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人生設計やキャリアデザインのお手伝い

編集後記

2017年大河ドラマ「おんな城主 直虎」に続き、2023年は「どうする家康」の舞台として浜松に注目が集まっています。
人生の多くの時間を三河・遠江・駿河の地域で過ごした家康公。歴史をあらためて振り返り、この地域の文化の豊かさを
感じました。さて、皆さんにとっての家康像は？

P R O F I L E

卒 業 生 の 活 躍
SUAC’S OB

広報誌に対するご意見、ご感想をお待ちしています。第17号は2023年10月の発行予定です。

静岡県静岡市で生まれ育ちました。小学校から高校までは
剣道一筋。正直、高校3年の部活引退まで大学進学のこと
は真剣に考えていませんでしたが、当時開学して間もなかっ
たことや同じ高校にSUACへ入学した先輩がいたのがきっ
かけで、夏休みにオープンキャンパスに参加。きれいな校舎
にひとめぼれしました（笑）。まだ大学で何を勉強したいのか
がはっきりしていなかったので、幅広い分野を学べる文化政
策学科を選びました。1年生の時は自分の中での「何か」を
見つけるため、いろいろな分野の授業を受け、図書館司書
資格課程も履修していましたね。根本先生、坂本先生、阿蘓
先生、池村先生などの授業が印象に残っています。経営学・
中小企業論が専門の坂本光司先生のゼミに所属し、ゼミ仲
間と実際に企業を訪問してインタビューを行い、「社員満足
度（ES）」の調査を行いました。学生ではなかなかお話を聞
くことのできない企業の方々とお会いすることが出来たの
は、とても貴重な機会だったと振り返ります。
卒業後に入社した静岡新聞社では、新聞の発行だけでな
く地域のビジネスを支援する業務も行っています。現在の
配属先では、高校生・大学生などの新卒就活から社会人
の転職まで、人生のターニングポイントで必要となる就職
サービスを提供。私は、静岡県の仕事の魅力や求職者と
企業を結び付けるための情報を提供するWebサイトのリ
ニューアル、事業展開を担当しています。昨今、求職者が活
用する情報提供サービスは多様化していて、今まで通りの
サービスを提供しているだけでは、求職者にも企業にも満
足していただけません。さらに県内の知名度が高い企業だ
けでなく、あまり知られていない優良な中小企業も知って
もらえるように、リニューアルサイトでは企業検索の方法な
どで工夫を加えようと検討中。条件だけで企業を探すので

はなく、個人の働き方にフィットした企業を見つけてほしい
と思います。就職活動の流れも変わる中で、高校生や大学
1年生から少しずつ自分の将来を考えられるような仕掛け
として、イベントなどでその機会を作っていきたいですね。よ
り良いサービスを目指して日々、職場の仲間たちと会議を
重ねているところです。自分の学生時代の就活を振り返っ
ても大変だった思い出がありますが、内定をもらうための
苦しい就活は辛いですよね。そうではなく、自分の人生設
計やキャリアデザインを考えながら、就職の先のやりたいこ
との実現のために前向きに就職活動に取り組んでほしい
と思います。
プライベートでは結婚と出産を経て、産休育休から復帰し
たところ。時短勤務制度を活用しながら仕事と育児に奮闘
しています。自分が生まれ育った大好きな街で、地域のため
に仕事ができる喜びを感じながら、いつかは好きなスポー
ツに携わる業務にも挑戦したいと思い描いています。

□ 2008年 文化政策学部文化政策学科 卒業

静岡県静岡市出身。2008年、文化政策学部文化政策学
科卒業。株式会社静岡新聞社に入社し、新聞・テレビ・ラジオ
などの広告営業を担当。結婚・出産を経て、現在は高校から
社会人までのキャリア教育や採用ビジネス業務に携わる。

 よしおか さ ち

吉岡　紗知さん

▼ 新卒のかんづめ
　http://shinsotsu.at-s.com/
▼ しずおか仕事図鑑 （2023年4月公開予定）
　 https://www.shizuokashigoto.com/index.html

株式会社静岡新聞社 地域ビジネス推進局
静岡ビジネスセンター 生活情報部

ゼミメンバーでテーマパーク運営会社を訪問
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浜松と家康

歴
史
上
の
超
有
名
人
・
徳
川
家
康
っ
て

ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
？

宮
崎
：
お
二
人
の
徳
川
家
康
の
イ
メ
ー
ジ
は
？

鈴
木
：
私
は
浜
松
出
身
で
、遠
足
は
浜
松
城
で
し
た
し
、常
に

ど
こ
か
し
ら
に「
家
康
」の
文
字
が
目
に
入
る
環
境
だ
っ
た
の

で
身
近
な
存
在
で
す
。

屋
良
：
私
に
と
っ
て
は
教
科
書
の
中
の
重
要
人
物
で
、身
近
な
感

覚
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。大
学
進
学
の
た
め
沖
縄
か
ら

浜
松
に
来
て
、家
康
の
存
在
を
感
じ
る
機
会
が
増
え
ま
し
た
。

宮
崎
：
静
岡
か
ら
遠
い
地
域
で
は
、教
科
書
の
中
の
人
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。私
の
出
身
地
の
名
古
屋
は
尾
張
徳
川
家
の
お
膝

