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人は誰でも、他者との関わりの中で生きています。

相手を深く理解し、また自分も同じように理解してほしいと思うー。

そんな人間本来が持つ、自然な思いやりや気づかいを身につけるため、

まず自分自身を深く見つめ、自分を知り、自分を明らかにする。

それが中部学院の学びの原点です。

私たちは、学生一人ひとりの“かよいあうこころ”を育てることで、

すべての人が共に支え合い、自分らしく、人間らしく生きていける

社会の実現を目指しています。

多くの人と学びの歓びを共有し、よりよい明日の社会を創る。

医療・健康・教育・福祉・経営を通し、いま社会から

一番求められる人材育成を追求する、中部学院です。
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I N D E X

■学びの領域「医療」

I N D E X

■学びの領域「健康」

■学びの領域「教育」

■学びの領域「福祉」

■学びの領域「経営」

さまざまなスペシャリストが活躍する医療の世界。最近では各スタッフが連携して患者さんやその家族を多角的に
ケアする“チーム医療”が提唱されています。医師をはじめ、理学療法士や看護師、保健師などめざす職業に合わせて、
それぞれの立場から“チーム医療”に必要な専門性や人間性について理解することができます。
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乳幼児から高齢者まで、すべての人の健康づくりや健康維持をサポートするために必要な学問です。栄養や福祉・
介護などの分野と連携することで、病気の予防やリハビリテーションに役立つ知識やスキルも追求できます。年々
ニーズが高まってきている分野で、活躍の場は学校や企業、行政、医療機関などに広がります。

一言で“教育”と言っても学校教育や家庭教育、生涯教育などその種類はさまざま。それらの理論や指導法を心理学や
社会学などあらゆる観点から研究します。講義や教育実習を通し、人間が成長していく上で必要なプロセスや解決
すべき問題などについて学習。将来的には小学校や幼稚園を中心に多方面での活躍が期待されます。

子どもや高齢者、障がいのある人、その家族や地域の人などの“暮らし”を支え、幸せな社会の実現をめざすための学
問です。高齢化が急速に進む日本では、生活だけでなく健康支援をテーマにした福祉も追求。すべての人が健康で
充実した生活を送るために必要な社会環境やシステム、地域づくりについて考えます。

組織の合理的な運営や経営についての理論や方法論を研究する学問です。企業はもちろん、最近では地域づくりや
スポーツマネジメントなどの分野でも必要とされています。将来的には一般企業をはじめ、スポーツ関連の組織・
団体での活躍や、税理士や公認会計士といった職種での活躍が期待されます。
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学部・学科別検索
学長・副学長
科学技術の過去と未来 江 馬　　 諭 8

生と死を考える 片 桐　 史 恵 8

英語好きへの第一歩 片桐多恵子 8

人間福祉学部　人間福祉学科　
町内会と福祉の関係 飯 尾　 良 英 10

社会福祉の仕事の内容と役割 柴 田　 純 一 10

もしものときに備えるしくみ
自助・互助・共助・公助 大 藪　 元 康 10

表現療法（芸術療法）に触れてみよう 高 木　 総 平 10

HumanWell-being=SDGs ×
グリーンソーシャルワーク 宮 嶋　　 淳 11

身近な地域のなかで
社会福祉を支える人々 佐 甲　　 学 11

子ども家庭福祉（子ども虐待、不登校等）の
世界にようこそ 藤 岡　 孝 志 11

障害をもつ人たちのくらしと働き方について考える 福 地　 潮 人 11

「子どもの福祉」の仕事はおもしろい 平 野　 華 織 12

あなたにもできる！認知症のお年寄りの支援！ 森 田　 直 子 12

高齢者の暮らしと住まい
－日本とスウェーデンの比較－ 早 川　 潤 一 12

精神疾患および精神障がい者の理解について 加 藤　 大 輔 12

老化が関連する病気と介護 名 倉　 弘 美 13

「インクルーシブアート」で “私 ” をひらく 水 野　 友 有 13

障がい者支援における社会運動と共生 打 保　 由 佳 13

発達障害の基礎知識（主に成人期における）、
発達障害と就労について 竹 村　 忠 憲 13

障がいのある人たちがふつうに生きるとは 兼 松　 博 之 14

医療ソーシャルワーカーの仕事 手 島　 浩 司 14

精神疾患や精神障がいのある方への
周囲の理解と関わり方 渡 辺　 明 夏 14

これからの社会の介護の世界を知ろう ! 小 山　 晶 子 14

教育学部　子ども教育学科
令和の時代に求められる学力 小 林　 直 樹 16

未来を生き抜く力は幼児期にこそ育まれる 西 垣　 吉 之 16

ふるさとに学ぶ
－障害があってもいっしょの活動を通して－ 服 部　 吉 彦 16

障害があってもいっしょだよ
ASD、ADHDのあるわたしの毎日 別 府　 悦 子 16

言葉を学ぶおもしろさ・むずかしさ 山 田　 丈 美 17

言語の論理と慣用について
－外国語学習はなぜ難しいか－ 下 内　　 充 17

教育活動に生かすシニアの力 森　　　 透 17

公認心理師の仕事 宮 本　 正 一 17

歌の声って何？ 平 田　　 誠 18

小中学校の先生の仕事は感動がいっぱい 立 川　 健 之 18

今が家庭生活を見直すチャンス 河 井　 洋 子 18

小学校英語の楽しさを体験しよう 新 井　 謙 司 18

絵で診る自分の「心」 益 川　 優 子 19

ヒトの子どもの発達を調べる 林　 美 里 19

色いろいろ－描画材の特性－ 八 桁　　 健 19

フィリピンという国 加藤コラゾン 19

身近な環境に目を向けよう 梅 田　 裕 介 20

虐待から子どもと “家族 ” を
守るためにできることとは？ 川 上　 知 幸 20

看護リハビリテーション学部　理学療法学科
人はなぜ太る？－「ダイエットの科学」－ 大 森　 正 英 22

脳って不思議がいっぱい 千 鳥　 司 浩 22

脳の世界 三 上　 章 允 22

福祉機器と支援技術
（体表解剖学（自己触Technology） 井 村　　 保 22

体表解剖学（自己触診術）を経験しよう 浅 野　 昭 裕 23

ハンディキャップを持つ子どもの運動発達支援 濱 岸　 利 夫 23

ころばぬ先の杖／腰痛予防 大 嶽　 昇 弘 23

障害予防のためのセルフストレッチング
「肩こり・腰痛を軽くしよう！」 鵜 飼　 建 志 23

筋肉の仕組みと役割～健康の秘訣は筋肉にある～ 三川浩太郎 24

「日本人」ってどんな人？
戦没者遺骨収集で日本人を探す 清 水　 大 輔 24

尿失禁予防のための運動 笠野由布子 24

肺と心臓の病気に打ち勝つ日常生活からの健康づくり 西 中 川　 剛 24

転ばない身体づくり 菅 沼　 惇 一 25

息苦しさを減らして生活するには 大 竹　 康 平 25

看護リハビリテーション学部　看護学科
“病い ”ってな～に？ 足 立　 久 子 26

子どもの安全と健康を守る 今 井　 七 重 26
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木 下　 幸 子 26

家族看護って何だろう？ 内 藤　 恭 子 26

「知っておこう、こころの病気」 木 村　 恵 子 27

女性の健康を守る 尾 藤　 泰 子 27

“ フローレンス・ナイチンゲール ”って凄い人！ 小玉ひとみ 27

健康をまもる仕事の大切さ 植 松　 勝 子 27

自分自身と家族で守る健康 宮 田　 延 子 28

疾病の発生要因と予防対策を探求する 田 中　 耕 28
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看護における人間関係とコミュニケーション 竹下美惠子 28

子どもの病気と事故 留 田　 由 美 28

認知症ってどんな病気？ 平 澤　 園 子 29

「お産」に関わる看護職の役割 篠 田　 利 佳 29

若い時から取り組む生活習慣 髙 田　 真 澄 29

看護師が実践するフィジカルアセスメント 林　 久 美 子 29

手術後の患者さんの離床 柴　　 裕 子 30

看護ってどんな仕事？ 宮部美香子 30

“ 難病 ” ってどんな病気？ 堀田みゆき 30

「感謝」の溢れた場とは 野 田　 明 敬 30

精神・発達障害の正しい理解 木 挽　 秀 夫 31

血圧のなるほど 岡 本　 千 尋 31

言葉に表れないメッセージをキャッチしよう 佐野亜由美 31

老いるということ 山口奈都世 31

スポーツ健康科学部　スポーツ健康科学科
スポーツ選手の心理支援 鈴 木　　 壯 34

誰にでもできるプログラミング 中 川　 雅 人 34

協働の大切さが解る経営学 安 藤　 信 雄 34

暮らしの中に運動を !! 水野かゞみ 34

運動による身体の変化を楽しむ 有 川　　 一 35

日常生活から考える憲法 浅 田　 訓 永 35

パラスポーツを楽しもう！ 後 藤　 健 太 35

武道から学ぶ「自然体」 坂 本　 太 一 35

運動・スポーツを通した関わり合い
「みんな」のための体育授業 東海林沙貴 36

生涯スポーツ社会の実現に向けたスポーツの関わり方 川 西　　 司 36

トップアスリートの科学的サポート 瀧 川　 寛 子 36

大学・短期大学部　特任教員
新聞ジャーナリズムとマスコミの役割 碓 井　　 洋 38

夢の解像度を高めよう 野 方　　 円 38

短期大学部　幼児教育学科
音楽あそびの知恵袋 杉 山　 祐 子 40

日本社会福祉の精神的源流を辿る 八木橋康広 40

健康と栄養管理
～食べ物からできているカラダ～ 菊 池　 啓 子 40

“ おと ” でコミュニケーション 岡 田　 泰 子 40

知的障がい児者の行動上の問題に
ついて考えませんか？ 村 田　 泰 弘 41

これから親になる皆さんへ 西 垣　 直 子 41

子どもと共に 倉 畑　　 萌 41

子どもの「心」と「身体」を育む
運動遊び ! 小 椋　 優 作 41

インクルーシブ保育 遠 座　 未 菜 42

短期大学部　社会福祉学科
一緒に考えよう、これからの「介護」 吉 川　 杉 生 44

セラピーの世界 横山さつき 44

介護技術のコツ
～無意識な動作を意識してみよう～ 高 野　 晃 伸 44

印象を決める身体の使い方、
姿勢と呼吸で人にアピールするには 橋　　 逸 郎 44

高齢者の支援と人権 後 藤　 裕 子 45

うれしい・たのしい・ふくしのお仕事
～だれかの笑顔が私の元気～ 海 老　 諭 香 45

コミュニケーションをはかるってどういうこと？ 桝井彩喜恵 45

みんなで協力して危機を乗り越えよう 吉 藤　　 郁 45

元気で楽しい老後を目指す 東 倉　 一 代 46

大学事務局
今を生きる私たちにできること～見すえて想像して～ 杉 原　 茂 男 48

生徒による「ルールメイキング」 鈴 木　　 健 48

これからの時代に求められる力とは 西 垣　 幸 司 48

みんなで考える未来の地球 片 岡　 基 靖 48

比較文化と多文化共生 井 藤　 勝 夫 49

スポーツ指導者に求められるもの 細 井　 恒 樹 49

対象者に合わせたレク・ワーク体験 高 柳　 竜 一 49

亜熱帯化する学校現場で、運動中の事故を防ぐために 小 牧　 憲 充 49
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領域別検索
学びの領域　医療　
生と死を考える 片 桐　 史 恵 8

医療ソーシャルワーカーの仕事 手 島　 浩 司 14

精神疾患や精神障がいのある方への周囲の理解と関わり方 渡 辺　 明 夏 14

人はなぜ太る？－「ダイエットの科学」－ 大 森　 正 英 22

脳って不思議がいっぱい 千 鳥　 司 浩 22

脳の世界 三 上　 章 允 22

福祉機器と支援技術
（体表解剖学（自己触Technology） 井 村　　 保 22

体表解剖学（自己触診術）を経験しよう 浅 野　 昭 裕 23

ハンディキャップを持つ子どもの運動発達支援 濱 岸　 利 夫 23

ころばぬ先の杖／腰痛予防 大 嶽　 昇 弘 23

障害予防のためのセルフストレッチング
「肩こり・腰痛を軽くしよう！」 鵜 飼　 建 志 23

筋肉の仕組みと役割
～健康の秘訣は筋肉にある～ 三 川 浩 太 郎 24

尿失禁予防のための運動 笠 野 由 布 子 24

肺と心臓の病気に打ち勝つ　
日常生活からの健康づくり 西 中 川　 剛 24

転ばない身体づくり 菅 沼　 惇 一 25

息苦しさを減らして生活するには 大 竹　 康 平 25

“ 病い ” ってな～に？ 足 立　 久 子 26

子どもの安全と健康を守る 今 井　 七 重 26
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木 下　 幸 子 26

“ フローレンス・ナイチンゲール ”って凄い人！ 小 玉 ひ と み 27

疾病の発生要因と予防対策を探求する 田 中 　 耕 28

看護における人間関係とコミュニケーション 竹 下 美 惠 子 28

認知症ってどんな病気？ 平 澤　 園 子 29

「お産」に関わる看護職の役割 篠 田　 利 佳 29

看護師が実践するフィジカルアセスメント 林　 久 美 子 29

手術後の患者さんの離床 柴　　 裕 子 30

看護ってどんな仕事？ 宮 部 美 香 子 30

“ 難病 ” ってどんな病気？ 堀 田 み ゆ き 30

「感謝」の溢れた場とは 野 田　 明 敬 30

精神・発達障害の正しい理解 木 挽　 秀 夫 31

血圧のなるほど 岡 本　 千 尋 31

言葉に表れないメッセージをキャッチしよう 佐 野 亜 由 美 31

老いるということ 山 口 奈 都 世 31

パラスポーツを楽しもう！ 後 藤　 健 太 35

学びの領域　健康　
HumanWell-being=SDGs ×
グリーンソーシャルワーク 宮 嶋　　 淳 11

高齢者の暮らしと住まい
－日本とスウェーデンの比較－ 早 川　 潤 一 12

精神疾患および精神障がい者の理解について 加 藤　 大 輔 12

老化が関連する病気と介護 名 倉　 弘 美 13

人はなぜ太る？
－「ダイエットの科学」－ 大 森　 正 英 22

脳って不思議がいっぱい 千 鳥　 司 浩 22

脳の世界 三 上　 章 允 22

福祉機器と支援技術
（体表解剖学（自己触Technology） 井 村　　 保 22

体表解剖学（自己触診術）を経験しよう 浅 野　 昭 裕 23

障害予防のためのセルフストレッチング
「肩こり・腰痛を軽くしよう！」 鵜 飼　 建 志 23

筋肉の仕組みと役割～健康の秘訣は筋肉にある～ 三 川 浩 太 郎 24

尿失禁予防のための運動 笠 野 由 布 子 24

肺と心臓の病気に打ち勝つ日常生活からの健康づくり 西 中 川　 剛 24

転ばない身体づくり 菅 沼　 惇 一 25

息苦しさを減らして生活するには 大 竹　 康 平 25
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看護ってどんな仕事？ 宮 部 美 香 子 30
言葉に表れないメッセージをキャッチしよう 佐 野 亜 由 美 31
老いるということ 山 口 奈 都 世 31
スポーツ選手の心理支援 鈴 木 　 　 壯 34
武道から学ぶ「自然体」 坂 本 　 太 一 35
日本社会福祉の精神的源流を辿る 八 木 橋 康 広 40
子どもと共に 倉 畑 　 　 萌 41
インクルーシブ保育 遠 座 　 未 菜 42
セラピーの世界 横 山 さ つ き 44

ことば　
英語好きへの第一歩 片 桐 多 恵 子 8
言葉を学ぶおもしろさ・むずかしさ 山 田 　 丈 美 17
言語の論理と慣用について－外国語学習はなぜ難しいか－ 下 内 　 　 充 17
小学校英語の楽しさを体験しよう 新 井 　 謙 司 18
フィリピンという国 加藤コラゾン 19
看護における人間関係とコミュニケーション 竹 下 美 惠 子 28
精神・発達障害の正しい理解 木 挽 　 秀 夫 31
みんなで協力して危機を乗り越えよう 吉 藤 　 　 郁 45
比較文化と多文化共生 井 藤 　 勝 夫 49

子ども　
HumanWell-being=SDGs ×グリーンソーシャルワーク 宮 嶋 　 　 淳 11
子ども家庭福祉（子ども虐待、不登校等）の世界にようこそ 藤 岡 　 孝 志 11
「子どもの福祉」の仕事はおもしろい 平 野 　 華 織 12
令和の時代に求められる学力 小 林 　 直 樹 16
未来を生き抜く力は幼児期にこそ育まれる 西 垣 　 吉 之 16
障害があってもいっしょだよASD、ADHDのあるわたしの毎日 別 府 　 悦 子 16
言葉を学ぶおもしろさ・むずかしさ 山 田 　 丈 美 17
教育活動に生かすシニアの力 森 　 　 　 透 17
公認心理師の仕事 宮 本 　 正 一 17
小中学校の先生の仕事は感動がいっぱい 立 川 　 健 之 18
今が家庭生活を見直すチャンス 河 井 　 洋 子 18
小学校英語の楽しさを体験しよう 新 井 　 謙 司 18
ヒトの子どもの発達を調べる 林 　 　 美 里 19
色いろいろ－描画材の特性－ 八 桁 　 　 健 19
身近な環境に目を向けよう 梅 田 　 裕 介 20
虐待から子どもと “家族 ” を守るためにできることとは？ 川 上 　 知 幸 20
ハンディキャップを持つ子どもの運動発達支援 濱 岸 　 利 夫 23
子どもの安全と健康を守る 今 井 　 七 重 26
健康をまもる仕事の大切さ 植 松 　 勝 子 27
子どもの病気と事故 留 田 　 由 美 28
「お産」に関わる看護職の役割 篠 田 　 利 佳 29
運動・スポーツを通した関わり合い「みんな」のための体育授業 東 海 林 沙 貴 36
音楽あそびの知恵袋 杉 山 　 祐 子 40
“ おと ” でコミュニケーション 岡 田 　 泰 子 40
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これから親になる皆さんへ 西 垣 　 直 子 41
子どもと共に 倉 畑 　 　 萌 41
子どもの「心」と「身体」を育む運動遊び ! 小 椋 　 優 作 41
インクルーシブ保育 遠 座 　 未 菜 42

