

　一般に、我々には何らかの考え方のクセ、かたよりがあると言われています。これが
強くなりすぎると、対人関係上の摩擦が生じるきっかけとなることもあります。そこ
で、クセやかたよりを修正しほぐしていくことや、上手に付き合う方法を身につけるこ
とは有用であると考えられます。認知行動療法の知見から、簡単に取り組めるワークを
中心に、一緒に練習してみましょう。
　また、サブテーマとしてマインドフルネス・ストレス低減法、スポーツにおけるイッ
プス対処、犯罪心理学と防犯も取り扱っております。

昭和55年青森県生まれ。
趣味は大河ドラマ鑑賞。好きな日本史のジャンルは戦国史。

法政大学大学院人間社会研究科人間福祉専攻博士後期課程修了。
博士（学術）、公認心理師、臨床心理士。愛知県や名古屋市の児相で心理判定業務経
験。
専門領域：臨床心理学。
キーワード：認知行動療法、感情制御、自己制御。

日英対照言語学：日本語と英語の発想の違い 玉田　貴裕

　英語を日本語に翻訳していると、ついつい英語に引きずられて不自然な日本語訳に
なってしまうことがあります。この時、その日本語訳が不自然だと分かるのは何故で
しょうか。英語には英語、日本語には日本語特有の好まれる言い回しがありますが、そ
の背後にはそれぞれの母語話者が言葉を習得する過程で慣習的に身につけた独特の感
覚・発想があります。この授業では、英語と日本語にはどのような発想の違いがあり、
それがどのように言い回しの好みに反映されているのかを、皆さんと一緒に考えていき
ます。
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NO.28

内容

プロフィール

コミュニケーション学科 皇學館大学講師派遣プログラム

①大学で学ぶ心理学　②ストレスとの付き合い方 中山　真

　①“心理学”は、一般的には心理テストやカウンセリング、読心術などのイメージが
持たれがちですが、学問としての心理学はそれとは異なります。大学で学ぶ心理学の特
徴や、授業の形式、取得できる資格や卒業後の進路、入試対策や高校生のうちにできる
ことなどをわかりやすくお伝えします。

　②ストレスは深刻な事態にもつながりかねないやっかいものですが、ゼロにすること
はできません。ストレスとの上手な向き合い方を身に付けることが大切です。ストレス
について楽しく理解を深めたいと思います。

2012年、名古屋大学大学院教育発達科学研究科単位取得満期退学。鈴鹿短期大学生活コ
ミュニケーション学科助教、鈴鹿大学こども教育学部こども教育学科准教授などを経
て、2019年、皇學館大学文学部コミュニケーション学科助教、2021年、同准教授。
専門は社会心理学、臨床心理学。ストレス・対人関係。
公認心理師・臨床心理士（公立小中学校スクールカウンセラー、児童相談所一時保護所
心理職員を経験）。
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NO.29

内容

プロフィール

NO.30

内容

プロフィール

児童生徒に体育を教えるって
どうやればいいのかな？

加藤　純一

　体育は実技ができればいい点数がつけられると思っていませんか？そもそも体育では
実技を教わっているのでしょうか？
　教師はどのようにして体育の授業を行い、どのような観点から児童生徒を評価してい
るのか、新しい学習指導要領に即しながら考えていきたいと思います。

教育学部教授。「保健体育科教育法」「体育科教育法」「児童体育」の講義を担当。体
育科教育学を教えています。一方で、「皇学入門」や「武道論」（前任校）なども担
当。専門実技は剣道です。教育採用試験対策としてマット運動の指導も行っています。

教育学科 皇學館大学講師派遣プログラム

アシスティブ・テクノロジー入門
ー様々な「できる」をサポートするー

大杉　成喜

　令和３年５月改正の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別
解消法）」では、障害のある人の学習や社会参加を支援するため「基礎的環境整備」や
「合理的配慮」を講じることが義務づけられました。学校や園において、様々な困難を
軽減・解消するため、どのように障害を理解し支援に取り組めば良いかについて、ロー
テクからハイテクまで様々な方法を紹介します。また、視線入力装置を用いた学習支援
やコミュニケーション、さらには任天堂SWITCH等コンシューマゲームやドローンの操作
等についても紹介します。

「特別支援教育」と「教育工学」を専門とし、大学では特別支援教育と小学校のプログ
ラミング教育にかかる授業を担当しています。小学校や特別支援学校の教員の経験をも
とに、特別な教育ニーズのある子どもへの支援についての研究を行っています。近年は
小学校と連携したプログラミング教育（Viscuitやmicro:bit）の授業実践や、特別支援
学校等と連携した視線入力デバイス（装置）を用いた実践研究を行っています。視線入
力デバイスは視線の動きをマウスカーソル等の動きに変換し、コンピュータを操作する
ことができます。これを活用すると文書作成やコミュニケーションができるだけでな
く、任天堂SWITCHやPlayStaｔion等のコンシューマゲームを操作したり、ロボットやド
ローンを操作したりすることができます。
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NO.31