元
で
す
の
で
、徳
川
さ
ん
に
は
お
城
の
お
殿
様
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
あ
り
ま
す
。一
般
的
に
は〝
狸
親
父
〞の
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。家
康
は
人
質
時
代
が
長
く
、こ
こ
浜
松
に
い
た

時
期
も
武
田
・
北
条
・
今
川
・
織
田
と
、強
い
戦
国
武
将
達
に
囲
ま

れ
て
い
ま
し
た
の
で
苦
労
人
の
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

浜
松
で
家
康
ゆ
か
り
の
も
の
と
い
っ
た
ら
、何
か
思
い
つ
く
も

の
は
あ
り
ま
す
か
？

鈴
木
：
例
え
ば「
銭
取
」な
ど
の
地
名
で
す
。三
方
ヶ
原
の
戦
い

で
武
田
軍
か
ら
逃
げ
る
時
、家
康
が
餅
を
食
べ
て
い
た
ら
追
っ

手
が
来
て
、慌
て
て
お
金
を
払
わ
ず
に
逃
げ
た
ら
、お
店
の
お

婆
さ
ん
が
走
っ
て
追
い
か
け
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
残
っ
て
い

ま
す
。僕
は
、家
康
に
追
い
つ
け
た
お
婆
さ
ん
が
す
ご
い
な
と
思

い
ま
し
た（
笑
）

宮
崎
：
浜
松
に
は
家
康
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
い
ろ
い
ろ

残
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。遠
州
鉄
道
・
遠
州
病
院
駅
の
す
ぐ
傍
に
、

二
代
将
軍
・
徳
川
秀
忠
の
産
湯
に
使
用
さ
れ
た
と
さ
れ
る
井
戸

が
史
跡
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。秀
忠
は
、徳
川
家
の
正
史
の

『
徳
川
実
記
』で
は
浜
松
の
お
城
で
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、地
元
浜
松
で
は
別
邸
で
生
ま
れ
た
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
。屋
良
さ
ん
が
触
れ
て
き
た
教
科
書
の
中
の「
歴
史
」は
多

く
の
歴
史
像
の
う
ち
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。歴
史
の
ご

当
地
に
は
、公
的
な
文
書
に
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
昔
話
や
伝

承
が
残
っ
て
い
て
面
白
い
で
す
よ
ね
。

次
ペ
ー
ジ
へ
続
く

02

浜
松
城
を
築
き
、29
歳
か
ら
45
歳
ま
で
浜

松
で
過
ご
し
た
徳
川
家
康
。本
学
の
あ
る

浜
松
市
内
に
は
家
康
に
ま
つ
わ
る
史
跡

や
伝
承
が
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
今
回

は
、
歴
史
学
、
観
光
学
、
渡
航
医
学
を
専

門
と
す
る
宮
崎
千
穂
先
生
に
よ
る
特
別

ミ
ニ
講
義
の
様
子
を
お
届
け
し
ま
す
。

家
康
と
静
岡
や
浜
松
と
の
関
わ
り
、観
光

文
化
や
温
泉
、薬
な
ど
に
つ
い
て
、学
生
と

一
緒
に
学
び
ま
し
ょ
う
。

私 た ち は 歴 史 から 何 を 学 び 、何 を 得 る？

ミ ニ 講 義 ＆ ク ロ スト ー ク

S U A C
広 報 誌

授業を受ける中で多文化共生や持続可能な社会（SDGs）

に興味を深めたというアバスさん。学内外での挑戦を続

けています。得意な語学を活かしてイベントなどで英語と

タガログ語の通訳をしたり、世界的な規模で学ぶフィール

ドを求めて「2022年済州国際青年フォーラム」（2022年9

月24日～12月11日）に参加したり。講義（座学）と学外活動

（実践）を行き来しながら、学びを深めています。学内では

本学に在学する定住外国人学生たちのグループSIB

（Students with International Backgrounds）の代表とし

ても活動。これまでリーダーシップを取る経験がなかった

アバスさんですが、やってみたいと手を挙げました。当事

者としての視点をふまえた多文化共生について考えるイ

ベントを開催しています。「SUACでの新たな出会いで新し

い発見や興味を持ち、普段は話す機会がなく、つながるこ

ともないような人たちと関わることができた」と話すアバ

スさん。これからも自分のルーツと向き合いながら、前進

していきます。

　 SIBの活動として開催した
映画「Whole」の上映会と座
談会（共催：多文化・多言語教
育研究センター）。監督をゲスト
に迎え、参加者からはたくさん
の質問が挙がりました。