社会問題　
町内会と福祉の関係 飯 尾 　 良 英 10
社会福祉の仕事の内容と役割 柴 田 　 純 一 10
もしものときに備えるしくみ自助・互助・共助・公助 大 藪 　 元 康 10
身近な地域のなかで社会福祉を支える人々 佐 甲 　 　 学 11
障害をもつ人たちのくらしと働き方について考える 福 地 　 潮 人 11
あなたにもできる！認知症のお年寄りの支援！ 森 田 　 直 子 12
障がい者支援における社会運動と共生 打 保 　 由 佳 13
発達障害の基礎知識（主に成人期における）、発達障害と就労について 竹 村 　 忠 憲 13
障がいのある人たちがふつうに生きるとは 兼 松 　 博 之 14
医療ソーシャルワーカーの仕事 手 島 　 浩 司 14
これからの社会の介護の世界を知ろう ! 小 山 　 晶 子 14
障害があってもいっしょだよASD、ADHDのあるわたしの毎日 別 府 　 悦 子 16
虐待から子どもと “家族 ” を守るためにできることとは？ 川 上 　 知 幸 20
福祉機器と支援技術（体表解剖学（自己触Technology） 井 村 　 　 保 22
「日本人」ってどんな人？戦没者遺骨収集で日本人を探す 清 水 　 大 輔 24
「感謝」の溢れた場とは 野 田 　 明 敬 30
協働の大切さが解る経営学 安 藤 　 信 雄 34
日常生活から考える憲法 浅 田 　 訓 永 35
新聞ジャーナリズムとマスコミの役割 碓 井 　 　 洋 38
日本社会福祉の精神的源流を辿る 八 木 橋 康 広 40
一緒に考えよう、これからの「介護」 吉 川 　 杉 生 44
高齢者の支援と人権 後 藤 　 裕 子 45
元気で楽しい老後を目指す 東 倉 　 一 代 46
生徒による「ルールメイキング」 鈴 木 　 　 健 48
これからの時代に求められる力とは 西 垣 　 幸 司 48
みんなで考える未来の地球 片 岡 　 基 靖 48
亜熱帯化する学校現場で、運動中の事故を防ぐために 小 牧 　 憲 充 49

スポーツ　
障害予防のためのセルフストレッチング「肩こり・腰痛を軽くしよう！」 鵜 飼 　 建 志 23
スポーツ選手の心理支援 鈴 木 　 　 壯 34
暮らしの中に運動を !! 水 野 か ゞ み 34
運動による身体の変化を楽しむ 有 川 　 　 一 35
パラスポーツを楽しもう！ 後 藤 　 健 太 35
運動・スポーツを通した関わり合い「みんな」のための体育授業 東 海 林 沙 貴 36
生涯スポーツ社会の実現に向けたスポーツの関わり方 川 西 　 　 司 36
トップアスリートの科学的サポート 瀧 川 　 寛 子 36
これからの時代に求められる力とは 西 垣 　 幸 司 48
スポーツ指導者に求められるもの 細 井 　 恒 樹 49
対象者に合わせたレク・ワーク体験 高 柳 　 竜 一 49
亜熱帯化する学校現場で、運動中の事故を防ぐために 小 牧 　 憲 充 49

生活　
町内会と福祉の関係 飯 尾 　 良 英 10
社会福祉の仕事の内容と役割 柴 田 　 純 一 10
もしものときに備えるしくみ自助・互助・共助・公助 大 藪 　 元 康 10
身近な地域のなかで社会福祉を支える人々 佐 甲 　 　 学 11
「子どもの福祉」の仕事はおもしろい 平 野 　 華 織 12
高齢者の暮らしと住まい－日本とスウェーデンの比較－ 早 川 　 潤 一 12
精神疾患および精神障がい者の理解について 加 藤 　 大 輔 12
老化が関連する病気と介護 名 倉 　 弘 美 13
発達障害の基礎知識（主に成人期における）、発達障害と就労について 竹 村 　 忠 憲 13
医療ソーシャルワーカーの仕事 手 島 　 浩 司 14
今が家庭生活を見直すチャンス 河 井 　 洋 子 18
人はなぜ太る？－「ダイエットの科学」－ 大 森 　 正 英 22
福祉機器と支援技術（体表解剖学（自己触Technology） 井 村 　 　 保 22
ハンディキャップを持つ子どもの運動発達支援 濱 岸 　 利 夫 23
尿失禁予防のための運動 笠 野 由 布 子 24
肺と心臓の病気に打ち勝つ　日常生活からの健康づくり 西 中 川 　 剛 24
転ばない身体づくり 菅 沼 　 惇 一 25
息苦しさを減らして生活するには 大 竹 　 康 平 25
“ 病い ” ってな～に？ 足 立 　 久 子 26
排
はい
泄
せつ
は大
たい
切
せつ

木 下 　 幸 子 26
家族看護って何だろう？ 内 藤 　 恭 子 26
「知っておこう、こころの病気」 木 村 　 恵 子 27
自分自身と家族で守る健康 宮 田 　 延 子 28
疾病の発生要因と予防対策を探求する 田 中 　 　 耕 28
認知症ってどんな病気？ 平 澤 　 園 子 29
若い時から取り組む生活習慣 髙 田 　 真 澄 29
老いるということ 山 口 奈 都 世 31
音楽あそびの知恵袋 杉 山 　 祐 子 40
健康と栄養管理　～食べ物からできているカラダ～ 菊 池 　 啓 子 40
これから親になる皆さんへ 西 垣 　 直 子 41
一緒に考えよう、これからの「介護」 吉 川 　 杉 生 44
介護技術のコツ～無意識な動作を意識してみよう～ 高 野 　 晃 伸 44
高齢者の支援と人権 後 藤 　 裕 子 45
みんなで考える未来の地球 片 岡 　 基 靖 48
比較文化と多文化共生 井 藤 　 勝 夫 49

地域社会　
町内会と福祉の関係 飯 尾 　 良 英 10
もしものときに備えるしくみ自助・互助・共助・公助 大 藪 　 元 康 10
HumanWell-being=SDGs ×グリーンソーシャルワーク 宮 嶋 　 　 淳 11
身近な地域のなかで社会福祉を支える人々 佐 甲 　 　 学 11
高齢者の暮らしと住まい－日本とスウェーデンの比較－ 早 川 　 潤 一 12
障がい者支援における社会運動と共生 打 保 　 由 佳 13
障がいのある人たちがふつうに生きるとは 兼 松 　 博 之 14
医療ソーシャルワーカーの仕事 手 島 　 浩 司 14
ふるさとに学ぶ－障害があってもいっしょの活動を通して－ 服 部 　 吉 彦 16
障害があってもいっしょだよASD、ADHDのあるわたしの毎日 別 府 　 悦 子 16
教育活動に生かすシニアの力 森 　 　 　 透 17
子どもの安全と健康を守る 今 井 　 七 重 26
健康をまもる仕事の大切さ 植 松 　 勝 子 27
自分自身と家族で守る健康 宮 田 　 延 子 28
“ 難病 ” ってどんな病気？ 堀 田 み ゆ き 30
生涯スポーツ社会の実現に向けたスポーツの関わり方 川 西 　 　 司 36
新聞ジャーナリズムとマスコミの役割 碓 井 　 　 洋 38
元気で楽しい老後を目指す 東 倉 　 一 代 46

人間関係　
あなたにもできる！認知症のお年寄りの支援！ 森 田 　 直 子 12
障がい者支援における社会運動と共生 打 保 　 由 佳 13
精神疾患や精神障がいのある方への周囲の理解と関わり方 渡 辺 　 明 夏 14
これからの社会の介護の世界を知ろう ! 小 山 　 晶 子 14
公認心理師の仕事 宮 本 　 正 一 17
絵で診る自分の「心」 益 川 　 優 子 19
自分自身と家族で守る健康 宮 田 　 延 子 28
手術後の患者さんの離床 柴 　 　 裕 子 30
「感謝」の溢れた場とは 野 田 　 明 敬 30
精神・発達障害の正しい理解 木 挽 　 秀 夫 31
言葉に表れないメッセージをキャッチしよう 佐 野 亜 由 美 31
運動・スポーツを通した関わり合い「みんな」のための体育授業 東 海 林 沙 貴 36
知的障がい児者の行動上の問題について考えませんか？ 村 田 　 泰 弘 41
子どもと共に 倉 畑 　 　 萌 41
インクルーシブ保育 遠 座 　 未 菜 42
一緒に考えよう、これからの「介護」 吉 川 　 杉 生 44
セラピーの世界 横 山 さ つ き 44
印象を決める身体の使い方、姿勢と呼吸で人にアピールするには 橋 　 　 逸 郎 44
コミュニケーションをはかるってどういうこと？ 桝 井 彩 喜 恵 45
生徒による「ルールメイキング」 鈴 木 　 　 健 48

働き方　
HumanWell-being=SDGs ×グリーンソーシャルワーク 宮 嶋 　 　 淳 11
障害をもつ人たちのくらしと働き方について考える 福 地 　 潮 人 11
「子どもの福祉」の仕事はおもしろい 平 野 　 華 織 12
これからの社会の介護の世界を知ろう ! 小 山 　 晶 子 14
小中学校の先生の仕事は感動がいっぱい 立 川 　 健 之 18
看護ってどんな仕事？ 宮 部 美 香 子 30
「感謝」の溢れた場とは 野 田 　 明 敬 30
協働の大切さが解る経営学 安 藤 　 信 雄 34
夢の解像度を高めよう 野 方 　 　 円 38
うれしい・たのしい・ふくしのお仕事～だれかの笑顔が私の元気～ 海 老 　 諭 香 45

文化　
「インクルーシブアート」で “私 ” をひらく 水 野 　 友 有 13
言葉を学ぶおもしろさ・むずかしさ 山 田 　 丈 美 17
言語の論理と慣用について－外国語学習はなぜ難しいか－ 下 内 　 　 充 17
歌の声って何？ 平 田 　 　 誠 18
色いろいろ－描画材の特性－ 八 桁 　 　 健 19
フィリピンという国 加藤コラゾン 19
日常生活から考える憲法 浅 田 　 訓 永 35
武道から学ぶ「自然体」 坂 本 　 太 一 35
“ おと ” でコミュニケーション 岡 田 　 泰 子 40
比較文化と多文化共生 井 藤 　 勝 夫 49

あそび　
表現療法（芸術療法）に触れてみよう 高 木 　 総 平 10
未来を生き抜く力は幼児期にこそ育まれる 西 垣 　 吉 之 16
身近な環境に目を向けよう 梅 田 　 裕 介 20
音楽あそびの知恵袋 杉 山 　 祐 子 40
“ おと ” でコミュニケーション 岡 田 　 泰 子 40
子どもの「心」と「身体」を育む運動遊び ! 小 椋 　 優 作 41

レクリエーション
パラスポーツを楽しもう！ 後 藤 　 健 太 35
生涯スポーツ社会の実現に向けたスポーツの関わり方 川 西 　 　 司 36
対象者に合わせたレク・ワーク体験 高 柳 　 竜 一 49
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「学ぶことは楽しい」を実感しよう
本学のトレードマークは「笑顔と挨拶」です。明るくて元気な大学です。学びの場は教室だけではありません。実習教育に強いと定評のある本学は、キャンパ
ス内の附属幼稚園や、大学隣接の向山団地の高齢者との日常的な交流の場があるだけでなく、50に上る多種多様な連携をしています。いろいろな処で、いろ
いろな人たちの中で一つ一つ殻を破って多くのことを学びながら育ちます。学ぶことは、一番のストレス解消法、何故なら人間の脳は学ぶと喜ぶように作られ
ているからです。ぜひ、それを実感してください。

日本児童英語教育学会理事歴任、文部科学省指定研究開
発校・運営指導委員長を歴任、岐阜県公安委員会委員長
歴任、岐阜県児童福祉審議会委員長、岐阜県社会福祉審
議会委員、保護司選考委員会委員歴任　等

PROFILE

担当科目 言語による表現活動（英語）

その他のテーマ ●使えば伸びる言語能力　●海外旅行で役立つ英語

副学長 　教授

中部学院大学
中部学院大学短期大学部

片桐  多 恵 子

好きになるための英語の回路を脳の中に作りましょう。幼児期に日本語を覚えたように ①リズム（歌） ②イメージ ③言葉の筋トレ、これらを通して英語の回路
を楽しく作りましょう。

英語好きへの第一歩講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営 心 ことば

キーワード

この冊子を手に取って下さっている多くの方々は、所属も年齢も性別も様々であると思いますが、共通点が二つあります。皆、生きているという事と、いつ
か必ず亡くなるという事実です。いのちに限りがあると認識すると自分の人生と、自分を取り巻く人の人生が違って見えます。ぜひ、楽しみながら一緒に生
と死について考え、昨日より今日が、今日より明日が輝いた日になる様、一緒に学んでみませんか。

オーストラリア・グリフィス大学卒業。東洋英和女学院
大学大学院人間科学研究科修士課程修了。現在に至る。

PROFILE

担当科目 死生学／言語による表現活動

その他のテーマ ●絵本から理解する生と死

学長 　教授

中部学院大学短期大学部

片桐  史 恵

生の有限性を認識した時見えてくるもの。
輝いて生きるために、生と死を見つめ考えてみよう。

生と死を考える講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営 心生き方

キーワード

本学はキリスト教を機軸とし、福祉・教育・医療・スポーツの各領域にわたる現場経験の豊富な教授陣とこころ豊かな人間性を育んでいく学習環境を整え、
授業を通して未来を生き抜く人材を育成していきます。

岐阜大学大学院工学研究科修了、（元）岐阜大学教育学部
長、（元）岐阜大学理事・副学長、岐阜大学名誉教授、（元）産
業技術教育学会副会長

PROFILE

担当科目 情報活用論Ⅰ

学長 　教授

中部学院大学

江馬  諭

科学技術の進歩は、人や物を目的地まで安全に運ぶこと、世界中の人がネットで会話することなどを可能にしてきました。一方で、地球温暖化、未知のウイル
スの出現など、今まで想像すらできなかったことがおこっています。科学技術の過去と未来を通して、私たちはどのように行動すべきか、一緒に考えませんか。

科学技術の過去と未来講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営 科学

キーワード
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人間福祉学部
人間福祉学科
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人間福祉学部　人間福祉学科　教員プロフィール

学びの領域

町内会と福祉の関係

「地域共生社会」を描く
災害が起きたときに町内会（自治会）が大切な役割を発揮します。普段は役員の
なり手がいない、行事に出るのが面倒くさい、あまりよい話は聞きません。しかし、
町内会はとても大切な組織と思います。地域ではひとり暮らしの高齢世帯が多く
なりつつあります。認知症状や買い物、外出など日常生活に困難が伴い、ついつ
い家の中で孤立する危険があります。子育て中のお母さんの中には、だれにも相
談できなくて育児ノイローゼにかかる人もいます。同じ地域で暮らすもの同士、助
け合い安心して暮らすにはどうしたらよいか、地域共生社会について考えます。

岐阜大学教育研究科学校教育専攻修了、岐阜県社会福祉協議会勤務
を経て現職。岐阜県、市町の福祉施策・計画検討会、NPO等の役員、
委員を務める。社会福祉士、介護福祉士。

PROFILE

医療

担当科目

その他のテーマ

地域福祉論

●ボランティア活動
●介護保険制度

飯尾  良 英
教授
人間福祉学部　学部長
通信教育部長

健康 教育 福祉 経営 社会
問題

地域
社会 生活

講義
テーマ

キーワード 学びの領域

社会福祉の仕事の内容と役割

要保護者支援のテーマからはじめます
社会福祉の仕事とは何をすることでしょう。「お客さん」とどんな会話
をするのでしょうか。私は福祉事務所（ケースワーカー）出身の社会
福祉士。地域や施設のソーシャルワーカーになって、ロールプレイ
もできます。（手話サークルの顧問です。手話の自己紹介の説明もで
きますよ。）

早稲田大学社会科学部社会科学科卒業。東京都大田区職員として福祉
事務所等に勤務の後、社会福祉士会のホームレス支援事業担当理事を
経て現在に至る。社会福祉士・介護支援専門員。東洋大学大学院福祉社
会デザイン研究科社会福祉学専攻博士課程後期単位修得後退学。

PROFILE

医療

担当科目 公的扶助論／社会福祉援助技術演習／社会福祉専門演習

柴田  純 一
教授
人間福祉学科　学科長

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

社会
問題

キーワード

病気になったら、保険証をもって病院に行きます。これはみんなの
支え合いで成り立っています。では、働けなくなったら？災害が起
こったら？社会人として知っておきたい支え合いのしくみを紹介し
ます。

学びの領域

もしものときに備えるしくみ
自助・互助・共助・公助

日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科卒業。同大学院社会福祉学
研究科修士課程修了。日本福祉大学社会福祉研修センター研究員を
経て、中部学院大学の教員となる。

PROFILE

医療

担当科目 ソーシャルワーク演習／ソーシャルワーク実習／
キャリア形成論Ⅰ／人間福祉専門演習Ⅱ

その他のテーマ ● 東日本大震災のとき、社会福祉士はどのような役割を
　果たしたか
●超高齢社会のこれから
●災害に備える　どのような準備が必要か

大藪  元 康
教授
人間福祉学科　学科長補佐
COC ＋プロジェクトリーダー

健康 教育 福祉 経営 社会
問題

講義
テーマ

生活

キーワード

地域
社会

学びの領域

表現療法（芸術療法）に触れてみよう

絵画や箱庭、コラージュに表われた世界を知る
絵画や箱庭、コラージュ（切り張りの作品）を使った心理療法に関わっ
てきました。その体験から、これらの作品にどのように心が表われ
るかということをいくつかの作品や写真を通して示したいと思いま
す。