内容

プロフィール

NO.32

内容

プロフィール

　食には単に栄養素をとって元気な体を作る役割だけではなく、食を通じて他の人と
コミュニケーションをとるなど、将来にわたる「心と体の健康」を維持するという働き
があります。
　栄養素や何をどのように食べるかといった食事の話だけではなく、睡眠や休養、運動
習慣といった生活習慣と体の心の健康について理解を深め、自分自身の生活の改善点に
気づき、より健康で豊かな生活を送る前向きな姿勢を育むことを目指した内容について
講義をします。

　専門は、食育、調理学、食と栄養　食物アレルギー児支援などひろく食に関わる内容
について研究をしています。
　また社会活動として、地域で様々な親子クッキングや子どもクッキングなど実践的活
動を行っています。
　多くの人に、日々の「食」の在り方やその内容の大切さに気がついてもらえることを
願って講義や活動を行っています。

子どもの動機づけについて
レクリエーションや障がい者スポーツ体験

叶　俊文

・子どものモティベーションをあげる手立てなどのお話ができます
・あまり道具を使わない手軽なレクリエーションを紹介します
・障がい者スポーツの体験や紹介などができます
・コミュニケーショントレーニングなどを紹介できます

子どもの運動に対するやる気や動機づけについて、運動学習などの体育心理学を担当。
また、障がいのある方の運動サポートや野外教育などにも興味を持っている。
ゼミでの「夏休み子どもキャンプ」や「子ども登山」を開催して地域貢献も進めていま
す。

食と健康 駒田　聡子

教育学科 皇學館大学講師派遣プログラム
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NO.33

内容

プロフィール

NO.34

内容

プロフィール

　「ことば」は、人と人とが繋がるための大切な媒介です。
幼いころから生活の場で知らず知らずのうちに生きる上で最低限必要な共通の記号を得
て、そして学習によってどんどんと高度な共通記号を得て、考えや想いを、ますますリ
アルに伝えられるようになっていきます。空気と同じようにみなさんにとってその存在
が当たり前すぎて気にもしていないかもしれません。でも、空気が無くなれば命が尽き
ます、ことばがなければひとりぼっちで、物を考えることすらできなくなってしまいま
す。絵本をはじめ、様々な作品に触れて、ことばで繋がるすばらしさを体感してみま
しょう。

　研究分野は、国語教育学・幼児教育(特に絵本と言語獲得)・国語の授業を活かした
キャリア教育です。
　学生とともに、小学校で国語の出前講座をおこなったり、公共の図書館や保育所・幼
稚園で絵本の読み聞かせなどをおこなっています。

保育園、幼稚園、小学校における昆虫を使った「生
き物教室」アワヨトウの血球を使った
自然免疫の観察

中松　豊

　保育園、幼稚園、小学校を対象に、本学で飼育している昆虫を使って、昆虫の体の構
造や生活史、生理、生態などの観察・実験を行う。
　高等学校教員、高校生を対象に、アワヨトウ幼虫の血球を使った、食作用、ノジュー
ル形成、包囲化作用などの自然免疫の観察・実験を行う。

「理科教育学」「生物学」「昆虫生理学」が専門。アワヨトウに寄生する寄生蜂を使っ
て「なぜ寄生蜂の卵や幼虫は寄主の免疫を回避することができるのか」をテーマに研究
を行っている。また、高等学校「生物基礎」の免疫に関する教員対象の講演や高校生へ
の授業実践、保育園や小学校を中心に昆虫を用いた出前授業を行っている。

教育学科 皇學館大学講師派遣プログラム

大切な人とことばで繋がるすばらしさ 中條　敦仁
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NO.35

内容

プロフィール

NO.36

内容

プロフィール

コミュニケーション力をつけよう 渡邉　賢二

　コミュニケーションの力を身につけることは大切です。言語的コミュニケーション，
非言語的コミュニケーションとはどのようなものか。他者に良い印象をもってもらうに
は，どのようにコミュニ―ションをとったらよいのか考えます。また，グループワーク
を用いて，実際に練習をします。

「教育・学校心理学」「教育相談」「教職実践演習」など，教育現場で心理学がどのよ
うに用いられているか，用いる必要があるのかを授業で展開します。現在，三重県教育
委員会，伊勢市，志摩市，鈴鹿市などの教育委員会の依頼をうけて、教員研修や小学
生，中学生の保護者を対象に子どもとの関わり方の講演，また心理教育の講演や研修な
どを行っています。

教育学科 皇學館大学講師派遣プログラム

子ども世界への心理学的アプローチ 吉田　直樹

「子どもを理解する」ということは、教育・保育における第一のテーマですが、心理学
的にはどのように子どもを理解しようと試みているのか、適切な理解にはどんなアプ
ローチが考えられるのかについて、事例を交えながら具体的に話します。
また、子どもの発達における心理的な課題について、園や学校での取り組み、保護者や
地域に対するサポートについても紹介します。