アバスさんのルーツはフィリピンです。中学一年のときに

来日し浜松で暮らしています。日本の生徒と同じように地

元の中学校に通いましたが、サポート体制が十分でなく、

適応にとても苦労したそう。努力して日本語が出来るよう

になったとき、同じような立場にいる人たちにとってお手

本になれるような人になりたいと思い、高校の時から日本

語教室や在日外国人への支援を続けています。生徒が学

校に通い続け日本に適応している姿は誇らしく思うという

アバスさん。さらに自分がやってきたことや日本に来てから

どれだけ成長できたかを振り返ることで、もっと頑張れると

いう気持ちが湧いてきます。その成果が自信となり、新しい

ことに挑戦する勇気につながっています。
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自らの成長を振り返り、
新たな挑戦への勇気となる
ABAS MALLIEさん
アバス マリ

文化政策学部 国際文化学科3年
静岡県立浜松江之島高校出身

pick up student

　 SIBの仲間たちとアバス マリさん（右端）。
　本学では多様な学生たちが共に学んでいます。

文化政策学科2年

鈴木郁也さん
ふ み や

国際文化学科4年

屋良泉岐さん
みずき

文化・芸術研究センター

宮崎千穂准教授
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歴
史
と
観
光
の
つ
な
が
り

　今
日
、史
跡
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、何
か
し

ら
の
対
象
が
記
念
さ
れ
た
も
の
で
、関
連
の
場

所
に
は
、説
明
板
や
記
念
碑
が
設
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
多
い
で
す
。何
か
を
記
念
す
る
と
い

う
こ
と
は
、あ
る
歴
史
像
を
作
る
と
い
う
こ
と

で
す
。そ
し
て
そ
れ
が
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
く
と
、歴
史
的
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に

広
く
信
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。過

去
の
出
来
事
や
人
物
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ

は
そ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
て
い
き
ま
す
。そ

れ
が
歴
史
的
事
実
か
ど
う
か
は
ま
た
別
の
お

話
な
ん
で
す
ね
。

　浜
松
で
家
康
を
記
念
し
た
最
近
の
事
例
を

ご
紹
介
し
ま
す
。元
城
町
東
照
宮
に
あ
る
、家

康
と
秀
吉
の
二
公
像
で
す
。こ
ち
ら
は
、浜
松

を
盛
り
上
げ
よ
う
と
さ
れ
て
い
た
地
元
の
秋

元
健
一
さ
ん
と
、歴
史
学
者
の
磯
田
道
史
さ
ん

が
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
誕
生
し
た
も
の
で

す
。現
在
の
東
照
宮
の
場
所
に
は
引
間
城
と
い

う
お
城
が
あ
り
、家
康
が
遠
江
に
来
て
最
初
に

住
ん
だ
場
所
で
す
。秀
吉
も
ま
た
、少
年
の
時

に
そ
こ
を
訪
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。こ
れ
ら
の

こ
と
が
磯
田
さ
ん
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
、二
人

の
天
下
人
が
武
将
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出

し
た
運
命
の
地
で
あ
る
と
意
味
づ
け
が
な
さ

れ
た
わ
け
で
す
。後
世
の
人
々
に
と
っ
て
歴
史

上
の
人
物
や
出
来
事
は
、そ
こ
か
ら
教
訓
を
得

る
も
の
で
あ
っ
た
り
、観
光
資
源
で
あ
っ
た
り

と
、何
か
し
ら
使
え
る
も
の
の
よ
う
で
す
。

信
長
も
静
岡
県
を
訪
れ
て
い
た
！

家
康
流
の
お
も
て
な
し

　家
康
・
秀
吉
と
来
た
ら
信
長
で
す
が
、信
長
に

静
岡
県
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。天
正

10
年
の
甲
州
遠
征
の
折
。信
長
は
、行
き
は
岐

阜
・
長
野
県
か
ら
山
梨
県
に
入
っ
て
武
田
氏
を

攻
略
し
ま
す
。帰
り
は
富
士
山
を
見
な
が
ら
南

下
し
て
静
岡
県
に
入
り
、浅
間
大
社
や
駿
河
国

府
中
に
立
ち
寄
り
、今
川
氏
の
旧
跡
な
ど
も
視

察
し
ま
す
。こ
の
時
家
康
は
信
長
か
ら
駿
河
を

貰
い
受
け
て
お
り
、駿
河
・
遠
江
を
通
る
間
は

ず
っ
と
信
長
の
世
話
を
し
ま
し
た
。道
を
整
備

し
た
り
、休
息
所
を
建
て
た
り
、食
事
を
出
し

た
り
し
た
こ
と
が『
信
長
公
記
』な
ど
に
記
さ
れ

て
い
ま
す
。家
康
は
莫
大
な
費
用
を
か
け
て
信

長
を
も
て
な
し
ま
し
た
。信
長
は
家
康
の
お
も

て
な
し
に
非
常
に
感
激
し
た
よ
う
で
す
。

　浜
名
湖
を
渡
る
際
は
、今
切
に
御
座
船
を
用

意
し
一
献
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。飾
ら

れ
た
お
船
で
酒
や
肴
を
楽
し
む
な
ん
て
素
敵

で
す
よ
ね
。例
え
ば
、今
切
に
、家
康
か
ら
信
長

へ
の
振
る
舞
い
を
体
験
で
き
る
御
座
船
を
用

意
し
た
ら
新
た
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
生
ま
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。歴
史
学
と
観
光
と
が
つ