同志社大学大学院神学研究科修了。教会の牧師を17年間務め、愛媛
のキリスト教主義の女子中高・大学に20年勤めました。臨床心理士
でもあり、多くの相談に当り、いのちの電話や被害者支援にも関わっ
てきました。専門は宗教と臨床心理学です。

PROFILE

医療

担当科目 キリスト教概論／宗教と人間／臨床心理学

高木  総 平
教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

心

キーワード

生き方 あそび

生き方 生活
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学びの領域

HumanWell-being=SDGs ×
グリーンソーシャルワーク

満足度の低い日本社会を構造的に創り直そうという動きが広がりつ
つあります。その動きこそ、【GDP から GDW へ】です。それは、
一人ひとりが思う多様な生き方を尊重する社会です。そのような社
会に向けて福祉的実践についてお話しします。

東洋大学大学院博士後期課程修了。博士（ソーシャルワーク）。一般
社団法人職業教育研究開発機構理事。岐阜県いじめによる重大事態
再調査委員会委員。NPO 法人 DOREMI みらい本部長。

PROFILE

医療

担当科目

その他のテーマ

人間福祉特論／子ども・家庭福祉／スクールソーシャルワー
ク

●スクールソーシャルワークとは何か
●生まれてきてよかった！と思える社会とは
●ダイバーシティ・マイスター

宮嶋  淳
教授

健康 教育 福祉 経営 地域
社会 働き方

講義
テーマ

子ども

キーワード 学びの領域

身近な地域のなかで
社会福祉を支える人々

地域を変える地域福祉実践
新型コロナ感染拡大などを背景に、孤立した生活が広がり、住民の
生活・福祉課題は、深刻化しているといわれています。こうした中
で、地域に寄り添った居場所づくりや伴泰型支援など、福祉専門職、
民生委員、地域住民が協働する新たな実践を考えます

1985 年より全国社会福祉協議会に 37 年間勤務し、地域福祉部長兼
全国ボランティア活動振興センター所長、児童福祉部長、民生部長
を歴任。2022 年 4 月より現職。ルーテル学院大学大学院博士前期
課程卒業（修士（社会福祉学））。社会福祉士。

PROFILE

医療

担当科目 地域福祉論Ⅰ・Ⅱ／ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ／災害
と福祉／人間福祉専門演習Ⅱ／人間福祉基礎演習Ⅱ／社会
福祉士国試対策講座（特講Ⅱ）／社会福祉／ボランティア活
動論／ボランティア活動実践論／社会保障

佐甲　学
教授

健康 教育 福祉 経営 地域
社会

社会
問題

講義
テーマ

キーワード

生活

学びの領域

障害をもつ人たちのくらしと働き方
について考える

北欧諸国から学ぶ本当の自立とそれを支える仕組み
2022年秋に国連･障害者権利委員会からの勧告が出され、日本でも障
害をもつ人たちのくらしと働き方をめぐる環境が大きく変わろうとして
います。この講義では、北欧諸国などの最新の事例から学ぶことを通し
て、障害をもつ人々が、自分の能力に応じた職業を自由に選択し、住み
慣れた地域でくらしていくためには、どのような支援策が必要なのか考
えます。

立命館大学大学院社会学研究科博士後期課程修了。博士（社会学）。
同大学産業社会学部助手、九州保健福祉大学社会福祉学部専任講師、
中部学院大学人間福祉学部准教授を経て、現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 社会保障論

福地  潮 人
教授

健康 教育 福祉 経営 社会
問題

講義
テーマ

働き方

キーワード学びの領域

子ども家庭福祉（子ども虐待、不登
校等）の世界にようこそ

子ども家庭支援と「支援者への支援」
支援者は、支援を受けているからこそ、子どもたちやその親から見て
「困ったときに助けを求めることができる人」としてあり続けることが
できます。子ども虐待や不登校等を話題にしながら、支援者のバーンア
ウト、共感疲労等への対処についてお話します。

九州大学教育学部卒業。九州大学大学院教育学研究科博士後期課程
単位取得後退学。博士（人間学）。日本社会事業大学教授を経て、現
職。児童養護施設等子ども家庭福祉施設、児童相談所にて支援者（実
親、里親含む）への支援に長く従事。

PROFILE

医療

担当科目 社会福祉原論Ⅰ･Ⅱ/社会心理学（支援者支援学）/人間福祉
専門演習Ⅰ/人間福祉研究/大学院担当科目（社会福祉実践
研究 他）

藤岡  孝 志
教授
大学院研究科長　

健康 教育 福祉 経営 子ども

講義
テーマ

キーワード
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人間福祉学部　人間福祉学科　教員プロフィール

学びの領域

精神疾患および精神障がい者の理解
について

心の病をもつ人たちの暮らしや生き方
今の社会の中で『自分らしい生き方』を目指す時、そこには様々な“ス
トレス”や精神的な“しんどさ ”が常につきまといます。その影響で心
の病や障がいを抱えてしまうこともあります。講座では、精神疾患
や障がいに関する基本的なことに加え、『自分自身のことを少し理解
する』ということにも焦点を当てながら、病を抱えながら生活するこ
との意味等について共に考えていきます。

中部学院大学大学院人間福祉学研究科を修了した後、地域で生活し
ている精神障がい者の方たちがリハビリや相談等をするために利用
する施設で8年間、精神保健福祉士として勤務し、現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 精神保健福祉の原理／精神保健福祉援助演習

加藤  大 輔
准教授
通信教育部副部長

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

生活心生き方

キーワード

学びの領域

あなたにもできる！認知症の
お年寄りの支援！

認知症は周りの人の気配りや工夫で改善する症状が多い疾患です。
地域に住む子どもも大人もみんなが支え手です。そのためには認知
症について知っておくことが必要です。認知症とはどんな病気？ど
う接すればよいの？まずはそこから始めましょう！！

名古屋福祉専門学校介護福祉学科卒業、新潟大学人文学部卒業、特別
養護老人ホームに介護職・生活相談員として勤務。その後、本学実習セ
ンター実習指導講師を経て現在に至る。介護福祉士。

PROFILE

医療

担当科目 生活支援技術Ⅱ／介護福祉論／介護総合演習／介護過程／
人間福祉専門演習

森田  直 子
准教授

健康 教育 福祉 経営 人間
関係

社会
問題

講義
テーマ

キーワード

学びの領域

高齢者の暮らしと住まい
－日本とスウェーデンの比較－

2040 年、日本の人口の約 40％が高齢者（65 歳以上）になると推測
されています。高齢者が安全で安心して暮らしていける住まいについ
て、日本と福祉国家スウェーデンの取り組みを比較し展望します。

京都工芸繊維大学工芸学部卒業。住宅会社勤務後、スウェーデン国
立建築研究所および王立工科大学客員研究員、兵庫県総合衛生学院
非常勤講師などを経て現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目

その他のテーマ

福祉住環境論／人間工学と福祉機器

●住まいと健康

早川  潤 一
准教授

健康 教育 福祉 経営 生活地域
社会

講義
テーマ

キーワード

からだ

学びの領域

「子どもの福祉」の仕事はおもしろい

あなたも一緒に学びませんか
「福祉」の仕事と聞いて、どんな内容をイメージしますか？お年寄り
の介護をするホームヘルパーなどを思い浮かべる方が多いと思いま
す。しかし、子どもの援助をする仕事もあります。ここではそのや
りがいと苦悩を紹介します。

日本福祉大学社会福祉学部卒業。同大学院社会福祉学研究科修士課
程修了。日本福祉大学社会福祉実習教育研究センター実習教育講師
を経て、現在に至る。社会福祉士。

PROFILE

医療

担当科目 障害者福祉論／子ども家庭福祉論／社会福祉援助技術論

その他のテーマ ●もし障害を持つ人と出会ったら

平野  華 織
教授

健康 教育 福祉 経営 働き方 子ども 生活

講義
テーマ

キーワード
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学びの領域

老化が関連する病気と介護

加齢による身体機能の変化を知ろう
高齢になると、身体機能の低下などによって様々な病気に罹患しや
すくなります。どのような病気になりやすくなるのか、その予防や
介護についても一緒に学んでいきましょう。

岐阜県の看護学科卒業、中部学院大学人間福祉学部人間福祉学研究
科修士卒業、岐阜県内総合病院勤務、介護支援専門員、看護学校教
員を経て 2014 年から現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目

その他のテーマ

こころとからだのしくみ／介護生活支援技術Ⅲ

●認知症を知ろう

名倉  弘 美
准教授

健康 教育 福祉 経営 生活

講義
テーマ

からだ

キーワード 学びの領域

「インクルーシブアート」で
“私 ” をひらく

障がいのある人たちのアートに触れてみよう！
障がいがあるとされている人たちが表現した絵画や造形物を観察し
て、そこから何がわかるか、何を受け止めたかを一緒に考えます。
誰かが表現したモノやコトに触れることで、今までの「あたりまえ」
を疑って、自分の価値観を揺さぶりながら自分の新しい扉をひらい
てみませんか。

金沢大学教育学部養護学校教員養成課程卒業。金沢大学大学院教育
学研究科障害児教育専攻修士課程修了。滋賀県立大学大学院人間文
化学研究科博士後期課程修了。京都大学霊長類研究所研究員を経て
本学に就任。学術博士。

PROFILE

医療

担当科目 発達心理学／保育の心理学

水野  友 有
准教授

健康 教育 福祉 経営 文化 生き方 心

講義
テーマ

キーワード

学びの領域

自立生活運動を行う団体で専従介助者として活動後、静岡県立大学
大学院国際関係学研究科の修士課程（国際関係学）を修了。障害者支
援施設に勤務した後、中部学院大学通信教育部の非常勤講師を経て、
人間福祉学部で現職。

PROFILE

医療

担当科目 ソーシャルワーク演習／ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ・
Ⅱ／人間福祉専門演習Ⅱ／人間福祉特講Ⅳ

打保  由 佳
准教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

社会
問題

キーワード

障がい者と支援者と共に生きる社会を目指して
障がい者自身からはじまった社会運動の歴史をふまえ、運動の背景
にある障害者問題とは何か？社会によってつくり出される“しょうが
い” とは何か？を考えます。障がい者が支援を得て生活できる共生社
会を目指しましょう。

障がい者支援における社会運動と共生

地域
社会

人間
関係

学びの領域

「発達障害」について近年メディア等に多く取り上げられ、広く知ら
れることとなりました。ただ、依然として多くの方に正確な情報と
理解が届いているとは言えない状況があります。特に思春期・成人期
の発達障害についてはその傾向が顕著です。誰もが一度は聞いたこ
とがある「発達障害」について、もう一度みなさんといっしょに学ぶ
機会を持ちたいと思います。

日本大学理工学部卒業、龍谷大学大学院政策学研究科修了。障害者
施設職員、管理者等を経て、京都府発達障害者支援センター開設か
ら 10 年間勤務。社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士。

PROFILE

医療

担当科目 精神保健福祉援助技術演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ／精神保健福祉援助
実習指導／人間福祉専門演習Ⅰ・Ⅱ／障害者福祉論／精神保
健福祉の理論と方法（専門）Ⅰ・Ⅱ 他

竹村  忠 憲
講師

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

キーワード

生き方 生活 社会
問題

発達障害の基礎知識（主に成人期にお
ける）、発達障害と就労について
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人間福祉学部　人間福祉学科　教員プロフィール

学びの領域

家族や友人としての理解と接し方について
うつ病や統合失調症などの精神疾患や精神障がいは決して珍しい
ものではなく、誰でもなりうる身近なものです。家族や友人とし
て、精神疾患や精神障がいのある方の症状やしんどさをどのよ
うに捉え、関わることができるのかなどについて考えましょう。

同志社大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻博士前期課程修了。
精神科クリニックでの依存症者支援、地域の事業所での精神障がい
のある方への就労支援、自殺対策、同志社大学での非常勤講師を経
て現在。精神保健福祉士、社会福祉士。

PROFILE

医療

担当科目 精神障害リハビリテーション論／精神保健福祉援助実習指
導／精神保健福祉援助実習／人間福祉専門演習 など

渡辺  明 夏
講師

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

キーワード

生き方 心 人間
関係

精神疾患や精神障がいのある方への
周囲の理解と関わり方

学びの領域

医療現場で働く福祉職
医療ソーシャルワーカーという職業をご存知でしょうか。病院など
の保健医療機関におけるソーシャルワーカーで、MSW（Medical 
Social Worker）ともいわれています。MSW の役割について具体
例を交えながらお話しします。

愛知大学文学部卒業、日本福祉大学大学院医療・福祉マネジメント
研究科修了。障害者施設管理者として施設の法人化、建設に携わる。
その後、公立病院、ケアミックス病院の医療ソーシャルワーカーと
して勤務。社会福祉士、精神保健福祉士。

PROFILE

医療

担当科目 ソーシャルワークの理論と方法（専門）Ⅰ・Ⅱ／ソーシャル
ワーク実習／ソーシャルワーク演習／社会福祉士国試対策
講座／保健医療と福祉／医療福祉論

手島  浩 司
講師

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

キーワード

生活 社会
問題

地域
社会

医療ソーシャルワーカーの仕事

学びの領域

これからの社会の介護の世界を
知ろう !

―グローバル化が進む介護人材－
現在、介護の世界は多くの外国人の方々が日本で介護を学び、老人ホー
ム等で介護業務に携わっています。グローバル化する介護職について知
ることは、介護の世界を理解する一歩となります。介護ってなにをする
人？という内容も含めてお話します。

国立国際医療センター病院附属看護学校卒業、東洋大学大学院福祉
社会デザイン研究科福祉社会システム専攻修了。東京医科大学病院、
東京都内の高齢者施設等で看護師として勤務後、大学・短期大学 ( 看
護学科・介護福祉学科 ) の教員を経て、現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 生活支援技術（介護）Ⅰ/発達と老化の理解/介護過程Ⅰ･Ⅱ
･Ⅲ/医療的ケアA･B･C/介護総合演習Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ/介護基礎
実習Ⅰ･Ⅱ（地域実習）/介護過程実習/介護総合実習/人間
福祉基礎演習Ⅰ

小山  晶 子
講師

健康 教育 福祉 経営 社会
問題 働き方

講義
テーマ

人間
関係

キーワード

学びの領域

心のバリアフリーって知ってますか。
「心のバリアフリー」という言葉が少しずつ浸透していますが、今で
も多くの障がいのある人たちが生きづらさを感じています。心のバ
リアフリーを切り口にして、障がいのある人たちが普通（ノーマル）
に生きることについて一緒に考えます。

障がい者施設や相談支援の現場で 30 年余り勤務。日本福祉大学大
学院　医療・福祉マネジメント研究科修了。中部学院大学講師。（社
会福祉士）

PROFILE

医療

担当科目 ソーシャルワークの基盤と専門職／障害者福祉論／ソー
シャルワーク演習／実習指導

兼松  博 之
講師

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

キーワード

社会
問題

地域
社会 生き方

障がいのある人たちが
ふつうに生きるとは
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教育学部
子ども教育学科
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教育学部　子ども教育学科　教員プロフィール

あそび

未来を生き抜く力は幼児期に
こそ育まれる

幼児期は遊びを通して将来を生き抜くために必要な様々な学びを得
ています。この講座では日常的に見られる普段の子ども達の姿を通
して、その「あたりまえ」の行動にこそ生き抜くための力が育まれ
ていることについて、幼児の内面の動きに触れながら、一緒に考え
てみましょう。

早稲田大学教育学部教育学科教育学専攻卒業後、兵庫教育大学大学
院学校教育研究科幼児教育専修修了。保育園での実践経験を経て、
子どもの心の理解、援助者としての保育者の役割について実践研究
に取り組む。

PROFILE

その他のテーマ

担当科目 幼児理解の理論と方法／保育内容総論／幼児指導法／保育
内容（人間関係）等

●幼児期の育ちを支える保育者の指導・援助
●ちょっと気になる子どもへの指導・援助
●幼児理解を深めるための手立て

西垣  吉 之
教授
幼稚園教諭・保育士コース長

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

子ども 心

学びの領域

ふるさとに学ぶ
－コミュニティ・スクールの活動を通して－

ふるさと自慢を
私たちは、自分の育った環境をふるさとと感じ、地域の様々な活動
等に参加をして、地域での居場所をもち生活をしています。学校で
の教科学習や総合的な学習の時間、児童会・生徒会の活動、そして
地域での活動等を通して、自分を磨いていくことについて考えてみ
ましょう。

岐阜大学教育学部英語英文学科卒業。岐阜県内の中学校教諭、本巣
市立真桑小学校長、岐阜市立岐阜小学校長、岐阜市立東長良中学校
長等を経て現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 言語による表現活動／子ども教育学基礎・専門演習／小中
学校教育実習／英語科教育法／教職実践演習／幼保小中連
携英語演習

服部  吉 彦
教授
小学校・中学校教諭コース長
教職センター　所長
地域連携推進センター　副所長

健康 教育 福祉 経営 地域
社会

講義
テーマ

生き方

キーワード

令和の時代に求められる学力

国際標準の学力とは
日本の子どもたちは「知識は身に付けているのに、活用することが
苦手」ということが、全国学テなどを通してわかってきました。活
用力は国際標準の学力です。どんな教育改革を行って活用力を身に
付けさせようとしているかをお話しします。

岐阜大学教育学部卒業。岐阜県内の小中学校で校長等を 19 年間、
岐阜県教育委員会の指導主事等を 18 年間勤務した後、平成 25 年よ
り岐阜聖徳学園大学教育学部教授。令和 2 年より現職。