「こどもの心理学」「幼児理解」「子育て支援」「教育相談」など、主に幼児期から児
童期の発達心理学と臨床心理学の授業を担当。また、臨床心理士・公認心理師として、
スクールカウンセラーや児童相談所の講習会講師などの活動も行っています。
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NO.37

内容

プロフィール

NO.38

内容

プロフィール

　近年、部活動の在り方が問われています。そこで、部活動の現状とこれまでの位置づ
けを踏まえて、部活動に関する改革の論点を紹介します。そのうえで、部活動が持つ教
育的意義や課題を指摘し、今後の展望について考察します。

　大学では、「教育行政学」「教育法規」「教育社会学」等の授業を担当しています。
研究活動としては、アメリカの科学技術人材育成政策と我が国における市町村教育財政
に関心を持っています。
　教育に関する諸現象について、広い視点から捉えることを心がけています。

アメリカの道徳教育と生徒指導 渡邉　毅

　現在アメリカでは、Character Educationと呼ばれる道徳教育とPBISという子供のポジ
ティブな行動を促す生徒指導が行われ、学力向上と問題行動減少に成果をあげているこ
とが報告されています。それについて、わが国の今後の道徳教育や生徒指導にどのよう
に参 考になるかを紹介します。

　大学で担当している授業は、「道徳の理論及び指導法」「演習」などです。郷土の偉
人の 伝記教材を活用した道徳教育とともに、海外の道徳教育にも目を向けて研究を行っ
ています。

部活動の現在 市田　敏之

教育学科 皇學館大学講師派遣プログラム
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NO.39

内容

プロフィール

NO.40

内容

プロフィール

①教育という営みを考える
　教育は私たち人間の日常的な営みであるため、目新しいものではありません。「教
育」というと学校をすぐに思い浮かべますが、わが国においては学校制度がスタートし
て約150年の歴史しかありません。江戸時代の子育てや学びには、現代の私たちが学ぶこ
とがたくさんあります。過去に学び、現代を見つめてみましょう。

②教育学部で学ぶこと
　教育学部で学ぶ意義は何でしょうか？教員養成だけに目が行きがちですが、必ずしも
それだけが目的ではありません。教育を学問の対象として研究・探求する場が大学とい
う高等教育機関です。教育学の扉を少し開けて覗いてみませんか？

昭和戦前期の学校制度改革（初等教育）について研究しています。明治期から続いてき
た制度がどのような課題に直面しており、それを打開するための構想は何であったの
か、史料にもとづいて明らかにしようと試みています。また戦後教育との連続性・非連
続性について検討しています。本学では「教育史」「教育課程論」などの授業を担当し
ています。

①教師の魅力ややりがい ②数学の面白さ・奥深さ
③高校数学で分かる大学数学入門

上野　祐一

①教師の魅力ややりがいについて、担任として、教科担当として、そして部活動顧問
（特に 監督）として具体例や体験をもとにお話します。

②数学の面白さや奥深さについて、数学が苦手な方にも興味を持ってもらえるようにお
話します。

③「大学数学は難しい」誰もが、大学へ入り専門の数学を学ぶときに感じることです。
高校まで数学が得意だった人も大学数学特有の抽象さに戸惑います。そんな大学数学を
高校数学 の知識を用いて考えてみましょう。そうすることで、今まで学んだ数学とこれ
から学ぶ数学 の繋がりが分かり、数学の奥深さを感じることができるでしょう。

昭和58年三重県伊勢市生まれ。
 神戸大学大学院理学研究科数学専攻博士前期課程修了　修士（理学）
三重県立白子高等学校、三重県立松阪高等学校等12年間、県内の高校で勤めておりまし
た。 担当教科は数学、部活動は硬式野球部を指導していました。
令和3年より皇學館大学教育学部教育学科助教
令和6年より皇學館大学教育学部教育学科准教授

教育学科 皇學館大学講師派遣プログラム

①教育という営みを考える
②教育学部で学ぶこと

井上　兼一
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NO.41

内容

プロフィール

NO.42

内容

プロフィール

1.非感染性疾患（生活習慣病）の予防と改善
　－食事・運動と健康
2.スポーツをしよう（みよう，ささえよう）
　－スポーツするは健康のためだけではない！

片山　靖富

1．非感染性疾患（生活習慣病：肥満，高血圧，脂質異常，高血糖，循環器系疾患など）
とは何か，何が原因となって病気になるのか，その予防や改善に何が大切なのかについ
て解説します。「健康づくりのための身体活動・運動ガイド（アクティブガイド）」に
ついても解説します。
2．「身体活動」「運動」「スポーツ」の違いと，それぞれが持つ医学生理学的効果・意
義だけでなく，社会的・文化的意義について解説することで，スポーツライフ構築や運
動習慣の定着に役立つ知識やスキルを身につけてもらえればと思います。