な
が
り
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

あ な た は ど う 見 る？  家 康 の 多 面 性

　そ
の
後
、今
度
は
家
康
が
信
長
の
い
る
安
土

を
訪
れ
ま
し
た
。信
長
は
家
康
と
そ
の
家
臣
た

ち
を
も
て
な
し
、饗
応
の
席
を
設
け
ま
す
。貴

人
と
食
事
を
す
る
機
会
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、特
に
家
臣
ら
に
と
っ
て
有
難
い
時
間

だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。こ
の
時
の
料
理
の
メ

ニ
ュ
ー
が
残
っ
て
い
て「
信
長
御
膳
」と
し
て
復

元
さ
れ
た
こ
と
が
話
題
に
な
り
ま
し
た
。こ
れ

も
歴
史
的
事
実
を
現
代
に
活
用
し
た
事
例
と

言
え
ま
す
。

　武
士
に
と
っ
て
は
、外
交
も
重
要
な
仕
事
の

一
つ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。お
も
て
な
し
の
仕
方

に
よ
っ
て
相
手
を
ど
う
思
っ
て
い
る
か
わ
か
り

ま
す
か
ら
、こ
の
時
期
の
家
康
と
信
長
は
お
互

い
に
大
切
な
人
物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

薬
を
調
合
し
、湯
に
つ
か
り
、

香
を
楽
し
む

　家
康
は
現
代
風
に
言
う
と「
健
康
オ
タ
ク
」

だ
っ
た
と
知
ら
れ
て
い
ま
す
。史
料
か
ら
探
る

と
、家
康
は
薬
や
食
へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
よ

う
で
す
。彼
は
多
く
の
優
れ
た
書
物
を
集
め

る
蔵
書
家
で
し
た
。と
て
も
勉
強
好
き
だ
っ
た

で
し
ょ
う
。も
っ
と
も
そ
れ
が
で
き
た
の
は
天

下
人
ゆ
え
で
も
あ
り
ま
す
。中
で
も『
本
草
綱

目
』と
い
う
中
国
明
代
の
医
学
薬
学
書
は
、江

戸
期
の
医
学
・
薬
学
を
支
え
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。久
能
山
東
照
宮
に
は
、薬
を
す
り
つ

ぶ
す
鉢
と
棒
な
ど
の
家
康
ゆ
か
り
の
道
具
も

所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

　家
康
は
中
国
宋
代
の
書
物『
和
剤
局
方
』も

入
手
し
て
い
て
、そ
れ
を
見
て
自
分
で
薬
を
調

合
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。水
戸
徳

川
家
に
伝
わ
る
薬
壺
に
残
っ
て
い
た
成
分
は
、

和
剤
局
方
の
烏
犀
圓（
う
さ
い
え
ん
）と
一
致

し
た
よ
う
で
す
。烏
犀
圓
は
家
臣
の
大
久
保

長
安
が
痛
風
に
な
っ
た
時
、家
康
が
与
え
た
薬

で
も
あ
り
ま
し
た
。家
康
が
自
分
の
体
だ
け

で
な
く
、家
臣
の
病
気
を
も
気
遣
っ
て
い
た
の

が
興
味
深
い
で
す
よ
ね
。家
康
の
人
間
味
溢
れ

る
面
で
も
あ
り
、も
し
か
し
た
ら
家
臣
を
掌

握
す
る
術
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　家
康
は
薬
だ
け
で
は
な
く
、病
気
療
養
中
の

人
に
あ
る
も
の
を
贈
り
ま
し
た
。̶

̶

そ
れ
は

温
泉
で
す
。病
気
の
大
名
に
、熱
海
温
泉
の
お

湯
を
5
桶
届
け
さ
せ
た
こ
と
が
記
録
に
残
っ
て

い
ま
す
。家
康
は
熱
海
温
泉
を
と
て
も
気
に

入
っ
て
い
て
、幼
い
息
子
達
を
連
れ
て
7
日
間

逗
留
し
、連
歌
を
楽
し
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

　そ
れ
か
ら
、家
康
が
夢
中
に
な
っ
た
も
の
に

お
香
が
あ
り
ま
す
。家
康
は
沈
香
を
求
め
て
、

海
外
貿
易
を
強
く
推
し
進
め
よ
う
と
し
ま
し

た
。希
少
な
香
木
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
権
力

者
の
象
徴
で
も
あ
り
ま
し
た
。お
香
は
薬
と
の

関
係
も
深
い
の
で
す
が
、香
木
を
嗅
ぎ
な
が
ら

リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
を
感
じ
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
ね
。