PROFILE

担当科目 教育原理／教職入門／教育行政学

小林  直 樹
教授
教育学部　学部長
子ども教育学科　学科長

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

子ども 生き方

学びの領域

障害があってもいっしょだよ
ASD、ADHDのあるわたしの毎日

テーマと同じ絵本を使いながら、発達障害の子どもたち、人たちの
支援についてお話しします。

東京学芸大学大学院連合学校博士課程修了。博士（教育学）。大津市
役所発達相談員、岐阜市立恵光学園嘱託発達相談員、愛知県立大学
文学部助教授などを経て現在に至る。臨床心理士、公認心理師。

PROFILE

医療

担当科目

その他のテーマ

特別支援教育／発達支援論／障害児保育

●障がいのある人たちの保育、教育、福祉
●子どもの発達と心理学

別府  悦 子
教授

健康 教育 福祉 経営 子ども 社会
問題

講義
テーマ

キーワード

地域
社会

発達障がいのある人たちの理解と支援
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学びの領域

言葉を学ぶおもしろさ・むずかしさ

私たちは、毎日、言葉を使って生活しています。言葉によってもの
を考えたり、自分の内にあるものを表現したり、人とコミュニケー
ションをとったりします。また、言葉は、子どもの発達にも大きな
役割を果たします。この講義では、言葉を使って遊んだり、言葉に
よる活動を行ったりしながら、言葉を学ぶおもしろさ・むずかしさ
について実践的に考えてみたいと思います。

愛知教育大学大学院・静岡大学大学院教育学研究科博士課程修了。
全国大学国語教育学会会員。日本国語教育学会会員。日本解釈学会
会員。日本読書学会会員。表現学会会員。

PROFILE

医療

担当科目

その他のテーマ

日本語表現法／国語科教育法／子ども教育学専門演習Ⅰ／
教育方法論／教育課程論／保育内容（言葉）Ⅰ

●国語ってどう教えたらいいの？
●子どもとともに学ぶ楽しさ
●文学作品から得るものとは

山田  丈 美
教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

文化子ども ことば

キーワード 学びの領域

言語の論理と慣用について
－外国語学習はなぜ難しいか－

意思疎通は基本的には手抜きをして楽をして行いたいものです。言
語には文法といわれる論理の目立つ部分の他にこのような社会と文
化に沿った手抜きの蓄積があり、これが習慣化していて他文化の人
には難しいのです。英語の学習から見てみましょう。

同志社大学文学部英文学科卒業。京都産業大学大学院外国語学研究
科修士課程（言語学専攻）修了。東海女子短期大学助教授、東海学
院大学教授を経て現職。

PROFILE

医療

担当科目 英語学概論Ⅰ・Ⅱ／英文法論Ⅰ・Ⅱ／英語コミュニケーションⅠ
／子ども教育学専門演習Ⅱ／言語による表現活動Ⅰ-1・Ⅰ-2

下内  充
教授

健康 教育 福祉 経営 文化

講義
テーマ

ことば

キーワード

公認心理師の仕事

大切な家族を守るために
スクールカウンセラーが全ての中学校に配置されるようになり、「公
認心理師」が国家資格になりました。公認心理師の仕事内容と国家資
格化の経緯をお話しできたらと思います。

九州大学大学院教育学研究科博士課程。教育学博士（九州大学）。岐
阜大学教育学部教授。岐阜大学教育学部副学部長。岐阜大学学長補佐。
中部学院大学教授。中部学院大学人間福祉相談センター所長。臨床
心理士、学校心理士スーパーバイザー。

PROFILE

担当科目 心理学／教育心理学／臨床心理学

宮本  正 一
教授（特任）

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営 心 子ども 人間
関係

キーワード学びの領域

教育活動に生かすシニアの力

「人生100年時代」と言われています。少子高齢化の時代でもあり
ます。シニアが学校の教育活動に参加し、活動を通して児童生徒に
関わる意味やよさをシニアと児童生徒の両面から考えてみたいと思
います。

岐阜大学教育学部地学科卒業。岐阜県内の小学校教諭、教頭、校長
を歴任、その内８年間、岐阜県教育委員会の指導主事等、教育行政
に携わる。岐阜市立加納小学校長後、岐阜市教育委員会での勤務を
経て現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 子ども教育学基礎演習ⅠA･ⅠB･ⅡA･ⅡB/生活科教育法/教
育現場参観/授業実践演習Ⅱ/学校インターンシップⅠ･Ⅱ/
教育実践演習（小･中）/小学校教育実習/小学校教員採用試
験対策講座Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ/教育実習（中学校）/介護等体験実習/
教職入門

森　　透
教授

健康 教育 福祉 経営 生き方 地域
社会

講義
テーマ

子ども

キーワード
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教育学部　子ども教育学科　教員プロフィール

学びの領域

小学校英語の楽しさを体験しよう

英語らしい音のリズムで表現するっておもしろい
アイス・ブレーキング、小グループ活動、早口ことば等、思わず口
から英語が出る体験をしてみませんか。英語の音とたくさん遊びな
がら、英語で表現することの楽しさを感じてみましょう。

上越教育大学大学院言語系コース（英語）にて教育学修士を取得。岐
阜県教職員として公立小中学校にて勤務。高山市教育委員会指導主
事を歴任し、現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 小学校英語／英語コミュニケーション／英語科教育法

新井  謙 司
准教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

子ども ことば

キーワード

学びの領域

歌の声って何？

歌の声とは？美しい声とは？息をはききるとは？思いを伝えると
は？息に声を乗せ、思いを伝える表現方法について、活動を交えな
がら一緒に学んでみませんか。

国立音楽大学音楽学部教育Ⅰ類卒業。岐阜県内の小・中学校で校長
等を 12 年間、岐阜県教育委員会等の指導主事を 9 年勤務した後、
令和 4 年度より現職。

PROFILE

医療

担当科目 保育内容（音楽表現）Ⅱ／音楽 A・ B ／総合表現活動 A・B ／
幼児と表現（音楽）

平田　誠
教授（特任）

健康 教育 福祉 経営 文化

講義
テーマ

からだ

キーワード

息をはききること、声をきりかえること

学びの領域

今が家庭生活を見直すチャンス

～身近なところからの生活改善～
身近な生活を衣生活、食生活、住生活、消費生活などの視点から見て、
自分でできる改善点をみつけてみませんか？生活がほんのすこし豊
かになり、心のゆとりが生まれます。子どもたちが小学校から学ぶ
家庭科は、生活に役立つことをわかりやすく学ぶことができます。

岐阜大学教育学部家政学科卒業。岐阜県内の小中学校教諭、岐阜県
教育委員会指導主事、北方町立北方小学校長、岐阜市立本荘小学校長、
中部学院大学・中部学院大学短期大学部附属桐が丘幼稚園長等を経
て現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 子ども教育学基礎演習／小学校教員採用試験対策講座／幼
稚園教育実習事前・事後指導

河井  洋 子
教授（特任）

健康 教育 福祉 経営 生き方

講義
テーマ

生活子ども

キーワード

学びの領域

小中学校の先生の仕事は
感動がいっぱい

小中学校教員のやりがいと楽しさ
過重労働と言われる教員の仕事。学校現場には、もちろん大変なこと
もあるけれど、教員は子どもたちの日々の成長を実感でき、子どもとと
もに多くの感動を味わうことができる素敵な職業です。教員の勤務実
態や待遇も改善の方向に動いています。

岐阜大学教育学部数学科卒業。岐阜県内の小中学校での勤務、岐阜
県教育委員会等の教育行政での勤務を経て、岐阜市立長良小学校長
を最後に退職。初任者研修指導者を経て現職。

PROFILE

医療

担当科目 算数／算数科教育法／子ども教育学基礎演習／授業実践演
習

立川  健 之
教授（特任）

健康 教育 福祉 経営 子ども

講義
テーマ

働き方

キーワード
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その他のテーマ LEGOを使った協働学習

学びの領域

この講座では、簡単な絵を描いて頂き、描かれた絵の様子から「心
の中に何となく存在しているのに言葉にならない何か」について探っ
ていきます、よくわかっているようで、実はよくわかっていない自
分の心を覗いてみませんか？

奈良女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了。博士（学術）。
中京学院大学短期大学部、三重大学高等教育創造開発センター、愛
知学泉大学現代マネジメント学部、修文大学短期大学部を経て本学
に着任。

PROFILE

医療

担当科目 幼児と人間関係／児童心理学／人間関係論／教育心理学／子ど
も家庭支援論／学生相談

益川  優 子
准教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

心 人間
関係

キーワード

絵で診る自分の「心」

学びの領域

ヒトの子どもの発達を調べる

チンパンジーやオランウータンとの比較から
ヒトの子どもの発達を調べるために、いろいろな方法があります。
その 1 つが、ヒト科の大型類人猿であるチンパンジーやオランウー
タンと比べるという方法です。心の発達と種間比較を合わせて考え
ると、ヒトの特徴がよりよく見えてきます。

京都大学教育学部卒業。京都大学理学研究科生物科学専攻博士課程
中途退学。京都大学博士（理学）。京都大学霊長類研究所助教を経て
本学に着任。公益財団法人日本モンキーセンター学術部長、京都芸
術大学文明哲学研究所客員准教授を兼任。

PROFILE

医療

担当科目 比較認知発達論／情報活用論／幼児と言葉／発達心理学

林　美里
准教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

科学 心

キーワード

子ども

学びの領域

フィリピンは約7000の島からなり、公用語が一つではない多言語国
家です。それぞれの島が独自の言語と文化を持ち、フィリピンの多
様性を広げています。講義では、フィリピンの言葉と文化を紹介し、
社会問題にも目を向けます。

ウェスト・ヴィサヤス州立大学教育学部卒業、同大学農学部動物科
学科卒業、シドニー工科大学英語教育修士課程修了。フィリピン、
カンボジア、日本で30年以上の教職歴を経て現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 英語／言語による表現活動

加藤  コ ラ ゾ ン
講師

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

文化 ことば

キーワード

フィリピンという国

学びの領域

都留文科大学卒業。埼玉大学大学院教育学研究科修士課程修了。東
京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士課程単位取得満期退学。
東京都小学校教諭、東京大学大学院特任研究員、順天堂大学非常勤
講師、岐阜大学非常勤講師等を経て現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 図画工作／図画工作科教育法／幼児と表現／保育内容（造形
表現）／保育表現技術講座

八桁  健
准教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

科学子ども

キーワード

身近なものから絵の具を作る
水彩・油彩・アクリル絵の具、ポスターカラー、クレヨン、パステ
ル…巷には様々な描画材があふれていますが、使われている顔料は
ほぼ一緒。絵の具の中身を知れば、身近なものがすぐに絵の具に変
身します。

色いろいろ－描画材の特性－

文化
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教育学部　子ども教育学科　教員プロフィール

学びの領域

身近な環境に目を向けよう

身近なものでこんなに遊びが広がる！
私たちの身の回りにはたくさんの自然や環境が溢れています。例えば
砂や風、廃材などです。その環境は目を向けなければ風景ですが、子
どもの目線で目を向けるとたくさんの遊び、体験が見えてきます。子ど
もの気持ちや考え方を、一緒に楽しく遊びながら体験してみましょう !

愛知教育大学大学院の生活科教育領域にて修士課程修了。中学校の
教諭、通信制高等学校教諭と併せてフリースクールの職員、そして
幼稚園教諭としての現場経験を経て現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 幼児と環境／保育内容（環境）Ⅰ／保育内容（環境）Ⅱ／幼稚
園教育実習Ⅰ／子育て支援／子ども教育学基礎演習Ⅰ A・Ⅰ
B・ⅡＡ・ⅡＢ／保育者論

梅田  裕 介
講師

健康 教育 福祉 経営 科学

講義
テーマ

あそび子ども

キーワード 学びの領域

虐待から子どもと “家族 ” を
守るためにできることとは？

子どもたちから学んだこと
虐待によって子どもの命が奪われるという痛ましい事件が後を絶ちま
せん。この講座では、子ども虐待の実態を学ぶとともに、この問題に
対して私たちは社会の一員としてどのように向き合っていけば良いの
かを考えます。この瞬間も強く生き抜いている子どもたちがいます。

北海道大学工学部卒業後、福祉の道へ。東京福祉大学社会福祉学部
卒業。日本福祉大学医療・福祉マネジメント研究科修了。児童養護
施設職員、金城学院大学等非常勤講師、名古屋市立高校キャリア支
援アドバイザー等を経て現職。社会福祉士。

PROFILE

医療

担当科目 社会的養護／社会福祉原論／保育実習指導（施設）等

川上  知 幸
講師

健康 教育 福祉 経営 心

講義
テーマ

社会
問題子ども

キーワード
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看護リハビリテーション学部
理学療法学科
看護学科
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看護リハビリテーション学部　理学療法学科　教員プロフィール

人はなぜ太る？
－「ダイエットの科学」－

人間の体の仕組みは近代文明と合いません！
人類は病原微生物がうようよいる環境で飢えと闘いながら生き延び
てきました。そうした体の仕組みを現代人類も受け継いでいるので、
清潔すぎる環境や充分すぎる食糧事情の下では本来の機能を発揮で
きずに肥満や病気になることも少なくないのです。

茨城県出身。東京大学医学部卒。同大学大学院博士課程修了。ヴァ
ンダービルト大学医学部研究員。岐阜大学講師、東海女子大学教授、
東海女子短期大学学長、東海女子大学学長を経て現職。専門は栄養
生理学、公衆衛生学、医学博士、保健学博士

PROFILE

担当科目

その他のテーマ

理学療法基礎演習Ⅰ、Ⅱ／成人・老年疾病治療論Ⅰ、Ⅱ／医
学概論／精神疾病治療論／生化学

●高齢者こそしっかり食べよう
●若返り進む超高齢社会

大森  正 英
教授
看護リハビリテーション学部　学部長
附属図書館長

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営 科学 からだ

キーワード

学びの領域

福祉機器と支援技術
（AssistiveTechnology）

障害のある人のできることを作る技術や制度
福祉機器というと車椅子を思い浮かべる人が多いでしょうが、それ
以外にもコミュニケーション機器や住宅改修に関する機器（支援技
術）などがあります。これらの機器が、どのように障害のある人の生
活に役立つか、技術的側面と補助制度などの社会的側面から学びま
す。

豊橋技術科学大学大学院修士課程修了、金沢大学大学院自然科学研
究科博士課程単位取得退学後、本学人間福祉学部を経て現在に至る。
元名古屋大学医学部兼任講師、元東京大学先端科学技術研究センター
私学研修員。厚生労働省 補装具評価検討会構成員。

PROFILE

医療

担当科目

その他のテーマ

生活環境論／福祉機器入門／生活支援工学

●生活環境と住環境整備
●福祉用具の給付制度
●情報社会のコミュニケーション

井村  保
教授

健康 教育 福祉 経営 生活 からだ

講義
テーマ

キーワード

社会
問題

学びの領域

脳って不思議がいっぱい

知覚に支配される身体
我々の体は脳によって支配されており脳は学習を繰り返し、改変し
続けることが分かっています。最近、脳トレがブームになっている
のも、これに基づいた結果です。本講では錯覚（イリュージョン）を
通して、脳と体の関係について皆さんにお話しします。

中部リハビリテーション専門学校卒業。愛知大学法学部卒業。愛知
淑徳大学大学院博士前期課程心理学専攻修了。名古屋大学大学院教
育発達科学研究科博士後期課程（博士）。愛知医科大学病院リハビリ
テーション部を経て現在に至る。日本認知神経リハビリテーション
学会理事。専門理学療法士。

PROFILE

医療

担当科目 神経障害系理学療法評価学／物理療法学／認知運動療法概
論／運動学実習

千鳥  司 浩
教授
理学療法学科　学科長

健康 教育 福祉 経営 からだ科学

講義
テーマ

キーワード

生活

脳の世界

脳の中には外の世界の地図がある
学習・記憶・認知・思考・言語・意識・感情など、ヒトで最も発達
した精神機能は脳の働きによるものです。感覚や運動の脳領域には
外の世界の地図があり、その脳領域の細胞が活動すると地図の部分
に感覚や運動の意識が生まれます。

北海道大学医学部卒業、北海道大学医学研究科中退。京都大学霊長
類研究所助手、准教授、教授を経て現職。この間、UCLA客員研究員、
米国国立衛生研究所客員科学者、エール大学客員准教授を併任。

PROFILE

担当科目

その他のテーマ

生理学／神経内科系医療学／人体の構造と機能／疾病治療
（脳神経）／老年医学系医療学／生理学実習

●脳と記憶−記憶は脳のどこにある−
●色は脳で見る−外の世界に色はない−
●脳は変わる−記憶も学習も脳の変化−
●脳の健康、脳の病気

三上  章 允
教授

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

科学 からだ 心
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学びの領域

体表解剖学（自己触診術）を
経験しよう

医療

担当科目 運動器超音波解剖実習／骨関節障害系理学療法学／体表解
剖学／整形外科系医療学

健康 教育 福祉 経営 文化科学 からだ

キーワード

自分の筋肉や骨に触れてみよう
理学療法士は、自分の「手」で評価や治療を行っていく職種です。筋
肉や骨や靭帯を触れ分けることが求められ、それを適切に行える者
ほど評価や治療の技術も優れています。今日は皆さんも理学療法士
のように、自分の筋肉や骨を触れ分けてみましょう。

国立療育所東名古屋病院附属リハビリテーション学院理学療法学科
卒業。理学療法士。玉川大学農学部卒業。碧南市民病院リハビリテー
ション室室長を経て現職。

PROFILE

浅 野  昭 裕
教授

講義
テーマ

ころばぬ先の杖／腰痛予防

ころばぬ先の杖～いつまでも元気で歩けるために～

腰痛予防
転倒予防と杖についてお話し、簡単な運動を紹介します

腰痛にならないように、普段からのこころがけ

東北大学大学院医学系研究科修士課程修了、修士（障害科学）。岐阜
大学大学院医学系研究科博士課程修了、博士（医学）。健康科学大学
教授を経て現職。理学療法士、OMT。