大学では，保健体育分野の保健分野にあたる「生理学」や「衛生学・公衆衛生学」の授
業を担当しています。これまで研究活動の一環として，生活習慣病を有する成人を対象
に，食生活・食事改善や運動実践による健康づくり・減量教室を提供し，医学的効果の
検証をしてきました。近年の国内外の研究により，身体を動かすことや運動・スポーツ
をする（みる，ささえる）ことは，生活習慣病の予防や改善だけでなく，人との繋が
り，認知/非認知能力の向上など，医学的にも社会・文化的にもとても大切であることが
分かってきました。そのため，最近では，心理学や経済行動学を活用した，運動・ス
ポーツを始めてもらう方策・始めた運動・スポーツを継続してもらう方策についても研
究しています。

教育学科 皇學館大学講師派遣プログラム

①子どもの健康と安全を学ぼう
②命の大切さを知る性（生）教育

小川　真由子

①自分の健康について考え、自分や他人の命を守るために必要な知識と技術を学びま
す。（けがの応急処置の方法、心肺蘇生法など）また、災害や危険から身を守るための
安全に関する日ごろからの備えや対策方法などについて考えます。

②「国際セクシュアリティガイダンス」に基づく命の大切さを基準にした包括的性教育
を実施します。文部科学省が推進する「生命（いのち）の安全教育」の内容にも準ず
る、子どもたちのニーズに合わせた性（生）に関する教育を提供します。

　研究の専門分野は、小児保健、学校救急看護、性教育です。大学では「子どもの保
健」「子どもの健康と安全」「健康（指導法）」等の授業科目を担当しています。
　子どもたちが自分の健康について学ぶことで、これからの生活を自分で守る力を身に
つけるとともに、自分と他人の命を守る知識と技術を修得するお手伝いができればと思
います。
　性教育に関しても、自分を大切にすることを基本として、生きるために必要な知識・
技術・考え方を身につけ、これからの人生に役立つ内容の授業を行っています。
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NO.43

内容

プロフィール

NO.44

内容

プロフィール

　小学校の理科の生物分野を中心に専門的な視点からより深く学びます。例えば、モン
シロチョウに寄生する小さな寄生蜂や植物ではなく昆虫を捕食するカメムシなど、あま
り目に触れられない生き物の存在を知り、解剖実験や観察を通して昆虫の巧みな生存戦
略について考えます。また、昆虫にはヒトと共通する点があります。免疫の視点からヒ
トと共通する免疫反応について昆虫を用いて観察・実験を行い、実感を伴った理解に繋
げたいと考えています。

小学校・中学校教諭を経て現職。「理科教育学」が専門。担当科目は「理科教育法」、
「児童理科」、「理科実験指導法」など。小学校の生活科、理科、高等学校の生物基礎
を中心に、保育所・幼稚園、中学校においても出前講座を行っています。

一流柔道選手および学生柔道選手を対象とした研究
の紹介　（主に競技力向上に対するアプローチ）

佐藤　武尊

　学生柔道重量級選手における等速性体幹筋力と競技力の関係について／一流柔道選手
における脚伸展パワーと競技力の関係／アネロプレス3500を用いた柔道選手の脚伸展パ
ワー評価−一流柔道選手と学生柔道選手の比較からの検討−／柔道の重量級選手における
体幹筋力と競技力の関係について／一流柔道選手における体幹筋力と競技力の相関／一
流柔道選手における脚伸展パワーと競技力の関係／女子柔道選手の等速性体幹筋力−角速
度変化に伴う筋力発揮特性−／重量級男子柔道選手の体幹筋力－競技力別グループ間の比
較－／柔道男子軽量級選手の体幹筋力−競技力別グループ間の比較−／体重管理における
小学生柔道選手とその保護者の意識及び実態調査／柔道選手の競技力順位付けの客観性
と信頼性−男子重量級選手を評価対象とする場合−／柔道選手の競技力順位付けの客観性
と信頼性−女性指導者が女子選手を評価する場合−／小学生が施す「体落」の釣手動作に
おけるバイオメカニクス的研究／一流柔道選手における脚伸展パワーと競技力の関係

　「武道Ⅰ・Ⅱ（柔道）」や「運動学（運動方法学）」などの授業を担当しています。
また、公益財団法人全日本柔道連盟公認柔道指導者資格A指導員や全日本柔道連盟公認審
判員Aライセンスなどの資格を有し、小学生・中学生・高校生・大学生・社会人を対象と
した柔道の普及発展活動と公益財団法人全日本柔道連盟強化委員会科学研究部競技分析
主任としての学外活動も行っています。