文
化
・
芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

宮
崎
千
穂 

准
教
授

静岡県浜松市出身。ジャンル問わず、

様々なことに好奇心を持っています。学

科の友人達とは一人ひとり何かしらの

趣味の共通点があるため、大学に行っ

て誰かと話すのが楽しい毎日。最近は

アニメの聖地巡礼など興味があります。

P r o f i l e

沖縄県那覇市出身。卒論では兵庫県宝

塚市のお菓子の歴史について研究しま

した。自分の興味のある分野から歴史

にアプローチでき、学生生活は様々な

発見がありました。卒業後は浜松市内

のIT会社に就職予定。

P r o f i l e

愛知県名古屋市出身。2022年4月より

本学に着任。古来の人の移動、旅によっ

て生じてきた、情報や知、さまざまなも

のや病などの伝播や広まり、それらに

対する人間社会の対応や人と人とのつ

ながりについて研究しています。

P r o f i l e

文
化
政
策
学
科
2
年

鈴
木
郁
也 

さ
ん

ふ
み
や

国
際
文
化
学
科
4
年

屋
良
泉
岐 

さ
ん

み
ず
き

屋
良
：
温
泉
を
贈
る
な
ん
て
な
か
な
か
考
え
つ
か

な
い
ア
イ
デ
ア
で
す
ね
。
ア
イ
デ
ア
を
実
行
で
き

る
の
は
家
康
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
の
か
な
と
思
い

ま
し
た
。
香
木
を
求
め
て
海
外
貿
易
を
し
よ
う
と

し
た
り
、
歌
を
詠
ん
だ
り
、
外
交
面
で
も
文
化
面

で
も
能
力
の
長
け
た
人
な
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

鈴
木
：
家
康
は
天
下
を
取
っ
て
も
油
断
し
た
り
せ

ず
、
歳
を
重
ね
て
も
貪
欲
に
勉
強
し
て
い
て
と
て

も
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
す
ね
。

宮
崎
：
そ
う
で
す
ね
、『
徳
川
実
記
』
と
い
っ
た

正
史
に
は
勉
強
家
や
倹
約
家
と
い
っ
た
面
が
見
え

ま
す
が
、
こ
の
書
は
家
康
贔
屓
な
と
こ
ろ
も
あ
る

の
で
、
他
の
史
料
も
突
き
合
わ
せ
て
、
家
康
像
を

探
れ
る
と
い
い
で
す
ね
。

　例
え
ば
、
家
康
自
筆
の
書
簡
を
見
る
と
、
心
の

中
が
少
し
見
え
る
気
が
し
ま
す
。
息
子
の
義
直
が

当
時
危
険
な
病
だ
っ
た
疱
瘡
に
罹
っ
た
た
め
、
家

康
は
大
慌
て
で
息
子
の
元
に
帰
ろ
う
と
し
ま
す

が
、
そ
こ
に
軽
症
の
報
せ
が
届
き
ま
し
た
。
家
康

は
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
義
直
の
母

親
へ
の
書
状
に
「
め
で
た
い
」「
う
れ
し
い
」
と
い

う
言
葉
を
何
度
も
綴
っ
て
い
ま
す
。

　若
い
頃
は
長
男
の
信
康
を
切
腹
に
追
い
込
ん
だ

り
、
六
男
の
忠
輝
を
改
易
し
た
り
と
厳
し
い
面
も

あ
り
ま
し
た
か
ら
、
家
康
が
ど
ん
な
人
か
を
一
つ

の
像
で
言
い
表
す
の
は
難
し
い
で
す
よ
ね
。

鈴
木
：
優
し
い
お
父
さ
ん
の
一
面
も
あ
っ
た
ん
で

す
ね
。
家
康
は
普
通
の
お
父
さ
ん
で
い
る
た
め
に

天
下
統
一
を
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

宮
崎
：
あ
る
歴
史
的
な
出
来
事
が
ど
う
人
々
に
受

け
入
れ
ら
れ
た
か
、
ど
う
解
釈
さ
れ
た
か
は
時
代

に
よ
っ
て
も
異
な
る
の
で
、
そ
れ
を
通
じ
て
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
の
人
々
の
考
え
方
を
探
る
こ
と
も
で