PROFILE

担当科目

その他のテーマ

理学療法概論／マニュアルセラピー／日常生活活動学

●マニュアルセラピー
●理学療法って何？
●膝のはなし

大嶽  昇 弘
教授（特任）

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

科学 からだ

学びの領域

ハンディキャップを持つ子どもの
運動発達支援

子どもの運動発達を支援する方法と技術
さまざまな原因で運動発達に遅れがある子どもたちに対して運動だ
けでなく、車いすや歩行器などの補助器具を使うことにより運動発
達を支援していくのかを皆さんにお話しします。

金沢大学医療技術短期大学部卒業。金沢大学医学部保健学科理学療
法学専攻卒業。金沢大学大学院医学系研究科博士課程修了。肢体不
自由児施設石川整肢学園、国立病院機構医王病院、富山県立高志学
園勤務を経て現在に至る。理学療法士。博士（医学）。

PROFILE

医療

担当科目

その他のテーマ

臨床体験見学実習／運動学／基礎理学療法評価学／小児発
達系理学療法学

●子どもたちが使用する補助器具
●車いすの操作方法
●もう一つの大学への道（社会人編入学など）

濱岸  利 夫
教授

健康 教育 福祉 経営 からだ子ども

講義
テーマ

キーワード

生活

障害予防のためのセルフストレッチング
「肩こり・腰痛を軽くしよう！」

ヒトは重力に逆らって、二足歩行を開始しました。それ以来、重い
頭を支えるために首や肩のコリを、重い上半身を支えるために腰痛
を抱えてしまいました。これらの辛さを改善するために、自分でで
きるストレッチング（実技）をお伝えします。スポーツ障害にも使
えます。

国立東名古屋病院附属リハビリテーション学院卒業。名城大学卒業。
理学療法士、法学士、日本スポーツ協会公認アスレティックトレー
ナー、日本トレーニング指導者協会認定上級トレーニング指導者。
元中日ドラゴンズメディカルコーチ。整形外科リハビリテーション
学会副代表理事。元七十七銀行バトミントン部トレーナー。

PROFILE

担当科目

その他のテーマ

運動学（筋系）／スポーツ障害系理学療法学／理学療法運動
生理学Ⅰ（筋力トレーニング学）／その他

●スポーツ領域の理学療法士の仕事
●投球障害肩（肘）

鵜飼  建 志
准教授

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営 スポーツ からだ

キーワード
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看護リハビリテーション学部　理学療法学科　教員プロフィール

学びの領域

尿失禁予防のための運動

骨盤底筋とは何か？
妊娠・出産などのライフイベントや加齢に伴う姿勢の変化、筋力の
弱化は、女性の身体に様々な変化をもたらします。とくに出産後や
加齢によって起こる尿失禁は社会生活を萎縮させかねない重要なト
ラブルで、その予防と対策が急務です。この講義では、主に骨盤底
筋の弱化に伴う尿失禁のメカニズムと、その予防としての骨盤底筋
トレーニングについてお話しします。

平成医療専門学院卒業。理学療法士。保健衛生学士。社会福祉学修士。
岐阜中央病院（現：岐阜清流病院）、大阪医科大学附属病院での臨床
経験を経て現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 基礎理学療法検査測定論Ⅰ・Ⅱ／体表解剖学／運動学Ⅱ／臨
床運動学／生理学実習／地域理学療法学

笠野  由 布 子
准教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

生活 からだ

キーワード

学びの領域

筋肉の仕組みと役割
～健康の秘訣は筋肉にある～

医療

担当科目 運動生理学／内部障害系理学療法学／内科系医療学

健康 教育 福祉 経営 からだ

キーワード

筋肉は関節を曲げる、からだを動かすための器官として重要ですが、
筋肉の量も、健康に影響しています。同じ体重の人でも、「脂肪が多
い人」と「筋肉が多い人」とでは、寿命予測に大きな差があります。
もちろん、後者のほうが、長生きできることが明らかになってきてい
ます。この講義では、筋肉量を増やすためのポイントをお話しします。

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程修了。理学療法士。博
士（医学）。平松内科・呼吸器内科リハビリクリニック（非常勤）。（公
社）岐阜県理学療法士会理事。

PROFILE

三 川  浩 太 郎
准教授

講義
テーマ

学びの領域

「日本人」ってどんな人？
戦没者遺骨収集で日本人を探す

自然人類学から見た日本人
第二次世界大戦中に海外で亡くなった日本人は 240 万人に及びます。
昭和 27 年以来、日本人の戦没者・抑留中死亡者の遺骨収集が行われ
てきました。遺骨収集では戦争で亡くなった日本人を特定しなければ
なりません。他の国の人を日本人と間違えて日本に連れてくることは
あってはなりません。では日本人とはどんな人たちでしょう？国籍や
アイデンティティ、ルーツなどいろいろな定義ができます。自然人類
学の知見から日本人がどんな人たちか見ていきましょう。

京都大学大学院理学研究科生物科学専攻博士課程修了。博士（理学）。
英国リバプール大学、英国ローハンプトン大学、京都大学霊長類研
究所、日本モンキーセンター、京都大学大学院理学研究科を経て現
在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 解剖学Ⅰ・Ⅱ／人体の構造と機能／心理学／情報活用論／病
理学／病理学総論

清水  大 輔
准教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

からだ 科学

キーワード

社会
問題

学びの領域

肺と心臓の病気に打ち勝つ　
日常生活からの健康づくり

無理のない運動習慣をつくる
肺と心臓の病気は慢性的に症状が継続することが多いです。苦しい
時には運動もおっくうになりますが、健康のために習慣的な運動が
必要です。症状をコントロールしながら運動する方法を紹介します。
また、健康な方にも予防的観点からお話します。

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程医療科学専攻内部障害
リハビリテーション学講座修了（医学博士）。認定理学療法士（呼吸）。
保善会田上病院、緑泉会米盛病院を経て、現職。

PROFILE

医療

担当科目 運動学Ⅱ／運動学実習／基礎理学療法検査・測定論Ⅰ／内
部障害系理学療法学／内部障害系理学療法学実習／物理療
法学実習／理学療法特講（理学療法総合演習）

西中川  剛
講師

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

からだ 生活　

キーワード

生き方
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学びの領域

息苦しさを減らして生活するには

呼吸サルコペニアとは何か
元気に生活するためには息苦しさを減らすことが大変重要です。息
苦しさには多くの要因があります。この息苦しさを減らすための運
動を現在注目されている呼吸サルコペニアを絡めてお話しします。

中部学院大学リハビリテーション学部理学療法学科卒業。畿央大学
大学院健康科学研究科修士課程修了（健康科学修士）。神戸大学大学
院保健学研究科博士後期課程在席中。神戸市立医療センター中央市
民病院、神戸市立医療センター西市民病院を経て、現職。認定理学
療法士（呼吸）。

PROFILE

医療

担当科目 運動学／基礎理学療法検査測定論／骨関節系理学療法評価
学／義肢装具学

大竹  康 平
助教

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

生き方 からだ 生活

キーワード学びの領域

転ばない身体づくり

立つ歩くの神経科学から
高齢社会をむかえて転倒が問題として挙げられています。なぜ転倒
が生じてしまうのか？どのようにしたら転ばなくなるのか？につい
て神経科学や臨床研究などの知見に基づいて一緒に考えていきま
しょう。

中部学院大学リハビリテーション学部理学療法学科卒業。畿央大学
大学院健康科学研究科修士課程健康科学専攻修了。摂南総合病院リ
ハビリテーション科を経て現在に至る。理学療法士。転倒予防指導士。

PROFILE

医療

担当科目 基礎理学療法検査・測定論／神経障害系理学療法

菅沼  惇 一
講師

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

からだ 生活

キーワード
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看護リハビリテーション学部　看護学科　教員プロフィール

学びの領域

“ 病い ” ってな～に？

医療

担当科目 成人看護学概論／成人臨床看護Ⅰ（健康障害と看護）／成人
臨床看護Ⅱ（看護技術・看護過程演習）／看護リハビリテー
ション技術／成人看護学実習Ⅱ（急性期）／成人看護学実習
Ⅰ（慢性期）／看護学研究方法論／看護学研究（ゼミナール）

健康 教育 福祉 経営 生き方 生活からだ

キーワード

糖尿病等の慢性疾患を持ちながら生活しているその人にとっての“病
い ” とは、一体何なのか？そして、求められる看護の役割について、
一緒に考えましょう。

名古屋市立大学大学院人間文化研究科博士課程修了。大学病院にて
看護師・助産師の臨床経験を経て、看護学教育に携わる。岐阜大学
医学部看護学科長等を歴任し、現在に至る。専門は、成人看護学慢
性期。

PROFILE

足 立  久 子
教授
看護学科　学科長

講義
テーマ

担当科目 看護倫理学／看護学概論Ⅰ・Ⅱ（看護理論）／基本看護技術Ⅰ（共
通）／基本看護技術Ⅲ（看護過程展開技法）／基本看護技術Ⅳ

（診療の補助）／基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ／フィジカルアセスメン
ト／国際看護論／看護学基礎演習Ⅰ／看護学研究（ゼミナール）

その他のテーマ ●人工肛門・膀胱（ストーマ）って知っていますか？
●皮膚ってすごいよ！
●床ずれって知っていますか？

学びの領域

排
はい
泄
せつ
は大
たい
切
せつ

大声では話さないけど大切なこと
私は皮膚・排泄ケア認定看護師といって、皮膚、便や尿に関する看
護を専門に勉強してきています。食べることは重要ですが便や尿を
出すことも大変大切です。便の大きさや柔らかさ、量は？臭いは？
色は？下痢とは？便秘とは？排泄を考えてみませんか？

岐阜大学医学部附属看護学校卒業、岐阜大学病院、企業勤務後、金
沢大学大学院医学系研究科博士前期、後期課程（保健学）修了。皮膚・
排泄ケア認定看護師、特定行為研修修了。金沢医科大学看護学部准
教授を経て 10 月より現職。

PROFILE

医療

木 下  幸 子
教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

科学 からだ 生活

キーワード

学びの領域

子どもの安全と健康を守る

子どものけがや病気の応急処置法

医療

担当科目 小児看護学概論／子どもの保健／小児臨床看護論Ⅰ・Ⅱ

健康 教育 福祉 経営 子ども からだ地域
社会

キーワード

子どもはさまざまなけがや病気にかかります。子どもの様子が変化
したときにもしっかりと対応できるよう、子どものけがや病気に関
する正しい知識を身につけましょう。

筑波大学医療技術短期大学部看護学科卒業（現、筑波大学医学群看
護学類）。岐阜大学大学院医学研究科看護学専攻修了。筑波大学病院、
岐阜大学病院、病児保育園での勤務を経て、短大、大学において、
看護師養成に携わり、現在に至る。

PROFILE

今 井  七 重
教授

講義
テーマ

学びの領域

社会の基本単位の一つである家族は、人々の価値観の変化に伴い、
血縁や婚姻を伴う形ばかりではなくなっています。その家族をケア
するとは？　また多様な家族の変化に応じたケアとは何かを一緒に
考えてみましょう。

名古屋保健衛生大学卒業（現、藤田保健衛生大学）。岐阜大学大学院
教育学研究科学校教育専攻修了。大学病院などで看護師としての勤
務を経て、専門学校、短期大学、大学において、看護師養成に携わ
り現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 在宅臨床看護Ⅰ（看護技術）／在宅臨床看護Ⅱ（看護過程・展開
技法／地域看護（地域ケア・予防活動）／基礎看護学実習Ⅰ／
在宅看護論実習／統合看護実習／看護学研究（ゼミナール）／
看護学特論Ⅰ

内藤  恭 子
教授

健康 教育 福祉 経営 生き方 生活

講義
テーマ

キーワード

家族看護って何だろう？
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学びの領域

精神の病気は、5 大疾患となり身近な病気となっています。しかし、
「こころの病気」については、わからないことや知らないことが多い
のではないでしょうか。こころが病気になるとどんなことに困るの
でしょうか？どんな手助けができるでしょうか？いっしょに考えて
みませんか？

国立療養所岐阜病院附属看護学校卒業後、看護師として臨床看護に
携わる。その後看護師養成教育の専門学校、短期大学の教員を経て
現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 精神看護学／精神看護学概論／精神臨床看護Ⅰ

木村  恵 子
教授

健康 教育 福祉 経営 心 生活

講義
テーマ

キーワード

「知っておこう、こころの病気」

からだ

学びの領域

女性の健康を守る

女性ホルモンの健康への影響
妊娠・出産を自らの体で担っている女性は、男性に比べて性と生殖
に関する健康を損なうリスクを多く持っています。女性と男性の性
差を正しく理解し、女性自らが健康に過ごすための方法などをお話
します。

岐阜大学医学部附属看護学校卒業。京都大学医療技術短期大学部助
産学特別専攻修了。看護師、助産師として臨床看護に携わる。岐阜
大学大学院医学系研究科看護学専攻修了後、看護師養成教育の専門
学校、大学の教員を経て現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 母性看護学概論／母性臨床看護Ⅰ／母性臨床看護Ⅱ（看護技
術・看護過程演習）／母性看護学実習／看護学専門演習（看護
研究）

尾藤  泰 子
教授

健康 教育 福祉 経営 からだ

講義
テーマ

キーワード

学びの領域

“ フローレンス・ナイチンゲール”って
凄い人！

フローレンス・ナイチンゲールという人物を知っていますか。有名なの
は「クリミア戦争」での貢献ですが、それだけではありません。彼女は、
多くの功績を残し、“近代看護の祖”と呼ばれています。ナイチンゲール
の生涯や功績に触れてみましょう。

岐阜大学医学部附属看護学校卒業。名古屋大学医学部附助産婦学校
卒業。岐阜大学大学院教育学研究科心理発達支援専攻修了。助産師・
看護師として臨床経験を経て、専門学校、短期大学等で看護教育に
携わり、現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 看護管理論 / 医の安全 / 基本看護技術Ⅱ（日常生活援助技
術）・Ⅲ（看護過程展開技法）/ 統合看護実習 / 看護学基礎
演習Ⅰ / 看護学研究（ゼミナール）

小玉  ひ と み
教授

健康 教育 福祉 経営 生き方

講義
テーマ

科学

キーワード 学びの領域

健康をまもる仕事の大切さ

行政保健師のしごとを知ろう
皆さんが暮らしている地域には、どこの市町村にも「保健師」がい
ます。あまり知られていない「保健師」の健康をまもる仕事の大切
さについて、わかりやすく説明します。普段意識することが少ない「健
康」について、一緒に考えてみましょう。

岐阜県立衛生専門学校第一看護学科・保健学科を卒業。中部学院大
学人間福祉学部および大学院人間福祉学研究科修士課程修了。町保
健センターで保健師として25年勤務後、幼児教育系の大学教員を経
て、現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目

その他のテーマ

保健医療福祉行政論／公衆衛生看護技術論／公衆衛生看護活
動論／公衆衛生看護学概論／公衆衛生看護管理

●子育て支援で楽しい育児

植松  勝 子
教授

健康 教育 福祉 経営 子ども

講義
テーマ

キーワード

地域
社会 からだ



28

看護リハビリテーション学部　看護学科　教員プロフィール

学びの領域

子どもの病気と事故

子どもは、免疫力も低く、認知機能・判断力も未熟です。そのため、
病気になりやすく、事故にも遭いやすい特徴があります。子どもに
多い病気や事故の予防、家庭での対処法についてお話しできればと
思います。

岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻修了。総合病院・クリニッ
クにて看護師として勤務後、看護系専門学校、短期大学にて小児看
護学などを担当。2014 年 4 月本学着任し、現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 小児臨床看護論Ⅰ／小児臨床看護論Ⅱ／小児看護学実習（看
護学科）／看護学研究（ゼミナール）／看護学特論Ⅱ／子ども
の保健（幼児教育学科）

留田  由 美
准教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

からだ 子ども

キーワード

学びの領域

疾病の発生要因と予防対策を探求する

疾病対策の歴史から学ぶこと
われわれ人間はこれまでに感染症などの多くの病気に悩まされ、そ
れを克服してきました。しかし、がんや難病など原因が未解明の病
気に今も悩まされています。疾病要因が必ずしも明らかになってい
なくても、予防対策のとれることを学びましょう。

岐阜大学大学院農学研究科修士課程修了後、岐阜県職員として保健、
環境等に従事し、現在に至る。この間、岐阜大学医学部研究生（疫学・
予防医学）。博士（医学）。日本公衆衛生学会認定専門家、関市環境審
議会会長など。

PROFILE

医療

担当科目 保健統計学／公衆衛生学／疫学／医療関係法規

田中  耕
教授（特任）

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

からだ

キーワード

科学 生活

学びの領域

自分自身と家族で守る健康

看護職である保健師の仕事を知っていますか？
人は生まれてから死ぬまで成長発達し続ける存在です。その段階に
応じた身体的、心理的、社会的な健康課題に向きあうことになります。
生涯にわたる健康問題を予防する立場から、個人や家族により添っ
て支援する保健師の仕事からお話しします。

岐阜大学医学部附属看護学校卒業。滋賀県立保健看護専門学院保健
婦科卒業。佛教大学社会学部社会福祉学科卒業。岐阜県・市町村・
病院保健師に従事。岐阜医療科学大学、日本保健医療大学を経て本
学に就任。保健師。博士（社会福祉学）

PROFILE

医療

担当科目 家族看護論／公衆衛生看護学概論

宮田  延 子
教授（特任）

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

地域
社会

人間
関係 生活

キーワード

看護の対象とする人々は様々な状況にあり，看護の役割を果たすに
は，お互いを理解しあう良好なコミュニケーション技術が必要とな
ります。援助を行う上でのコミュニケーション技術をみがく簡単な
ワークと共に学びます。

金城学院大学大学院博士課程・後期課程人間生活学専攻 ( 博士課程 ) 
修了。名古屋第一赤十字病院看護師として勤務後、看護基礎教育に
携わる。岐阜大学医学部看護学科基礎看護学分野教授を経て現職に
至る。

PROFILE

担当科目 基本看護技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ／フィジカルアセスメント／看護
学概論／看護倫理学