理科の観察・実験 澤　友美

教育学科 皇學館大学講師派遣プログラム
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NO.45

内容

プロフィール

NO.46

内容

プロフィール

　学校教育・幼児教育・保育現場や育児で活用可能な、歌あそび、手あそび、音楽あそ
びを、実際に体を動かしながら学びます。また、ピアノの演奏経験がなくても簡単に取
り組める子どもの歌のピアノ伴奏の方法を、実践しながら学びます。

　国立総合児童センターこどもの城(東京)にて、5年間童謡ステージの弾き歌いやキー
ボード演奏を担当。その後、キングレコードにて、制作ディレクターとして幼児教育教
材を中心に約400タイトルのCDを制作。現、皇學館大学教育学部教育学科准教授。教員や
保育者をめざす学生を対象に、音楽の理論や教育法、ピアノ実技などの授業を行ってい
ます。

①幼児の学びって何？　遊んで学ぼう
②乳幼児の発達と保育

土谷　長子

①「乳幼児は遊びの中で学ぶ」といわれます。遊びの中にどんな学びがあるのでしょう
か？実際に簡単な製作をして遊んでみましょう。学びがみえてくるのでしょうか。

② 保育は人生の最初期に、発達を踏まえた関わりの中で営まれるものです。それぞれの
発達する時期でどのような関わりが必要なのか、保育・育児における保育者（養育者）
の役割についてお話しします。

　「保育内容総論」「保育指導の方法」や保育内容に関わる授業を担当しています。保
育内容と発達について研究しています。また、保育士・ソーシャルワーカーとして、障
がいをもっている子どもたちの学童保育の活動にも関わっています。

教育学科 皇學館大学講師派遣プログラム

子供と楽しむ音楽あそび 高橋　摩衣子
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NO.47

内容

プロフィール

NO.48

内容

プロフィール

社会科におけるエネルギー環境問題 萩原　浩司

　温暖化に伴うと考えられる気象災害の増加や、その対策として進められている脱炭素
社会に向けた取り組みなど、エネルギー環境問題は近年ますます注目されています。最
近はメディアでも「SDGｓ」や「カーボンニュートラル」といった言葉を目にする機会が
増えてきました。脱炭素への取り組みは、従来の「環境保護」や「省エネ」とは質的に
異なります。今まではエネルギー環境問題を自然科学的な視点から考えることが主でし
たが、これからは社会的な視点が必要となります。脱炭素へ向けた社会的合意をいかに
形成していくのか考えることで、エネルギー環境問題を解決するヒントを探りたいと考
えています。

平成16年　皇學館大学文学部教育学科卒業
平成18年　三重大学大学院教育学研究科教科教育専攻修了
平成18年～平成24年　四日市市立桜台小学校勤務
平成24年～令和2年　四日市市立泊山小学校勤務
令和2年～令和6年　皇學館大学教育学部教育学科助教
令和6年～現在　皇學館大学教育学部教育学科准教授
専門は「社会科教育学」。大学では、生活科や社会科に関わる講義を担当しています。

教育学科 皇學館大学講師派遣プログラム

子ども・教育・学校の歴史 野々垣　明子

　かつての大人たちは子どもをどのようにとらえてきたのか。子どもにどのように接し
てきたのか。子どもをめぐる教育はどのように変化し、学校はどのような役割を持って
誕生したのか。こうしたテーマを主に西洋教育史の研究成果に基づきお話します。

「教育学概論」、「教育哲学」など、教育の歴史や思想に関する授業を担当していま
す。
また、アメリカにおける成人教育の歴史を研究しています。
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NO.49

内容

プロフィール

NO.50

内容

プロフィール

①保育士や教師になるためには、社会福祉について理解しておくことが求められます。
そこで社会福祉の理念を、音楽などを用いながら、わかりやすく説明します。

②子どもの頃に戻って、新聞紙を使った保育を実際に体験してください。夢中になって
遊ぶ中で、保育の本質が見えてくることでしょう。

　担当科目は、「児童家庭福祉」「家族援助論」「社会的養護」「保育実習」など。児
童福祉施設や少年院退所（院）者などの就労先を見出す活動（現代のロバート・オウエ
ン賞）や、子どもの貧困対策を考える学習会活動などを行っています。

大学～教育学部での学び 山本　智子

　教育学部では、教師になることを目指して学びを深めていきます。
　本講義では、教師になるということはどういうことであるのか。教師の使命感や魅力
についてお話します。

　特別支援学校教員のあと、幼保・小中高・大学の心理教育相談・発達支援などを行う
心理職を経て現職。大学における教育・研究活動のほか、幼児児童生徒に対する発達的
支援、様々な事情を抱え苦戦状況にある方々の支援等について研鑽しています。だれも
が地域でハッピーに生きることができることを願っています。