き
ま
す
ね
。

屋
良
：
高
校
ま
で
は
出
来
事
を
覚
え
る
歴
史
で
し

た
が
、
大
学
で
は
こ
う
し
て
様
々
な
切
り
口
で
歴

史
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
歴
史
の
世
界

が
ぐ
っ
と
広
が
り
ま
し
た
。
今
日
の
お
話
を
聞
い

て
、
改
め
て
浜
松
の
家
康
に
ま
つ
わ
る
ス
ポ
ッ
ト

を
訪
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

S U A C 0304



SUAC
さ・ん・ぽ

Hamamatsu city

家
康
ゆ
か
り

【 特別編 】

大学から徒歩5分、緑が生い茂る鎮守

の森に建つ八幡宮。家康は浜松入城以

来、武家の守護神・浜松城鬼門の鎮

守、鬼門降伏の氏神として信仰し、度々

参拝したといわれます。境内には樹齢

1000年を超える御神木があり、家康軍

が三方ヶ原の戦いに敗れて武田軍から

敗走する際、この木の幹にある洞穴に

潜み、その時に瑞雲が立ち上ったという

故事から「雲立の楠」と呼ばれています。

浜松八幡宮
浜松市中区八幡町２

1

浜松生まれの2代将軍秀忠。産湯

に使われた井戸水があったという伝

承をもとに作られた井戸があります。

遠州鉄道の遠州病院駅を下りてす

ぐ、交番の裏側に石碑と共に設置さ

れています。

浜松市中区常盤町141-25

徳川秀忠
誕生の井戸

6

戦国時代に重要な拠点として数々の武将が

城主となった引間（ひきま）城。家康もここを拠

点として遠江地域を治めます。引間城を拡張

して出来たのが浜松城です。引間城の跡地に

建つのが元城町東照宮。社殿の扉や屋根に

は三つ葉葵の紋所があり、家康を祭神として

いるお社であることを示しています。

元城町東照宮（引間城跡）
浜松市中区元城町111-2

2

3

5

浜松
駅

アクトシティ
浜松

■県総合
庁舎

■消防署

ホテル
コンコルド
浜松

■ザザシティ浜松

松尾神社■

■遠州病院

新
浜
松
駅

第
一
通
り
駅

遠
州
病
院
駅

八
幡
駅

バス
ターミナル

浜松城
出丸跡 遠江分器

稲荷神社

家康公
鎧掛松

浜松市
美術館

浜松城
公園

中央
図書館

連尺
郵便局

浜松市
役所

金山神社

ヤマハ 浜松
郵便局

遠
州
鉄
道

東海
道本
線

東海
道新
幹線

旭町

栄町

連尺

高町

田町

伝馬町

早馬町

八幡町

元浜町

下池川町

市役所前

消防本部前

公園前交番北

板屋町

紺屋町

文化芸大前

■

■■

■

■ 徳川秀忠
誕生の井戸

椿姫観音
静岡銀行

飛
龍
街
道

秋
葉
街
道

広
小
路

電
車
通
り姫

街
道

大
手
通
り

東海道

六間道路

東
海
道

4

1

2

6

亀山
トンネル ■

■

■

■

■
■

■

■

■

家康が浜松城で過ごしたのは29歳～

45歳までの17年間。この間に大きな戦

いに臨み、徳川300年の歴史の基盤を

築きました。家康が駿府城（静岡市）に

移ったあと、浜松城には代々の徳川家と

ゆかりの濃い譜代大名が城主となり、幕

府の要職に登用された者も多いことか

ら、「出世城」と呼ばれています。

浜松城
浜松市中区元城町100-2

3

浜松城本丸のふもとに建つ家康像。浜松城に移り、今川領

遠江への侵攻を開始したころの若き家康をイメージしていま

す。右手に持っているのは、勝草（かちぐさ）と呼ばれる、戦に

縁起のいい歯朶（しだ）の葉。周囲は桜の木に囲まれてい

て、お花見の時期には賑わいを見せます。

浜松市中区元城町100-2

「若き日の徳川家康」銅像4

もともと浜松城内に祀られていた五社神社

を、２代将軍秀忠の産土神として家康の命

で現在の地に遷座。諏訪神社は３代将軍家

光の命により現在の場所に移されました。徳

川家からの崇敬が厚い2つの神社を1960

年に１つの神社として合祀。朱色の拝殿が

美しく、初詣や七五三の時期には多くの人

が訪れます。

浜松市中区利町302-5

五社神社・諏訪神社5

三
河
国
岡
崎
城
主
・
松
平
広
忠
の
長
男
と
し
て
岡
崎
に
出
生
。

父
・
広
忠
と
母
・
於
大
の
方
が
離
縁
す
る
。

人
質
と
し
て
駿
府
・
今
川
氏
の
も
と
へ
向
か
う
途
中
で
連
れ

去
ら
れ
、
尾
張
・
織
田
氏
の
も
と
へ
。

父
・
広
忠
が
暗
殺
さ
れ
る
。 

今
川
義
元
の
人
質
と
な
り
駿
府
へ
移
る
。

今
川
氏
の
重
臣
・
関
口
義
広
の
娘
・
築
山
殿
と
結
婚
す
る
。

墓
参
り
で
岡
崎
に
帰
る
。 

 
 

 

長
男
・
信
康
が
誕
生
す
る
。

桶
狭
間
の
戦
い 

で
織
田
信
長
が
今
川
義
元
を
討
ち
取
る
。

長
男
・
信
康
が
信
長
の
娘
・
徳
姫
と
婚
約
。
名
を
元
康
か
ら

家
康
へ
と
改
め
る
。
三
河
一
向
一
揆
を
鎮
圧
へ
。

東
三
河
・
奥
三
河
を
平
定
し
、

三
河
国
を
統
一
。徳
川
に
改
姓
し
、

朝
廷
か
ら
三
河
守
に
任
ぜ
ら

れ
る
。

遠
江
国
へ
進
出
し
、武
田
信
玄
と

駿
河
・
遠
江
の
分
割
を
取
り
決

め
る
。

織
田
信
長
の
援
軍
で 

姉
川
の
戦
い 

に
出
陣
し
、

浅
井
・
朝
倉
軍
を
破
る
。
岡
崎
よ
り
浜
松
へ
移
り
、
浜

松
城
を
築
い
て
本
城
と
す
る
。

武
田
信
玄
が
遠
江
国
・
三
河
国
へ
侵
攻
。  

一
言
坂
の
戦
い
（
現
・
静
岡
県
磐
田
市
）、 

二
俣
城
の
戦
い
（
現
・
浜
松
市
天
竜
区
）
で
武

田
軍
に
敗
北
。 

 
 