竹下  美 惠 子
教授（特任）

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

看護における人間関係と
コミュニケーション

からだ 心 ことば
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学びの領域

若い時から取り組む生活習慣

心地よさを再現するために
健康づくりにはバランスのとれた生活習慣が欠かせません。特に「食
事」の偏り、「睡眠不足」は身体への負担だけでなく、学習面やメン
タル面にも影響します。若者世代の理想的な生活習慣の取り組みを
お手伝いしたいと思います。

名古屋大学医学部保健学科卒業。同大学院博士課程前期課程修了。
愛知医科大学大学院単位取得満期退学。博士（医学）。名古屋市立大
学大学院医学研究科環境省エコチル調査愛知ユニットセンター保健
師、企業保健師を経て現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 保健医療福祉行政論／公衆衛生看護活動論Ⅱ／公衆衛生看護
技術論（家庭訪問、健康教育）／産業保健論／公衆衛生看護診断
演習／公衆衛生看護学実習Ⅰ（個人・家族・集団の生活支援実習）
／公衆衛生看護学実習Ⅱ（公衆衛生看護活動展開実習）／公衆衛
生看護学特論／看護学基礎演習／看護学研究（ゼミナール）

その他のテーマ ●質の良い睡眠がもたらすメリット

髙田  真 澄
准教授

健康 教育 福祉 経営 からだ 心

講義
テーマ

キーワード

生活

妊娠～出産～産後・子育てを支える看護
妊娠して出産を決めたら…妊娠健診や出産準備教室、出産、産後の
育児まで、お産の前後には看護職が関わる様々な場面があります。
それぞれの場面で看護職は具体的に何をしているのでしょうか。

「お産」を通して看護の役割を考えてみましょう。

名古屋大学医療技術短期大学部看護学科卒業、同専攻科助産学特別
専攻修了。岐阜大学大学院地域科学研究科修了。助産師として病院・
診療所で 24 年間勤務。短大看護学科講師、専門学校・大学の非常
勤講師を経て現職。

PROFILE

担当科目 基礎看護学実習Ⅱ／母性臨床看護Ⅰ（周産期の看護）・Ⅱ（看護
技術・看護過程演習）／母性看護学実習／看護学基礎演習Ⅱ／
看護学研究（ゼミナール）

篠田  利 佳
准教授

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

心 子ども

「お産」に関わる看護職の役割

からだ

学びの領域

認知症ってどんな病気？

認知症になっても、自分らしく生きるために
「認知症になると何もできなくなる」本当にそうでしょうか。高齢者
が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるためには、認知症の早
期発見や予防が欠かせません。それを可能にするための看護の役割
について、皆さんに伝えていきたいと考えています。

中部労災看護専門学校卒業後、総合病院・介護老人保健施設で看護
師として勤務した後、看護専門学校・短期大学等で看護教員として
老年看護を担当。現在、中部学院大学大学院博士課程に在籍中。

PROFILE

医療

担当科目 老年臨床看護論Ⅰ（健康障害と看護）／老年臨床看護論Ⅱ（看
護技術・看護過程演習）／呂年看護学演習／統合看護学演習
／看護学基礎演習Ⅰ／看護学専門演習（看護研究）

平澤  園 子
准教授

健康 教育 福祉 経営 生き方

講義
テーマ

生活からだ

キーワード

その他のテーマ ●予防を含めた認知症看護
●高齢者の “ もてる力 ” を活かした看護実践

学びの領域

看護師が実践する
フィジカルアセスメント

器具を使わず身体のどんなことがわかるのか
看護師は、患者さんを目で見て、手で触れて、話や音を聞いて、い
ろいろな情報を得て看護をしています。聴診器などの器具を使わず
にどんなことがわかるのかをお話します。

岐阜大学医療技術短期大学部卒業、岐阜大学医学部附属病院勤務後
に岐阜大学医学部看護学科へ編入学。再び臨床に戻り、岐阜大学医
学系研究科看護専攻修了。短期大学教員、大学教員を経て現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 成人臨床看護論Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ／成人看護学演習／看護学専門演
習（看護研究）／統合看護学演習

林  久 美 子
准教授

健康 教育 福祉 経営 からだ

講義
テーマ

キーワード
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看護リハビリテーション学部　看護学科　教員プロフィール

互恵的相互依存関係が成り立つ協同的な環境
集団における対人的な相互関係は、肯定的な関係の「協同」と否定的
な関係の「競争」、そして相互に無関係となる「個別」といった 3 つの
社会的文脈があります。その中でも、協同的な価値観が優位である
環境がもたらす影響について考えます。

南山大学大学院人間文化研究科教育修士課程修了。中部学院大学大
学院人間福祉学研究科博士課程修了。小牧市民病院看護主任、日本
赤十字豊田看護大学助手を経て現職。研究テーマは、職業の継続・
自己効力感に関する研究。

PROFILE

担当科目 統合看護学

野田  明 敬
准教授

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

「感謝」の溢れた場とは

人間
関係

社会
問題 働き方

学びの領域

看護ってどんな仕事？

看護はじめは手で「看る」こと
看護を身近に感じてもらえるように、看護の「看る」の意味であ
る、手で見ることの体験と経験を交えながら看護師の仕事について
紹介していきます。また患者さんをケアすることで自分自身も成長
してきたことを経験からお話しできればと思います。

岐阜大学医学部附属看護学校卒業後、日本赤十字社医療センター、
岐阜大学医学部附属病院において、臨床看護、看護管理に携わる。
産能大学大学院経営情報学研究科修了。

PROFILE

医療

担当科目 成人臨床看護Ⅰ（健康障害と看護）・Ⅱ（看護技術・看護過
程演習）/ 成人看護学実習Ⅰ（慢性期）・Ⅱ（急性期）/ 看
護学特論Ⅱ / 看護学研究（ゼミナール）

宮部  美 香 子
准教授

健康 教育 福祉 経営 からだ 働き方

講義
テーマ

心

キーワード

学びの領域

“ 難病 ” ってどんな病気？

“難病 “のかたとの関わりから得た沢山の宝
未だ治療法が確立していない、希少である、長期の療養生活が必要の
“難病”。難病拠点病院で難病コーディネーターとして、（特に神経難病
療養者との関わりを中心に）得た、難病療養者の幅広いネットワーク
力、”いきる”力強さをお伝えしたい。

岐阜大学医学部付属病院看護専門学校卒業、佛教大学社会福祉学部
社会福祉学科卒業、岐阜大学医学系研究科看護学専攻　地域健康援
助額　地域看護学分野修了、岐阜大学医学部付属病院　看護部（難
病医療コーディネーター兼務）での勤務を経て、現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 在宅臨床看護Ⅰ（看護技術）・Ⅱ（看護過程・展開技法）/ 在宅看
護論実習 / 看護学基礎演習Ⅱ / 看護学研究（ゼミナール）

堀田  み ゆ き
准教授

健康 教育 福祉 経営 生き方

講義
テーマ

地域
社会

キーワード

学びの領域

手術後の患者さんの離床

何故、寝ていることがだめなのでしょうか。
手術をしたら痛いのに、何故、早く起きないといけないのでしょうか。
痛みのある患者さんが、自分の力で起きるためには、どのようにし
たらよいのか、考えてみませんか。

岐阜県立多治見看護専門学校卒業。岐阜県立多治見病院、中津川市
民病院で看護師。岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻修了。大
学教員、臨床で看護師を経て、現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 成人臨床看護Ⅰ（健康障害と看護）／成人臨床看護Ⅱ（看護技
術・看護過程演習）／成人看護学実習（急性期）／成人看護学
実習（慢性期）／看護学研究（ゼミナール）／成人看護学概論
／総合看護実習

柴  裕 子
准教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

からだ 心 人間
関係

キーワード
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学びの領域

血圧のなるほど

日本は高血圧症の方が 4 万人を超え、世界と比べて高血圧の割合が
高い国と言えます。なぜ高血圧になってしまうのでしょう。高血圧
＝心拍出量×末梢血管抵抗により決定され調整されています。血圧
について学び、明るい健康社会にしましょう。

学歴は、聖隷クリストファー大学にて看護学士を取得後、岐阜大学
医学系研究科再生医科学博士前期・後期課程を経て医学博士（再生
医科学）を取得。職歴は、豊橋ハートセンターにて看護師として勤め、
その後岐阜大学医学部看護学科助教を経て現職。

PROFILE

医療

担当科目 看護技術Ⅰ（基本）／看護技術Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ／フィジカルアセス
メント／看護学基礎演習Ⅰ・Ⅱ／看護学専門演習（看護研究）

岡本  千 尋
講師

健康 教育 福祉 経営 からだ

講義
テーマ

キーワード

その他のテーマ ●見て聞いて触ってわかること
●看護技術のなるほど

加齢変化による生活への影響について考えてみよう
日本は、高齢者の人口が増えています。そして、誰もが老いを経験
します。老いるとはどういうことなのか、そして、老いることによ
る様々は変化（からだ、こころ、人とのつながり）から生じる生活
への影響、特に生活のしづらさを一緒に考えましょう。

岐阜県立看護大学大学院博士前期課程修了。看護師として 25 年以
上の臨床経験を得て看護教育に携わる。専門は老年看護学。

PROFILE

担当科目 老年臨床看護Ⅰ／老年臨床看護Ⅱ／老年看護学実習Ⅰ／老
年看護学実習Ⅱ／統合看護実習／看護研究（ゼミナール）／
看護学特論Ⅲ

山口  奈 都 世
講師

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

老いるということ

からだ 心 生活

学びの領域

言葉に表れないメッセージを
キャッチしよう

看護師が行う観察とコミュニケーション
看護師は患者さんと関わるなかで、様々な観察をしています。では何
のために、どのような観察をしているのでしょうか。基本であり、重
要な要素である観察について、コミュニケーション技術とともに考え
てみましょう。

岐阜大学医学部看護学科卒業後、看護師として病院に勤務。看護師
養成に携わりつつ、岐阜大学大学院教育学研究科修了（教育学修士）。
岐阜大学医学部看護学科助教（基礎看護学）を経て、現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 基本看護技術Ⅰ（共通）･ Ⅱ（日常生活援助技術）･ Ⅲ（看護過
程展開技法）･ Ⅳ（診療の補助）/ 基礎看護学実習Ⅰ ･ Ⅱ / 統
合看護実習 / フィジカルアセスメント / 看護学基礎演習Ⅰ /
看護学研究（ゼミナール）

佐野  亜 由 美
講師

健康 教育 福祉 経営 からだ 人間
関係

講義
テーマ

心

キーワード

学びの領域

精神・発達障害の正しい理解

診断名と障害ネーミングに振り回されない接し方
企業に義務づけられる障害者雇用率が 2026 年 7 月に 2.7％に引き
上げられていきます。「大学、短期大学及び高等専門学校」の障害学生
数は、令和３年では、前年度より 5,403 人増えています。障害を持
ちながらも大学へ進学し、その後、障害者雇用も増加していく未来
において、障害の正しい理解は必須となります。
精神・発達障害の正しい知識とかかわりの技術についてお話をさせて
いただきたいと思います。

精神看護時代はアルコール依存症を専門として 4 年間従事。その後
教育の場へ。現在はリカバリーの哲学に基づいて看護の実践について
地域の看護師さんや福祉従事者の方々と勉強会を開催しています。リ
カバリーの哲学に基づいた、地域での障碍者の暮らしのサポートにつ
いて研究しています。日本精神障害者リハビリテーション学会理事。

PROFILE

医療

担当科目 精神看護学概論／精神臨床看護Ⅱ／精神看護学実習／基礎
看護学実習Ⅱ

木挽  秀 夫
講師

健康 教育 福祉 経営 生き方

講義
テーマ

人間
関係ことば

キーワード

その他のテーマ ●依存症の理解
●うつ病の正しい理解
●コミュニケーションとは
●企業人としてのメンバーシップ
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なんだろう？
って

■ SDGs とは
　SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開
発目標）は、「誰一人取り残さない（leave no one behind）」
持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。
2015 年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持
続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の中で掲げられま
した。2030 年を達成年限とし、17 のゴールと 169 のターゲッ
トから構成されています。

■ SDGs 達成のために必要なことは？
　2020 年に地球規模で拡大した新型コロナウイルス感染症や環境
問題による大規模災害などからも明らかなように、グローバル化が
進んだ現代においては、国境を越えて影響を及ぼす課題に、より一層、
国際社会が団結して取り組む必要があります。SDGs を達成する道
のりは決して容易なものではありません。だからこそ、2030 年ま
で残り 10 年を切った今、私たち一人ひとりが SDGs へ関心を持ち、
その必要性を理解して行動に移すことが求められています。

持続可能な開発目標（SDGs）の詳細
目標１  貧困
あらゆる場所あらゆる形態
の貧困を終わらせる

目標２  飢餓
飢餓を終わらせ、食料安全
保障及び栄養の改善を実現
し、持続可能な農業を促進
する

目標３  保健
あらゆる年齢のすべての
人々の健康的な生活を確保
し、福祉を促進する

目標４  教育
すべての人に包摂的かつ公
正な質の高い教育を確保
し、生涯学習の機会を促
進する

目標５   ジェンダー
ジェンダー平等を達成し、
すべての女性及び女児のエ
ンパワーメントを行う

目標６  水・衛生
すべての人々の水と衛生の
利用可能性と持続可能な管
理を確保する

目標７  エネルギー
すべての人々の、安価かつ
信頼できる持続可能な近代
的なエネルギーへのアクセ
スを確保する

目標８  経済成長と雇用
包摂的かつ持続可能な経
済成長及びすべての人々の
完全かつ生産的な雇用と
働きがいのある人間らしい
雇用（ディーセント・ワーク）
を促進する

目標 9   インフラ、産業化、
イノベーション

強靭（レジリエント）なイン
フラ構築、包摂的かつ持続
可能な産業化の促進及びイ
ノベーションの推進を図る

目標10   不平等
国内及び各国家間の不平
等を是正する

目標11   持続可能な都市
包摂的で安全かつ強靭（レ
ジリエント）で持続可能な都
市及び人間居住を実現する

目標12   持続可能な 
消費と生産

持続可能な消費生産形態
を確保する

目標13   気候変動
気候変動及びその影響を
軽減するための緊急対策を
講じる

目標14   海洋資源
持続可能な開発のために、
海洋・海洋資源を保全し、
持続可能な形で利用する

目標15   陸上資源
陸域生態系の保護、回復、
持続可能な利用の推進、持
続可能な森林の経営、砂漠
化への対処ならびに土地の
劣化の阻止・回復及び生物
多様性の損失を阻止する

目標16   平和
持続可能な開発のための平和
で包摂的な社会を促進し、す
べての人々に司法へのアクセ
スを提供し、あらゆるレベル
において効果的で説明責任の
ある包摂的な制度を構築する

目標17   実施手段
持続可能な開発のための実
施手段を強化し、グローバ
ル・パートナーシップを活
性化する

コラム
C O L U M N
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スポーツ健康科学部
スポーツ健康科学科
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スポーツ健康科学部　スポーツ健康科学科　教員プロフィール

学びの領域

誰にでもできるプログラミング

プログラミングの面白さを体験しよう
わずか 5 分でできるプログラミングを通して、パソコンを思い通り
に操作する面白さを体験しましょう。

岐阜大学大学院工学研究科博士後期課程単位取得退学。中部学院大
学経営学部経営学科を経てスポーツ健康科学部スポーツ健康科学科
教授。岐阜県警察サイバー犯罪対策アドバイザー。

PROFILE

医療

担当科目 情報活用論／情報処理論

中川  雅 人
教授
スポーツ健康科学科　学科長

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

IT 科学

キーワード

スポーツ選手の心理支援

メンタルを強化するために
メンタルを強化するためには、選手の心理的特徴を理解した上で、
その特徴に合った強化方法を考える必要があります。そして、選手
の技能ややる気の向上のために指導方法の工夫も不可欠です。また、
指導者は選手と信頼関係も大切です。そのような内容をお伝えした
いと思っています。

東京教育大学体育学部卒業・同大学院体育学研究科修了、岐阜大学
教育学部教授を経て現職。スポーツメンタルトレーニング上級指導
士。臨床心理士。認定スポーツカウンセラー。

PROFILE

担当科目

その他のテーマ

スポーツ心理学／臨床スポーツ心理学／臨床心理学

●スポーツ選手のカウンセリング
●スポーツ選手の心理サポート
●スポーツ選手のメンタルトレーニング

鈴木  壯
教授
スポーツ健康科学部　学部長

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

心 スポーツ からだ

学びの領域

協働の大切さが解る経営学

シナジー効果で豊かな生活を手に入れる方法
異なる比較優位の組合せでシナジー効果を生む法則を、オリジナルの比較
優位ゲームで楽しみながら学習する授業。比較優位を理解すると、異なる
能力を持った人が協力し合うことで豊かな生活を築くことが可能となるこ
とを理解できます。このことから、いじめや偏見を捨てて多くの人々と豊
かな人間関係を作ることが自分のためになることを数値で理解できます。

明治大学政治経済学部卒業、明治大学大学院・博士（経済学）。星稜
女子短期大学（2001 〜 2012）、中部学院大学経営学部（2012 〜
2019）スポーツ健康科学部（2017 〜）。

PROFILE

医療

担当科目

その他のテーマ

基礎経営学／中小企業論

● SDGs と経営学

安藤  信 雄
教授

健康 教育 福祉 経営 働き方

講義
テーマ

キーワード

社会
問題 経済

学びの領域

暮らしの中に運動を！！

私たちは健康であるためにそれぞれのライフスタイルに応じた運動
の実践が大切です。対象にあわせた健康づくりのための運動の仕方
についてお話をします。

日本大学文理学部体育学科卒業。同大学大学院文学研究科教育学専
攻修士課程修了（文学修士）。岐阜大学医学部疫学・予防医学分野研
究生満期修了。

PROFILE

医療

担当科目 健康スポーツ論／水泳／スポーツ科学論／生涯スポーツ論　
他

水野  か ゞ み
教授

健康 教育 福祉 経営 からだスポーツ

講義
テーマ

キーワード
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憲法は考える学問である
憲法というと、堅苦しく、暗記科目というイメージがありませんか。
憲法は、わたしたちの身近にあり、実際に使われているものです。
憲法の視点から、日本社会をみてみましょう。

