
１２月１６日（水） 0 １２月１７日（木）
◆２時限 0 0 ◆２時限
大脇　惇嗣 高橋 LAS-Eによる環境政策の進行管理の有効性に関する研究 髙木　三水珠 松本 地球温暖化が及ぼす農業への影響と適応策

津浦　翔平 高橋 潜在的なグリーンコンシューマーに関する研究―間伐材紙の購入
行動を例として―

生田　遥 松本 エネルギー安全保障実現に向けた社会構造の提案

山田　紗希 高橋 中小企業によるCSR活動の実態に関する研究―京都府の企業を
対象として―

品川　崇 和田 市民の環境意識と環境配慮行動について―環境モデル都市を対
象として―

石森　結衣 高橋 市民と行政と企業の協働による生ごみ堆肥化事業に関する研究 膳師　彩 和田 地域コミュニティと住民参加のまちづくりに関する研究―地域の課
題解決の場としてのコミュニティ・カフェの利用促進について―

呉竹　政紀 高橋 滋賀県における地域材利用促進団体のマーケティング活動につ
いての研究

福井　捺未 和田 一般家庭における雨水貯留タンク設置を促進するための有効な
方策の提案

大金　由依 平山 有機農産物の生産現場の現状に関する研究 吉田　大樹 和田 食によるまちおこしを推進する団体の取組と組織体制に関する研
究

馬場　友美 平山 地域防災のための住民参加の取り組みに関する研究 岡井　沙織 村上 コミュニティパワーへの出資意欲の規定因に関する研究

◆３時限 0 0 勝野　凱也 村上 消費者のフェアトレード商品認知から購買行動に至るまでの規定
要因に関する研究

野路　猛 平山 小学校の環境教育における地方自治体の講師派遣支援システム
に関する研究

◆３時限 0 0

吉岡　将輝 平山 道の駅の課題と改善方法に関する研究 畠中　美咲 村上 企業内環境教育が従業員の環境配慮行動に与える影響に関する
研究

坂岡　詩紀 平山 農産物・畜産物の国内移動に伴う生産地の仮想的な水質汚濁負
荷に関する研究

安永　俊範 村上 地域鉄道の沿線住民を対象としたモビリティ・マネジメントの効果
の分析

牛窪　紗希 上河原 植物園の教育の場としての役割に関する研究 矢野　友季子 村上 ミュージカルを通じた市民の心や対人関係の変化とその効果―音
楽劇団ミュージカルパークを事例として―

鎌倉　晃司 上河原 大都市における災害時帰宅支援ステーションに関する研究 種村　唯 金谷 多量排出事業者における産業廃棄物管理票電子化の課題と今後
の促進要因

治部　哲也 上河原 祭りにおけるリユース食器導入に関する研究 藤井　護 金谷 資源ごみ等の拠点回収施設の運営実態の把握と今後の継続に関
する調査

植本　麻友 香川 京都府南西部における竹林整備活動の可能性―京都府山城広
域振興局を事例として―

藤岡　誠弥 金谷 容器包装の店頭回収の実態把握と推進策の提案

小田　梨都子 香川 市民協働による過疎地域活性化事業の現状と課題―「社会貢献
共同体ユナイテッドアース」の活動を対象として―

和田　貴子 金谷 エコフィードの課題の明確化と促進策の提案

◆４時限 0 0 永井　見奈 金谷 自治体における古紙回収総量と回収システムの関係

近藤　俊哉 香川 無電柱化事業による道路防災対策への可能性―静岡市を事例に
して―

◆４時限 0 0

塩山　馨 香川 彦根市におけるコミュニティサイクル事業の提案 大島　和香那 井手 滋賀県における学校ビオトープの変遷の把握と長期継続要因の
特定

八田　希美 香川 ユースホステルにおける青年を対象とした環境教育方法の検討に
関する研究

尾﨑　光 井手 NPO間のネットワークの実態とその形成要因に関する研究―滋賀
県のNPOを対象にして―

大溝　奈緒 林 廃食油回収における回収方式の違いによる環境負荷のLCA分析
―東近江市を事例として―

小山　拓也 井手 社会貢献活動において中小企業が他団体と連携するためのノウ
ハウに関する研究

田中　千尋 林 生ごみ堆肥化事業の普及を促進する要因についての研究―甲賀
市生ごみ堆肥化事業を事例にして―

林　由美子 井手 滋賀県における「ウッド・ジョブ体感事業」の学習効果に関する研
究

長門　春香 林 商品表示内容の違いによる規格外農産物に対する消費者評価 山口　陽平 井手 企業における環境教育と業務が社員の私的な環境配慮行動に与
える影響に関する研究

◆教員からの全体コメント