三
方
ヶ
原
の
戦
い
（
現
・
浜
松
市
北
区
）
で
武
田

軍
に
大
敗
す
る
。

室
町
幕
府
が
滅
亡
。
本
多
忠
勝
ら
に
長
篠
城
を
攻
め

さ
せ
る
。

次
男
の
秀
康
が
誕
生
。
母
親
は
側
室
の
於
万
の
方
。

織
田
信
長
と
連
合
し
て
、

長
篠
の
戦
い 

で
武
田

勝
頼
に
勝
利
。

三
男
の
秀
忠
（
後
の
二

代
将
軍
・
徳
川
秀
忠
）

が
誕
生
。
正
室
・
築
山

殿
を
殺
害
。
嫡
男
・
信

康
自
害
。

武
田
方
の
高
天
神
城
（
現
・
静
岡
県
掛
川
市
）
を
攻

略
し
、
遠
江
を
完
全
に
平
定
す
る
。

甲
州
征
伐
。
武
田
氏
の
滅
亡
で
駿
河
国
を
得
る
。

本
能
寺
の
変
が
起
こ
る
。 

 

信
長
の
死
後
、
甲
斐
・
信
濃
を
奪
い
、
５
カ
国
の
大
名

と
な
る
。

秀
吉
と
の 

小
牧・長
久
手
の
戦
い
。秀
吉
と
講
和
成
立
。

浜
松
城
か
ら
駿
府
城
へ
移
る
。

北
条
氏
征
伐
の
た
め
の 

小
田
原
攻
め
で
先
鋒
を
務
め
る
。

秀
吉
か
ら
の
国
替
え
を
命
じ
ら
れ
、江
戸
城
を
居
城
と
す
る
。

豊
臣
秀
吉
が
病
死
。

会
津
の
上
杉
景
勝
の
征
伐
へ
向
か
う
。
関
ヶ
原
の
戦
い
で

石
田
三
成
ら
を
破
る
。

征
夷
大
将
軍
と
な
り
江
戸
幕

府
を
開
く
。

三
男
・
秀
忠
に 

将
軍
職
を
譲
り
、 

自
ら
は
大
御
所
と
な
る
。

駿
府
城
を
築
き
、 

隠
居
城
と
す
る
。

大
坂
夏
の
陣 

で 

淀
殿
と
秀
頼
が
自
害
し
、

 

豊
臣
家
が
滅
亡
。

朝
廷
よ
り
太
政
大
臣
に
任

じ
ら
れ
る
。
４
月
17
日
に

駿
府
城
で
病
死
し
、
久
能

山
（
現
・
静
岡
県
静
岡
市
）

に
葬
ら
れ
る
。

徳
川
家
康 

（
松
平
元
康
）

略
年
表

※参考　「徳川家康公ゆかりの地 出世の街浜松」特設Webサイト ▶ https://hamamatsu-ieyasu.com/　（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー

静岡文化
芸術大学

長篠の戦いの舞台となった設楽ヶ原（愛知県新城市）

岡崎城

久能山東照宮 駿府城
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Webサイトでも本学の教育･研究や
在学生･卒業生の活躍など、
トピックスをご紹介しています。
https://www.suac.ac.jp/topics/2022/

公式Twitterアカウントでは、
日々の学内での出来事や
イベントなどをご紹介。
学生記者も活躍しています。 @suac_official

SUAC 公式サイト SUAC 公式Twitter

SUACに吹いた「スペインの風」
フラメンコのレクチャー＆コンサートを開催03

TOP I C

04
TOP I C

海外協定校の交換留学が再開しました

新型コロナウイルス感染症の影響により、3年ぶりとなった交換留学生の受

入れ。10月から本学に迎え入れた8名の交換留学生と2名の研究生のため、

留学生歓迎会を開催しました。歓迎会には、在学中の留学生23名と語学

パートナーおよび留学生が所属するゼミの日本人学生、教職員が参加。ホ

ユンソクさん（デザイン学科4年）によるウェルカムムービーの披露もあり、

会場は大いに盛り上がりました。

本学から協定校への派遣も再開。留学生活はWebサイトの「留学近況レポート」からご覧いただけます。
https://www.suac.ac.jp/forstudents/international/report/