京都産業大学法学部卒業。同志社大学大学院法学研究科博士前期課
程修了。同大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学。同志
社大学法学部嘱託講師等を経て、現在に至る。

PROFILE

担当科目 日本国憲法／法学／民法

浅田  訓 永
教授
留学生別科長

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営 文化

キーワード

社会
問題

日常生活から考える憲法

学びの領域

運動による身体の変化を楽しむ

「運動」と「身体」に関わる面白いお話をお届けします
健康の維持・増進のために定期的な運動が必要だとよく言われます
が、一般的に知られていない運動の効果も数多くあります。簡易的
な実験を行いながら「運動と身体」について解説を行い、呼吸、循環、
代謝の変化等、驚くべき真実の一部を紹介することができればと考
えています。

筑波大学体育専門学群卒業、岐阜大学大学院教育学研究科修了（修
士（教育学））、岐阜大学大学院医学系研究科医科学専攻修了（博士（医
学））。岐阜県立土岐商業高等学校教諭、岐阜県立岐阜北高等学校教諭
を経て本学へ赴任。研究分野は生理学、スポーツ医学。専門種目は剣道。

PROFILE

医療

担当科目 身体発達論／測定評価論／スポーツ科学論／身体による表
現活動／基礎演習／専門演習／卒業研究

有川  一
教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

スポーツ からだ 科学

キーワード

学びの領域

パラスポーツを楽しもう！

Sports　for　“Everybody”
障がいがある人もない人も工夫次第で十分一緒にスポーツを楽しめ
ます。「パラスポーツってどんなだろう？」と思う方、ぜひみんなで一
緒にトライしてみませんか？実際に体験しながら、スポーツの気軽
さ、面白さ、奥深さを学んでいきましょう。

日本福祉大学卒業後、障がいスポーツ指導員を経て渡米。インディ
アナ大学大学院運動生理学部博士課程満期修了。その後、和歌山県
立医科大学や福岡・誠愛リハビリテーション病院等で障がいのある
方への運動指導や研究を重ね現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 スポーツ健康科学入門／障がい者スポーツ論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ／障
がい者スポーツ実技／スポーツ科学論／障がい者スポーツ
実習／トレーニング論

後藤  健 太
講師

健康 教育 福祉 経営 スポーツ

講義
テーマ

レクリ
エーションからだ

キーワード 学びの領域

武道から学ぶ「自然体」

伝統的な行動の仕方を考える
剣道や柔道の授業はなぜ実施されるのでしょうか。礼法を学ぶた
め？正座は何のためにするの？暑さや寒さに負けないため？我が国
で育まれた「武道」の成り立ちと、その教育性をわかりやすく解説
します。

日本体育大学体育学部武道学科卒業、日本体育大学大学院体育科学
研究科博士前期課程修了（体育科学修士）、同大学院博士後期課程単
位取得満期退学、岐阜薬科大学スポーツ・科学研究室助教を経て現
在に至る。剣道錬士六段。

PROFILE

医療

担当科目 基礎演習Ⅰ･Ⅱ／スポーツとキャリア／スポーツ実技（剣道）／
インターンシップⅠ･ Ⅱ ･ Ⅲ／身体による表現活動Ⅰ（スポー
ツ実技）／健康スポーツ論／スポーツ科学論／専門実習／卒業
研究

坂本  太 一
講師

健康 教育 福祉 経営 生き方 文化

講義
テーマ

心

キーワード
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スポーツ健康科学部　スポーツ健康科学科　教員プロフィール

体育の授業は、好き？それとも、嫌い？
誰でも 1 度は受けたことがある体育の授業。どんなイメージを持っ
ていますか？目指すのは「より速く、より高く、より強く」だけで
はありません。運動やスポーツを通して、様々な人と関わることが
できる体育授業の良さを一緒に考えてみましょう。

早稲田大学スポーツ科学部卒業、早稲田大学大学院スポーツ科学研
究科修士課程および博士後期課程修了。博士（スポーツ科学）。早稲
田大学オリンピック・パラリンピック教育研究センター研究員から、
埼玉県の小学校教員を経て現在に至る。

PROFILE

担当科目 スポーツ教育論／スポーツ健康科学入門（教育・健康）／保健
体育科教育法 B・D ／健康スポーツ論／体育科教育法

東海林  沙 貴
講師

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

子ども スポーツ

運動・スポーツを通した関わり合い
「みんな」のための体育授業

人間
関係

合理的な動きとは？
高いパフォーマンスを発揮するためには、合理的な動作を行う必要
があります。合理的な動作とは何なのか？トップアスリートの科学
的サポート事例を紹介しながら一緒に考えていきましょう。

中京大学大学院卒業、中京大学スポーツ科学部（2020 〜 2024）/ 中
部学院大学スポーツ健康科学部（2024 〜）／日本陸上競技連盟科学
委員／日本パラ陸上競技連盟情報・科学スタッフ

PROFILE

担当科目 スポーツバイオメカニクス／測定評価論／スポーツ科学論／
身体による表現活動Ⅰ（スポーツ実技）／基礎演習Ⅱ／専門演
習／卒業研究

瀧川  寛 子
助教

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

科学 スポーツ

トップアスリートの科学的サポート

学びの領域

生涯スポーツ社会の実現に向けた
スポーツの関わり方

スポーツを『する・みる・ささえる・知る』
生涯スポーツ社会では、個人の体力や年齢、技術や興味・関心に応じ
て、「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツと関わることが求めら
れます。ライフスタイルに合ったスポーツの多様な関わり方について、
国内外の事例を中心に一緒に考えましょう。

中京大学体育学部卒業、中京大学大学院体育学研究科修士課程修了。
大阪体育大学生涯スポーツ実践研究センター(現：社会貢献センター)
研究員、中京大学大学院スポーツ科学研究科実験実習助手を経て、
現職に至る。

PROFILE

医療

担当科目 基礎演習Ⅰ／スポーツ健康科学入門（障がい・マネジメント）
／スポーツマネジメント／スポーツクラブ経営論／スポーツ
産業論／スポーツツーリズム演習／スポーツ社会学／レクリ
エーション論／身体による表現活動Ⅰ ( スポーツ実技 ) ／イ
ンターンシップ II・Ⅳ／専門演習／卒業研究

川西　司
助教

健康 教育 福祉 経営 スポーツ 地域
社会

講義
テーマ

レクリ
エーション

キーワード
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大学・短期大学部
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学びの領域

新聞ジャーナリズムとマスコミの役割

新聞報道の現場から社会貢献を目指す
新聞を中心にジャーナリズムとマスコミの社会的な役割を改めて問
い直す。ニュースを主体的に捉え、ニュースの背景を読み解く力を
養う。新聞による選挙報道や事件の調査報道の具体例を紹介し、人
権やプライバシー保護、報道被害の防止を考える。

同志社大学文学部社会学科新聞学専攻を卒業。岐阜新聞社に入社し
編集局報道部に配属。編集局報道部長、東京支社長、取締役編集
局長を経て代表取締役社長に就任。現在は取締役相談役を退任し、
十六総合研究所アドバイザー。岐阜県レクリエーション協会顧問。

PROFILE

担当科目 現代マネジメント研究／現代社会と情報

碓井  洋
教授（特任）

教育医療 健康 福祉 経営 社会
問題

地域
社会

講義
テーマ

経済

キーワード 学びの領域

夢の解像度を高めよう

『自己理解』を深め、夢を実現しよう
いままでの経験・出会いから生まれた夢を実現する過程がその方の
人生となります。自分自身と向き合い、「どういう人間でありたい
か」、「どういう人生を送りたいか」を考え、『自己理解』を深め、
夢の実現への道筋を一緒に考えましょう。

中京大学大学院情報科学研究科修了、高知工科大学大学院起業家コー
ス博士課程単位取得退学。システムエンジニアとして勤務後，介護
福祉士、社会福祉士養成、地域活動に従事。介護福祉士、社会福祉士、
キャリアコンサルタント。

PROFILE

医療

担当科目 情報活用論Ⅰ／美濃と飛騨のふくし／人間福祉特講Ⅰ

野方  円
准教授

健康 教育 福祉 経営 IT 働き方

講義
テーマ

生き方

キーワード
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短期大学部
幼児教育学科



40

短期大学部　幼児教育学科　教員プロフィール

音楽あそびの知恵袋

子どもとのあそびや、大人の健康増進に音楽を生かそう!
ノンバーバルコミュニケーションとしての音楽を、子どもたちとの
関わりに生かしましょう。だって音楽のきらいな子どもはいないで
しょう。確かな知識を持って、身近で親しみのある音楽を遊びや生
活に生かす知恵をお教えします。

愛知県立芸術大学音楽科器楽専攻卒業。岐阜大学大学院教育学修士。
岐阜県音楽療法士。岐阜県教育委員会能力開花支援事業登録講師。
子そだて支援教室講師。全日本リトミック音楽教育研究会会員。お
もちゃコンサルタント。音楽あそび、コンサート開催。

PROFILE

担当科目 音楽表現活動／総合表現活動／音楽

杉山  祐 子
教授
幼児教育学科　学科長　

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

子ども あそび生活

学びの領域

健康な心と体をつくろう！
人間の体を健康な状態に保つためには、栄養摂取は不可欠なもので
す。いつどんな時にどんなものを体のために摂取していくかを、病
気やその人のライフスタイルとともに考えていきましょう。また、
子どもの頃からの食体験が成長してからの体に影響をもたらします。
今こそ、いいものを食べましょう。

椙山女学園大学家政学部卒業。同大学院生活科学研究科修了。岐阜
県教員を経て現在に至る。人間福祉学会会員、栄養士。

PROFILE

医療

担当科目 子どもの食と栄養／臨床栄養／生活支援技術／スポーツ栄養

菊池  啓 子
教授

健康 教育 福祉 経営 からだ

講義
テーマ

キーワード

生活

健康と栄養管理
　～食べ物からできているカラダ～

学びの領域

“おと”でコミュニケーション

人間にとって“おと”とは何だろう
私たちの身のまわりには、さまざまな“おと”があふれています。何
げなく生活の中に音楽を取り入れて過ごすこともあるでしょう。“お
と”の存在が私たちに何を及ぼしているのでしょうか。実際に触れて、
聴いて、感じて“おと”の素晴しさを味わってみませんか。

愛知県立芸術大学音楽学部器楽専攻ピアノ科卒業。全日本リトミッ
ク音楽教育研究会岐阜支部長、岐阜市文化芸術推進審議会会長、中
部学院大学ハンドベルクワイア指揮者、岐阜県音楽療法士。

PROFILE

医療

担当科目

その他のテーマ

音楽／総合表現活動／基礎ゼミナール／幼児と表現

●楽しいリトミック
●子どもと音楽
●すてきにピアノ

岡田  泰 子
教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

子ども 文化

キーワード

あそび

学びの領域

日本社会福祉の精神的源流を辿る

社会福祉の先駆者・留岡幸助の精神的土壌
日本の監獄改善、青少年更生事業のパイオニア留岡幸助の生涯を紹介
しその意味を考えることで、地域に根差しながら同時に地球規模の視点
をもって、人間にとってのよりよい人生と共生、福祉の可能性を探りま
す。

同志社大学神学部卒業後２年間の民間団体勤務を経て、同大学院神
学研究科博士課程前期修了、以後３２年間牧師生活を送る。この間
３年間の海外留学、同後期課程にて歴史神学を専攻し学位〈博士（神
学）〉修得。

PROFILE

医療

担当科目 キリスト教概論 / 基礎ゼミナール / 幼稚園教育実習事前 ･
事後指導Ⅰ

八木橋  康 広
教授

健康 教育 福祉 経営 生き方 社会
問題

講義
テーマ

心

キーワード
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学びの領域

これから親になる皆さんへ

子育ての大変さと楽しさを想像してみよう

医療

担当科目 保育内容総論／保育・教育課程論／幼稚園教育実習事前事後
指導Ⅰ／専門ゼミナール／教職実践演習

健康 教育 福祉 経営

キーワード

子ども 生活

小さい子どもと間近で接することなく親になる人が増えています。
子どもってかわいいですか？めんどくさいですか？子どもと一緒の
生活は結構面白いものです。子どものことを知って、子育てについ
てのイメージを膨らませてみませんか。

愛知教育大学幼稚園課程幼児教育学科卒業。名古屋市立幼稚園教諭、
岐阜県内の保育園保育士・子育て支援センター担当保育士・園長と
して勤務。岐阜聖徳学園大学短期大学部・名古屋短期大学非常勤講師、
岐阜女子大学特任講師を経て現職。

PROFILE

西 垣  直 子
准教授（特任）

講義
テーマ

子どもと共に

子どもを観察するということ
子どもはいつだって学ぼうとしているのです。そんな視点で子ども
を観察すると子どもの行動や表情の背景にある心の育ちが見えてき
ます。子どものおもしろさ、保育のおもしろさをお話しできたらと
思います。

岐阜大学教育学部卒業。同大学大学院教育学研究科修了。奈良女子
大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了。博士（学術）。

PROFILE

担当科目 保育原理／幼児と人間関係／保育内容「人間関係」

倉畑  萌
講師

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

心 子ども 人間
関係

学びの領域

「運動遊び」がもたらす様々なメリット
現在、運動遊びは “ 体力・運動能力の向上 ”、“ 丈夫な身体 ”、“ 意欲
的な心 ”、“ 社会適応力 ”、“ 脳の発達 ” によいとされています。それ
はなぜなのか、そしてそれらを促進するためにはどうしたらよいの
か。最新の研究成果や事例を踏まえながら考えていきます。

岐阜県立中津高等学校卒業、岐阜大学教育学部保健体育講座卒業、
同大学大学院保健体育領域修了。岐阜県内の小学校教員を経て、現
在に至る。研究分野は発育発達学。専門種目は水泳。

PROFILE

医療

担当科目 身体による表現活動／保育内容（健康）／幼児と健康／
専門ゼミナール

小椋  優 作
講師

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

キーワード

子ども からだ あそび

子どもの「心」と「身体」を育む
運動遊び !

学びの領域

知的障がい児者の行動上の問題に
ついて考えませんか？

人と環境との相互作用の視点から

医療

担当科目 子ども家庭福祉／社会的養護Ⅰ／社会的養護Ⅱ／児童家庭
福祉論／保育実習ⅠＢ／保育実習Ⅲ（施設）／保育・教職実
践演習（幼稚園）／専門ゼミナール

健康 教育 福祉 経営

キーワード

人間
関係

知的障がい児者（自閉症児者も含む）を支える支援者の中には、対
象児者の行動上の問題に苦慮している場合もあるかと思います。そ
うした支援者に支援のポイントをお伝えすることで、対象児者の生
活環境の改善につながればと思います。

佛教大学教育学部卒業。修士（社会福祉学）、修士（教育学）、博士（教
育学）、社会福祉士。特別支援学校講師・寄宿舎非常勤指導員、障が
い児入所施設児童指導員、障がい者支援施設生活支援員、短期大学
専任教員等を経て現在に至る。

PROFILE

村 田  泰 弘
准教授

講義
テーマ
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短期大学部　幼児教育学科　教員プロフィール

学びの領域

多様性が認められるということ
障害の有無、国籍の違い、その他さまざまな背景をもつ子どもたちが、
同じ空間で生活し、互いに理解し合うことが目指されている保育が
あります。違いって何だろう？多様性って何だろう？同じじゃない
といけないの？一緒に考えてみませんか。

愛知県立大学教育福祉学部教育発達学科卒業。名古屋大学大学院教
育発達科学研究科教育人類学領域修了。岐阜県内私立保育園保育士
を経て、現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 乳児保育Ⅰ／保育内容（言葉）／幼児と言葉／保育基礎講座
Ⅱ／専門ゼミナール／保育実習 IA（保育所）

遠座  未 菜
助教

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

キーワード

心 子ども 人間
関係

インクルーシブ保育
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短期大学部
社会福祉学科
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短期大学部　社会福祉学科　教員プロフィール

①ドッグ・セラピー体験で「癒し」のパワーを感じてみよう！
②反射療法（リフレクソロジー）体験でこころとからだを開放しよう！
心身のセルフコントロールの一方法として、また、介護や看護の必
要な方の心身の不調の軽減やコミュニケーション手段として活用で
きる「ドッグ・セラピー」もしくは「反射療法（リフレクソロジー）」
の理論を学び、その効果を実感しながら手法を身につけます。

看護師、保健師、社会福祉士（看護学修士、社会福祉学博士）リフ
レクソロジスト、アニマルセラピスト

PROFILE

担当科目

その他のテーマ

介護総合演習／健康管理／生活支援技術／心とからだのし
くみ／介護過程／医療的ケア／リラクセーションケア　他

●介護の基本技術と介護機器および ICT の活用

横山  さ つ き
教授
社会福祉学科　学科長補佐
大学院（人間福祉学研究科）兼担

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

心 人間
関係からだ

セラピーの世界

学びの領域

身体を知ると見た目が変わる
キリッとした表情を支えているのは背中の姿勢。表情筋と姿勢維持
筋の関係をビジュアルで解説し、姿勢と表情の関係性を体験します。
また、姿勢維持筋と呼吸補助筋の関係を知り、呼吸によって落ち着
きと良い姿勢を同時に得る実施方法を体験します。

愛知学院大学法学部卒業。雨宮隆太との共著に『完全版呼吸法』『健康
太極拳エクササイズ』『腕振り健康法スワイショウ入門』（ともにベー
スボール・マガジン社）等著書多数。