①明日はわが身の社会福祉
　―社会福祉って何だろう？―
②ときめき!!　保育士体験
　―新聞紙を使った保育の展開

吉田　明弘

教育学科 皇學館大学講師派遣プログラム
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NO.51

内容

プロフィール

NO.52

内容

プロフィール

未来の大人たちに私たちができること（一般）
君たちの可能性は無限大（中学生～大学生）

岸川　政之

　実際に私自身が取り組んできた多くの地域活性化事例に基づき、地域の在り方を学
びます。また、生徒や学生には、社会での役割を踏まえた自分たちの可能性につい
て、全国の高校生の取り組み事例などを紹介しながら話をします。

昭和32年三重県生まれ。京都産業大学経営学科卒業後、昭和57年多気町入庁。在職中
に高校生レストラン「まごの店」やその先輩が運営する惣菜とお弁当の店（株）相可
フードネット「せんぱいの店」など、コミュニティビジネスの手法を取り入れた地域
おこしに取り組む。
平成27年4月で多気町を退職し、現在は皇學館大学現代日本社会学部教授
　講義：公共政策論、地域再生論、社会臨床実習、社会情報実習ほか

昭和41年生まれ。
龍谷大学社会学研究科社会福祉学専攻
博士後期課程満期退学　（博士）社会福祉学
専門分野：社会福祉学　社会福祉法制度論

現代日本社会学科 皇學館大学講師派遣プログラム

わが国の社会問題と社会福祉 鵜沼　憲晴

　格差社会、子どもの貧困、孤立死、虐待など、わが国で深刻化している社会問題を
明らかにしていきます。そして、それら社会問題への具体的対応例を提示しながら、
社会福祉専門職（社会福祉士）の紹介をしていきます。
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NO.53

内容

プロフィール

NO.54

内容

プロフィール

　私たちの社会は今、情報に満ちあふれています。私たちは情報をいかに受け止め
て、いかに操って社会生活を営んでいるのでしょうか。社会生活を情報の流れから考
えてみようというのが、社会情報の考え方です。 ドラマや映画を題材にして、社会
情報とは何かを解説します。

昭和37年大阪府生まれ。
京都大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程満期退学（文学修士）
専門分野：社会調査法、地域社会学、社会情報学

児童虐待の現状と課題 関根　薫

　テレビのニュースや新聞を通じて毎日のように児童虐待の問題が取り上げられてい
ます。今回の授業では、児童虐待問題の現状を統計的に把握するとともに、児童虐待
防止法の内容と問題点を明らかにします。またこの問題が増加している背景について
個人的および社会的要因の両面から考察したいと思います。

昭和47年大阪生まれ。
龍谷大学大学院社会学研究科博士後期課程満期退学　修士（社会学）
専門分野：家族社会学、老年社会学

映画の中の社会情報 筒井　琢磨

現代日本社会学科 皇學館大学講師派遣プログラム
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NO.55

内容

プロフィール

NO.56

内容

プロフィール

社会福祉について学んでみよう 中野　一茂

　知っているようで知らない社会福祉の法律や制度、実は日常生活に生かすことがで
きる法律や制度はたくさんあります。それらの利用方法を分かりやすく解説します。
　せっかくですから、どんどん利用して自分の生活向上に役立てましょう。

社会福祉学修士
元介護老人福祉施設職員
介護福祉士

選挙の意義としくみ 富永　健

　選挙は、民主主義の根幹をなすもので、また国民主権の具体的手段ともいわれてい
ます。ところが、近年の各種選挙を見てみると、投票率の低下が目立ちます。特に若
者層（20代前半と10代）が低いといわれています。
　そうした現状を踏まえて、選挙の意義や機能、選挙の仕組み（制度）を解説しつ
つ、いまいちど選挙の大切さについて考えてみたいと思います。

昭和34年京都市生まれ。
京都産業大学大学院法学研究科博士後期課程満期退学
皇學館大学文学部講師、助教授、教授を経て現職
専門分野：憲法学、地方自治

現代日本社会学科 皇學館大学講師派遣プログラム
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NO.57

内容

プロフィール

NO.58

内容

プロフィール

音楽から日本と世界をみる 瓜田　理子

　皆さんにとって音楽とは何でしょうか。音楽を聴いて、心が疲れた時に励まされた
り、スポーツのパフォーマンスが向上したり、忙しい日々にリラックスできたりする
人も多いでしょう。音楽は多くの若者にとって日常生活の一部です。一方で、音楽を
研究する学問があるのを知っていますか。世界の様々な社会や文化、人間の営みを音
楽の視点から考える「民族音楽学」です。担当教員が民族音楽学者として長年研究し
てきた、北インド古典音楽や、日本の宮中・神社仏閣で演奏される雅楽を事例に取り
上げて、一緒に民族の心を探検する音の旅へと出かけませんか。

北九州市出身
上智大学社会学科卒（学士）
インドにて古典音楽（弦楽器シタール）をインドの人間国宝級の音楽家に師事。
米国シアトル市ワシントン大学大学院(University of Washington, Seattle)にて民
族音楽学の博士号を取得（PhD）
専門：民族音楽学、異文化理解、日本文化の英語発信