PROFILE

医療

担当科目 所作表現論／非言語コミュニケーション

橋  逸 郎
教授（特任）

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

生き方 からだ

キーワード

印象を決める身体の使い方、姿勢と
呼吸で人にアピールするには

人間
関係

介護の世界は多領域の専門職が「人間らしく生きること」を支える現
場です。その現場は、今、新たな技術、文化、産業等が参入、交差
する領域として急速に拡大しています。授業では、3D プリンタな
どの新技術を介護に活かす取組や外国人介護人材の受入れなど、今
日起きている実際の話題を取り上げ、これからの「介護」に様々な分
野の活動をつなげて考える可能性を学びたいと思います。

明治学院大学大学院社会学研究科社会学・社会福祉学専攻博士課程
後期単位取得満期退学。専攻研究領域は教育社会学（学校問題・青少
年問題等）に加え、介護福祉教育、介護問題研究。

PROFILE

担当科目

その他のテーマ

社会学／人間関係とコミュニケーション／教育社会学　他

●コミュニケーション入門
●校則の歴史から学校を考える

吉川  杉 生
教授
社会福祉学科　学科長

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営 生活

キーワード

人間
関係

一緒に考えよう、これからの「介護」

社会
問題

学びの領域

介護のコツは日常の何気ない動きに隠れています
日常生活の中で何気ない身体の動作を意識してみつめると、そこに
は介護技術に役立つ「自然な動き」が隠れています。これを活かし
た負担の少ない介護方法を一緒に考えましょう。

日本福祉大学大学院福祉マネジメント専攻修士課程を修了。愛知県
の特別養護老人ホームから長野県のケアハウスまで計2組織5施設に
勤務、介護職・相談員・施設長の職を歴任。平成20年3月に退職し、
現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目

その他のテーマ

生活支援技術／介護総合演習／介護過程／認知症の理解／
地域総合演習／災害介護

●高齢者福祉施設の現状と魅力

高野  晃 伸
教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

生活 からだ

キーワード

介護技術のコツ
～無意識な動作を意識してみよう～
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学びの領域

伝え上手・きき上手になるには？
「コミュニケーション」と聞くと、「何を話そう」「話をするのは苦手」
と不安になってしまう人がいると思います。でも、会話だけがコミュ
ニケーションをはかる手段ではありません。どのような方法がある
のか、一緒に体験しながら考えてみましょう。

日本福祉大学大学院社会福祉学研究科修士課程修了。中部学院大学
人間福祉学部卒業後、高齢者施設で生活相談員・介護職として勤務。
その後、本学職員兼実習指導講師を経て現在に至る。社会福祉士・
介護福祉士・介護支援専門員・認知症ケア専門士。

PROFILE

医療

担当科目 生活支援技術／介護過程／介護総合演習／介護福祉論／認
知症の理解／地域総合演習／基礎ゼミナール

桝井  彩 喜 恵
准教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

キーワード

コミュニケーションをはかるってど
ういうこと？

人間
関係

人間
関係

「ふくしのお仕事」と聞いて思い浮かべるのは、きつい？きけん？？
たいへん？？？そんなイメージでしょうか。「ふくしのお仕事」の実
際はどうなの？私は「ふくしのお仕事」に向いているだろうか？福祉
施設での勤務や学生支援の経験から「ふくしのお仕事」についてお話
しします。

中部女子短期大学（現中部学院大学短期大学部）幼児教育学科卒業、
同短期大学専攻科修了。日本福祉大学福祉経営学部卒業・中部学院
大学院人間福祉学研修科修了。特別養護老人ホーム介護職の後、本
学職員として実習教育やキャリア支援において学生支援に携り、現
在に至る。

PROFILE

担当科目 介護福祉論／生活支援技術／介護過程／介護総合演習／介護
基礎実習／介護過程実習／介護総合実習／障害者施設実習

海老  諭 香
准教授

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

働き方

うれしい・たのしい・ふくしのお仕事
～だれかの笑顔が私の元気～

学びの領域

高齢者の支援と人権

高齢者への支援を通して人権を考える
高齢者の人権について、支援や介護を通して考えていきます。高齢に
なると、様々な心身の変化とともに環境の変化が伴うことも珍しくあ
りません。自分がその立場になった時、どの様なことを望むのか考え
るきっかけとなればと思います。

日本福祉大学卒業後、医療ソーシャルワーカー、居宅介護支援専門
員として勤務。その後、福岡県立大学人間社会学研究科修士課程修了。
西日本短期大学社会福祉学科教授を経て現職に至る。

PROFILE

医療

担当科目 社会福祉の基礎／基礎ゼミナール／介護過程Ⅱ・Ⅲ／介護総
合演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ／介護学習の基礎Ⅱ／介護福祉士国家試
験対策講座／介護の基本Ａ（生活文化と地域社会）／地域総
合演習／社会保障論

後藤  裕 子
准教授

健康 教育 福祉 経営 生き方 社会
問題

講義
テーマ

キーワード

生活

学びの領域

みんなで協力して危機を乗り越えよう

私たちの日常で人と意見の違いがあった時、簡単に自分の意見を変
えたり、自分の意見だけを主張しても関係性はうまくいきません。
ゲームを通じて、相手の考えに共感したうえで自分の思いを冷静に
伝える楽しさを体験してみましょう。

大阪府立大学社会福祉学部卒業後、高齢者施設で介護職員及び介護
支援専門員として勤務。その後福井県立大学大学院看護福祉学研究
科社会福祉学専攻修士課程修了。いくつかの介護福祉士養成校を経
て、現在に至る。

PROFILE

医療

担当科目 基礎ゼミナール / 介護福祉論Ⅱ / 生活支援技術（介護）Ⅱ /
介護過程Ⅲ / 介護総合演習Ⅰ ･ Ⅱ ･ Ⅲ ･ Ⅳ / 介護過程実習 /
介護総合実習 / 地域総合演習 / 介護基礎実習 / 介護コミュ
ニケーション技術Ⅱ

吉藤  郁
講師

健康 教育 福祉 経営 生き方

講義
テーマ

ことば

キーワード



46

短期大学部　社会福祉学科　教員プロフィール

高齢者の介護予防への取組み
高齢化が加速している現在、健康寿命の延伸が課題となってきてい
ます。高齢者が地域でいきいきと生活していくために、私達ができ
る介護予防について一緒に考えてみましょう。

岐阜医療科学大学保健科学部看護学科卒業後、総合病院で病棟看護
師として勤務を経て現在に至る。

PROFILE

担当科目 基礎ゼミナール／認知症の理解 A（医学）／障害の理解 A（身
体障害）／こころとからだのしくみ B・C

東倉  一 代
助教

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営 地域
社会

キーワード

社会
問題

元気で楽しい老後を目指す
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大学事務局
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大学事務局　教員プロフィール

学びの領域

　太平洋戦争の末期、沖縄では住民を巻き込んだ熾烈を極めた地上
戦が行われた。３月には東京に焼夷弾、８月には広島、長崎に原爆
が投下され、街、くらし、命が瞬間になくなった。戦争の惨禍を知
る戦争体験者、被爆者の方々は、いずれこの世を去ります。残され
た私たちがどのように先人たちの体験を語り継ぎ、戦争の悲惨さを
伝えていくのか皆さんとともに考えたいと思います。

広島大学卒業、筑波大学大学院教育研究科修了。岐阜県教育委員会
指導主事、県立岐阜商業高等学校（定）教頭、岐阜高等学校教頭、市
立岐阜商業高等学校長、大垣西高等学校長、岐阜県博物館長を経て
現在に至る。

PROFILE

医療

杉 原  茂 男
特命学長補佐
入試広報部長
特任教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

生き方

キーワード

今を生きる私たちにできること
～見すえて想像して～

学びの領域

～校則や学校のルールを生徒と一緒に考えよう～
学校における校則や様々なルールは、集団生活において、生徒が互
いに快適に生活したり、安全安心を保障したり、教育の質を高める
など、生徒の利益を目的として定められるものです。当然、当時者
である生徒の意見が反映されるべきであり、その手法と進め方につ
いて、制服の見直しなど具体的な事例を通して考えていきます。

筑波大学第二学群生物学類卒業。土岐北高校、可児高校、岐阜高校、
羽島高校教諭、岐阜県東京事務所主査、県教育委員会課長補佐、池
田高校教頭、吉城高校校長、県教育委員会教育研修課長、岐阜北高
校校長を経て現在に至る。

PROFILE

医療

鈴 木 　 健
大学事務局次長
教務部長
特任教授

健康 教育 福祉 経営

講義
テーマ

生き方

キーワード

生徒による「ルールメイキング」

地球に優しい生活をしてみませんか
近年全国各地で多発する大規模な風水被害。その頻度は年々増加傾
向。その気候変動は地球温暖化によるものと考えられています。大
量の温室効果ガスの大気中への放出が主な原因か。身近な生活を通
して、未来の地球について考えてみませんか。

岐阜大学工学部卒業、民間企業、多治見工業高校、岐南工業高校、
岐阜総合学園高校、大垣工業高校教諭、岐阜盲学校高等部主事、岐
南工業高校教頭、中津川工業高校校長、可児工業高校校長を経て現
在に至る。

PROFILE

片 岡  基 靖
キャリア支援センター事務課長

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

科学 社会
問題 生活

みんなで考える未来の地球

AI（人工知能）が日常に溶け込む時代となってきました。今後、私
たちの生活を大きく変える存在として注目を集めていますが、私の
場合、期待と不安が同居しています。そんな不確定な時代を迎える
にあたり、今後求められる人間力（生き方、考え方）について一緒
に考えてみましょう。

順天堂大学体育学部卒業、岐阜大学大学院教育研究科修了。郡上、
多治見、多治見工業、東濃実業、可児高校教諭、岐阜県教育委員会
課長補佐、東濃フロンティア、東濃実業高校教頭、中津高校副校長、
可児工業高校校長を経て現在に至る。

PROFILE

西 垣  幸 司
学生支援部長
特任教授

講義
テーマ

学びの領域

医療 健康 教育 福祉 経営

キーワード

生き方 社会
問題 スポーツ

これからの時代に求められる力とは

社会
問題

人間
関係
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その他のテーマ ●障がいのある人たちのスポーツ
●生きること、働くこと、自分の人生を考える

学びの領域

対象者に合わせたレク・ワーク体験

楽しいをつくる、心を元気にする、笑顔を引き出す、レクリエーション体験
「発想」を変え、「ルール」や「用具」を工夫すれば、年齢（子ども
から高齢者）や障がいの有無にかかわらず誰にでもレクリエーショ
ンやスポーツを楽しんでもらうことができます。実際にレクを体験
しながら対象者や目的に応じたポイントを押さえていきましょう。

愛知学院大学商学部卒業。（株）藤美屋酒店勤務後、本学に入職。名古
屋経済大学非常勤講師、NPO 法人愛知県レクリエーション協会常任
理事（指導者育成部長）、岐阜県レクリエーション推進校連絡協議会
委員、スペシャルオリンピックス日本・岐阜評議員、中部学院大学
陸上競技部監督 他。

PROFILE

医療

高 柳  竜 一
入試広報課長
大学広報室長

健康 教育 福祉 経営 スポーツ レクリ
エーション生き方

講義
テーマ

キーワード

学びの領域

スポーツ指導者に求められるもの

子供のスポーツ指導に関わるコーチや保護者に向けて
スポーツが好きな子供たちをどうやって育てていくか、コーチの立
場として、保護者の立場として、「する」「見る」「支える」スポーツ
の観点を踏まえて一緒に考えていきましょう。

筑波大学体育専門学群卒業、土岐、可児、八百津、可児工業、武義、
関有知高校教諭、岐阜県教育委員会課長補佐、武義高校教頭、各務
原高校校長を経て現在に至る。

PROFILE

医療

細 井  恒 樹
学生課長
特任教授

健康 教育 福祉 経営 スポーツ

講義
テーマ

キーワード学びの領域

比較文化と多文化共生

言語と文化から多文化共生を考える
現代社会は、人・モノ・カネ・情報が国境を飛び越え行き交うグロー
バル化の時代。そんな時代の波の中に漂う日本の現状を考えると、
様々な課題が見えてきます。言語と文化、教育などに焦点を当てなが
ら、多文化共生について一緒に考えましょう。

同志社大学文学部英文学科卒業、船津高校、可児高校、東濃高校教諭、
文科省 REX プログラムで豪州フランクストン HS へ派遣、岐阜県体
育協会課長補佐、可児高校教頭、加茂高校副校長、加茂高校校長を
経て現職に至る。

PROFILE

医療

井 藤  勝 夫
入試広報課長
特任教授

健康 教育 福祉 経営 ことば 文化

講義
テーマ

生活

キーワード

学びの領域

亜熱帯化する学校現場で、
運動中の事故を防ぐために

夏の熱中症・水の事故はなくせます
日本の亜熱帯化は疑う余地がなく、「気温の上昇」や「天候の急変」へ
の対応は喫緊の課題です。31年間の体育教師の経験と海外での気温45
度・湿度99％の体験を踏まえ、「熱中症対策」「プール（河川・海）での
危険回避」などをわかりやすく伝えます。

順天堂大学体育学部卒業。阿木高校教諭、加茂高校教諭、岐阜藍川
高校教諭、岐阜城北高校教諭、岐阜県教育委員会スポーツ健康課指
導主事、岐阜県教育委員会体育健康課指導主事、大垣西高校教諭を
経て現在に至る。

PROFILE

医療

小 牧  憲 充
キャリア支援センター事務課主幹

健康 教育 福祉 経営 からだ スポーツ

講義
テーマ

社会
問題

キーワード
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本学教員が日ごろ、学生を対象に実施している講義内容を、高校生向けにアレンジして
紹介します。総合学習の時間、LHRにおける進路指導などにご利用ください。また、
各種団体などの社会人向けにも対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

この冊子よりお選びください。キーワードからも選べます。（p2～p7）

出張講義申込みについて

Step1 ご希望の出張講義を探す

▼

申込書に必要事項をご記入ください。希望日は 3つまで選択してください。
希望テーマ・希望講師へのご質問も承ります。

Step2 ご希望の出張講義の申込み

▼

申込書は本学の担当者に届きます。返信にはスケジュールの調整上、時間が
かかる場合がございます。1週間経っても連絡がない場合は、本学の担当窓口へ
お電話にてご確認ください。

Step3 FAXを大学へ送信

高等学校関係者様はこちらへ
お申込み

FAX  0575－24－2367
お問い合わせ先　入試広報課

TEL  0575－24－2213（直）

その他の機関の方はこちらへ
お申込み

FAX  0575－24－9432

E-mail  nyushi@chubu-gu.ac.jp

E-mail  chiiki@chubu-gu.ac.jp

お問い合わせ先　地域・産学連携課

TEL  0575－46－7158（直）

『出張講義』申込書
2024年度  中部学院大学・中部学院大学短期大学部

申込日

貴高等学校名 高等学校

ご担当者氏名

電話番号

実施対象

参加人数

実施形態

□生徒対象　□教職員対象　□保護者対象　□その他（　　　　　）

およそ（　　　）名（　　　）学年 ※学年は生徒対象の場合のみご記入下さい。

※なお、希望される日時については、第1希望から第3希望までお考えいただきたく存じます。※この申込書をコピーし、必要事項をご記入ください。

□学校行事として　□授業の一環として　□研修として　□その他（　　　）

ご希望日時

ご希望のテーマまたは希望講師名

希望テーマ 希望講師名

質問・希望など

第1希望 月 日

： ～ ：

（ ） 第2希望 月 日

： ～ ：

（ ） 第3希望 月 日

： ～ ：

（ ）

月 日



『出張講義』申込書
2024年度  中部学院大学・中部学院大学短期大学部

申込日

貴高等学校名 高等学校

ご担当者氏名

電話番号

実施対象

参加人数

実施形態

□生徒対象　□教職員対象　□保護者対象　□その他（　　　　　）

およそ（　　　）名（　　　）学年 ※学年は生徒対象の場合のみご記入下さい。

※なお、希望される日時については、第1希望から第3希望までお考えいただきたく存じます。※この申込書をコピーし、必要事項をご記入ください。

□学校行事として　□授業の一環として　□研修として　□その他（　　　）

ご希望日時

ご希望のテーマまたは希望講師名

希望テーマ 希望講師名

質問・希望など

第1希望 月 日

： ～ ：

（ ） 第2希望 月 日

： ～ ：

（ ） 第3希望 月 日

： ～ ：

（ ）

月 日



人は誰でも、他者との関わりの中で生きています。

相手を深く理解し、また自分も同じように理解してほしいと思うー。

そんな人間本来が持つ、自然な思いやりや気づかいを身につけるため、

まず自分自身を深く見つめ、自分を知り、自分を明らかにする。

それが中部学院の学びの原点です。

私たちは、学生一人ひとりの“かよいあうこころ”を育てることで、

すべての人が共に支え合い、自分らしく、人間らしく生きていける

社会の実現を目指しています。

多くの人と学びの歓びを共有し、よりよい明日の社会を創る。

医療・健康・教育・福祉・経営を通し、いま社会から

一番求められる人材育成を追求する、中部学院です。

中部学院大学
大学院 /大学 /短期大学部

【関キャンパス】　　　〒501-3993　岐阜県関市桐ヶ丘 2-1
【各務原キャンパス】　〒504-0837　岐阜県各務原市那加甥田町 30-1

https://www.chubu-gu.ac.jp/ 中部学院大学 検 索

2024.4 発行

入試広報課　TEL 0575-24-2213 / FAX 0575-24-2367 / E-mail nyushi@chubu-gu.ac.jp

かよいあう

学びの心を育てたい。

2024
出張講義ガイド

2024
Chubu Gakuin



中部学院大学・中部学院大学短期大学部

中部学院大学
人間福祉学部／教育学部／看護リハビリテーション学部（理学療法学科・看護学科）

スポーツ健康科学部

通信教育部（人間福祉学部）

中部学院大学短期大学部
幼児教育学科／社会福祉学科「介護福祉コース」「医療事務コース」「ビジネスデザインコース」

中部学院大学大学院
人間福祉学研究科

2024
出張講義ガイド

2024

出
張
講
義
ガ
イ
ド
2
0
2
4

中
部
学
院
大
学
・
中
部
学
院
大
学
短
期
大
学
部


	01
	02
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