日本の伝統工芸の魅力 岩崎　正彌

　我が国には古来より今日まで、風土に育まれた素材をよく生かし、心のこもった手
仕事による、精緻な技術と、繊細な美意識に支えられた、世界に誇るべき、優れた伝
統工芸がたくさんあります。それらは、初めは神具・仏具として、やがて貴人の装束
や調度として、また祭礼や芸道・慶事の道具として、私達の文化を彩ってまいりまし
た。
　陶磁・染織・漆芸などの代表的な工芸の鑑賞のポイントなどを、資料と動画や画像
を使って楽しく伝授しつつ、伝統工芸に込められた日本文化の「心と技」の真意につ
いてお話をさせていただきたく存じます。
　皆様には、日本の伝統文化の真の理解者となって、その美しい未来の創造に貢献し
ていただければと、心より祈念いたしております。

昭和34年東京生まれ。
早稲田大学理工学部建築学科（学士）、同・大学院（修士）終了。
（株）内井昭蔵建築設計事務所、（財）平安建都1200年記念協会常任参与、
（学）池坊短期大学助教授を経て、現職。
令和3年9月より翌8月まで、ロンドン大学・東洋アフリカ学院(SOAS)・日本研究所
(JRC)の客員研究員、および、オックスフォード大学・継続教育学部・美術史コース
の学生。
担当授業：「伝統建築」「伝統工芸」「伝統芸能」「日本礼法論」等。
建築家（一級建築士）。博物館学芸員資格。茶の湯文化学会理事。

現代日本社会学科 皇學館大学講師派遣プログラム
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NO.59

内容

プロフィール

NO.60

内容

プロフィール

　普段の会話でこんなことありませんか・・・友達や家族に一生懸命あなたが話をし
ているのに、相手が適当に聞き流しているみたい・・・反対に、友達や家族に不安や
悩み事の話を聞いてもらってすっきりしたこと。
　聞き方によって相手は安心したり、不安になったり、いろいろな感情を持ちます。
この授業では社会福祉の相談援助職が用いる傾聴の技術から聞き上手になる「こつ」
を伝えたいと思います。

大阪市立大学大学院生活科学研究科後期博士課程単位取得満期退学
伊賀圏域障がい福祉連絡協議会地域移行部会委員・社会福祉士

ふるさと福祉の過去＆ミライ
ー懐かしくて新しい住民同士のステキな関係ー

大井　智香子

　お祭りや婚礼、葬儀など 人生や地域社会の節目行事を先人方は近隣の力を合わせ
て執り行なっていました。 日々の労働、突如起きる自然災害、さまざまな困難に対
しても、それぞれの風土に即したさまざまな方法で人々は支えあって立ち向かってき
ました。
　現代、私たちを取り巻く生活課題を打開する糸口も、先人方が積み重ね紡いできた
生活文化のなかにこそあるのかもしれません。先人の知恵に学び、そこに「超える」
「巡る」という要素を加えることで見えてくる未来志向のつながりかたをご一緒に考
えてみませんか？

日本福祉大学大学院社会福祉学専攻博士課程満期退学。岐阜県社会福祉協議会で岐阜
県福祉人材センター、岐阜県ボランティアセンター、地域福祉部（福祉活動指導員）
などで実務に従事。その後リカレントで母校の大学院に進学、中部学院大学短期大学
部講師、准教授を経て現職。
社会福祉士、準認定ファンドレイザー。

これであなたも聞き上手！
　社会福祉の相談援助職が用いる傾聴の技術

榎本　悠孝

現代日本社会学科 皇學館大学講師派遣プログラム
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NO.61

内容

プロフィール

NO.62

内容

プロフィール

　我が国は世界第３位の経済大国として、また先進民主主義国の集まりであるＧ７の
一員として、世界の将来に対して大きな責任を負っています。
一方で世界の中では、中国やロシアで権威主義体制が強化されて、人権や宗教の自由
が脅かされており、民主主義や法の支配を擁護する立場にある日本の役割は、ますま
す重要になっています。
　エネルギーや食料を輸入に頼っている日本にとって、世界の動きは決して他人事で
はありません。世界の「いま」を知り尽くした講師が、明日の日本を担う高校生に語
ります。

昭和58(1983)年7月7日生。
幼少期を豪州で過ごす。灘高校、東大法学部卒。国家公務員試験I種(法律職)に合格
して平成20年に外務省に入省。日中韓首脳会議等に参画し、大使館外交官補として北
京大学、ロンドン大学に留学。退官後に衆議院議員を1期。
日本ユネスコ国内委員会委員、台湾大学訪問学者等を経て現職。
現在ほかに中曽根平和研究所客員研究員、日本戦略研究フォーラム上席研究員等を務
める。
専門は国際政治。母校(帝塚山学院小、灘校、東大法)での講義経験あり。

社会調査のウソ、ホント 藤井　恭子

　世の中に社会調査があふれています。そのなかには社会調査ともいえないようなも
のも混在しています。どのような点に注意すれば社会調査の真意を読み取ることがで
きるか、あるいはどのようにすれば有効な社会調査をすることができるかなど、社会
調査の基礎を簡単にお話したいと思います。

山口県生まれ。
奈良女子大学大学院博士後期課程単位取得退学（学術博士）
専門分野：社会調査法、教育社会学、地域社会学

現代日本社会学科 皇學館大学講師派遣プログラム

世界の中の日本
―大国としての覚悟と未来への責任―

村上　政俊



FAX

郵送

《第１希望》 令和　　　　年　　　　月　　　　日（　　　曜日）　　　　　

《第２希望》 令和　　　　年　　　　月　　　　日（　　　曜日）　　　　　

《第１希望》　　　　　　 講師名：　　　　　　　　　　　 学科　　　　　　　　　　　　　　

《第２希望》 講師名：　　　　　　　　　　　 学科　　　　　　　　　　　　　　

《第１希望》

《第２希望》

※講義実施予定日の１ヵ月前までに、お申込（FAX、郵送又はEmail）ください。
本学連絡先　　　皇學館大学　学生支援部　入試担当 電話番号　　　0596-22-6316

〒516-8555 FAX番号 　　　0596-22-6378
所在地　三重県伊勢市神田久志本町1704 E-mail         nyusi@kogakkan-u.ac.jp

FAX番号

そ の 他
（ ご 要 望 等 ）

講義実施時間： ：　　　　～　　　　：：

講 義 テ ー マ の 希 望

対 象 学 年 ・ 対 象 人 数

当 日 の 日 程

【対象学年】

集合時間：

電話番号

E-mail

年《文系・理系・類型なし》　 【対象人数】 名

ご依頼内容について

希 望 日

希 望 講 師 名

ご 連 絡 先

ご担当部署・ご担当者

令和　　　　　年　　　　月　　　　日

皇學館大学講師派遣プログラム

講義実施申込書

次の通り、皇學館大学教員の派遣を依頼します。

貴 校 名

依頼方法

出張講義用



FAX

郵送

《第１希望》 令和　　　　年　　　　月　　　　日（　　　曜日）　　　　　

《第２希望》 令和　　　　年　　　　月　　　　日（　　　曜日）　　　　　

□ □文学部　

□　　　　　教育学部 □現代日本社会学部 ※複数選択可

※講義実施予定日の１ヵ月前までに、お申込（FAX、郵送又はEmail）ください。
本学連絡先　　　皇學館大学　学生支援部　入試担当 電話番号　　　0596-22-6316

〒516-8555 FAX番号 　　　0596-22-6378
所在地　三重県伊勢市神田久志本町1704 E-mail         nyusi@kogakkan-u.ac.jp

そ の 他
（ ご 要 望 等 ）

大学説明・全般 （神道　国文　国史　コミュニケーション）

集合時間： ： 講義実施時間： ：　　　　～　　　　：

説明希望内容

名対 象 学 年 ・ 対 象 人 数 【対象学年】 　 年《文系・理系・類型なし》 【対象人数】

ご依頼内容について

希 望 日

当 日 の 日 程

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

ご担当部署・ご担当者

ご 連 絡 先

電話番号

FAX番号

E-mail

貴 校 名

依頼方法 令和　　　　　年　　　　月　　　　日

皇學館大学講師派遣プログラム

入試説明会・学部学科説明実施申込書

次の通り、皇學館大学教職員の派遣を依頼します。

学部学科等
説明用



【問い合わせ先】 

 学生支援部教務担当 

TEL：0596-22-6315（直通） 

FAX：0596-27-1704 

メ-ル：kyomu@kogakkan-u.ac.jp 

 

 
高校生の間に大学の講義を、見学してみませんか？ 

公開授業のご案内 

※申込多数の場合や授業のプログラム、進行状況によっては、聴講いただけない場合もあります。 

※原則、１回の授業につき見学受入れ人数の上限は１５名とし、同じ授業の見学は２回までとします。  

公開している授業、申込用紙
等についてはこちらをご確認
下さい。 

申込方法 

皇學館大学では、高校生、保護者等を対象とした公開授業制度を設 

けています。将来の自分探し、進路選択または、入学試験合格後の、

入学前準備における利用も可能です。是非お申込みください。 

 
(１)授業見学希望日の１週間前(必着)までに、FAX、E-mail、または郵送にて申込用紙 

を記入の上、学生支援部教務担当まで申し込みください。(申込書はダウンロード可能)  
 
(２)申し込み受付後、申込用紙に記載されている宛先に、授業見学の詳細を連絡します。 



大和

大和
八木

橿原神宮前

大阪難波

天王寺・
大阪阿部野橋

近鉄等

皇學館大学
学生支援部 入試担当

H28・12月
第２版

皇學館大学
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