01
TOP I C

2023年における「東アジア文化都市」の国内都市として静岡県が選定されたこ

とに伴い、本学学生を対象に行われたロゴマークの募集において、入江七海

さん（デザイン学部3年）の作品が採用されました。日本の飾り結びのうち、結

びつきの象徴として縁起が良いとされる「あげまき結び」をモチーフとしたデ

ザインで、日中韓3国をイメージした3色を使ったロゴマーク。青色で富士山の

形を、赤と黄色でハートの形を連想させます。

https://www.suac.ac.jp/kokusai/
国際文化学科サイト

「東アジア文化都市2023静岡県」の
ロゴマークに本学学生の作品が採用されました02

TOP I C

国際文化学科が運営するWebサイトがリニューアルしました！留学やボランティア

などの国際交流や、ゼミ履修学生や教員からのコメント、カリキュラムの特徴、資格

取得やスキルアップに取り組む学生などをご紹介しています。

国際文化学科
Webサイトがリニューアル！03

TOP I C

https://www.suac.ac.jp/about/operation/disclosure/studentlifesurvey/

スペインの伝統芸能である「フラメンコ」をテーマに、室内

楽演奏会2022「スペインの風―フラメンコの音楽と舞踊－」

を開催しました。本学「室内楽演奏会」は学生と教員が企画

を考え、準備と運営を行うイベントで、観たり聴いたりするだ

けでなく、出演者によるレクチャーが行われるという特色が

あります。ゲストには浜松市出身のフラメンコ舞踏家の大塚

友美さんをはじめ、スペイン出身の歌い手やフラメンコギ

ターの演奏者、舞踏家など9名をお招きし、情熱的な舞踊で

来場者を魅了しました。

「学生生活調査2022」を実施、
結果を公表しています03

TOP I C

05
TOP I C

本学では、学生の生活の状況や、大学に対する意見・要望を把握し、大学の運営

の改善に役立てるため、学生生活調査を3年に1度の頻度で実施しています。この

たび最新の調査（2022年7月実施）の結果を大学WEBサイトで公表しました。学

生やご家族の関心が高いテーマや、昨今の社会の変化に関するテーマを幅広く

とりあげています。是非ご覧ください。

2022年度学生生活調査のポスター
制作：小林萌々菜（デザイン学科3年）

Webサイトでの
閲覧はこちら

学生生活調査2022　設問テーマ（一例）

下宿先の家賃/通学時間/アルバイトの時間や職種/仕送り額/

成人年齢引き下げに関する意識/家庭内での家事・介護・育児の状況/

パソコンの保有状況/サークルの活動状況/卒業後の進路 など

S U A C 0708



生
ま
れ
た
の
は
東
京
で
す
が
、二
歳

か
ら
九
歳
ま
で
は
ロ
ン
ド
ン
に
い
ま

し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
学
校
で
サ
ッ

カ
ー
を
し
た
り
す
る
の
は
好
き
で

し
た
が
、日
本
と
ち
が
っ
た
の
は
、

子
ど
も
向
け
の
文
化
が
当
時
す
く

な
か
っ
た
こ
と
で
す
。な
の
で
、日

本
の
親
戚
が
送
っ
て
く
れ
る
マ
ン
ガ

や
ア
ニ
メ
は
、食
い
入
る
よ
う
に
見

て
い
ま
し
た
。そ
こ
に
描
か
れ
て
い

た
、土
管
の
あ
る
公
園
と
か
駄
菓
子

屋
さ
ん
と
い
っ
た「
子
ど
も
た
ち
の

日
常
」に
は
、つ
よ
く
憧
れ
ま
し
た
。

マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
を
見
つ
づ
け
て
い

る
、理
由
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

□
日
本
の

　
子
ど
も
文
化
へ
の
憧
れ

□
あ
ま
り
に
文
化
部
的
な

文化政策学部 国際文化学科

v o l .

中田 健太郎 講師

教員研究紹介 8
詩への興味が導いた
シュルレアリスム

フランス文学
視覚文化論

［研究分野］

Kentaro Nakata

は
、方
法
と
呼
べ
る
も
の
で
し
ょ
う

か
。む
し
ろ
、方
法
は
も
う
な
い
と

い
う
方
法
論
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
不
思
議
な「
方
法
」が
、い
ま
も

第
一
の
研
究
課
題
で
す
。

文
学
は
、昔
か
ら
好
き
だ
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。中
学
・
高
校
時
代
は
、

図
書
館
で
い
ろ
い
ろ
な
詩
集
を
借

り
て
き
て
は
、こ
ん
な
風
に
書
け
な

い
か
な
と
思
っ
て
、自
分
で
詩
を
つ

く
っ
て
み
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

「
ど
う
や
っ
た
ら
詩
が
書
け
る
の

か
」と
い
う
の
は
、き
っ
と
そ
の
こ

ろ
か
ら
の
テ
ー
マ
で
す
。た
だ
、文

学
一
直
線
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。中
学
時
代
は
将
棋
に
熱
中
し

て
道
場
に
通
っ
て
い
ま
し
た
し
、高

校
時
代
は
写
真
部
で
暗
室
に
こ

も
っ
て
い
ま
し
た
。ま
あ
、い
ず
れ
に

せ
よ
文
化
部
で
す
ね
。マ
ン
ガ
も
、

ク
ラ
ス
で
友
達
た
ち
と
交
換
し
な

が
ら
、手
あ
た
り
次
第
に
読
ん
で
い

ま
し
た
。

□
現
在
の
研
究
に
つ
い
て

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
文
学
・
美
術

に
つ
い
て
の
研
究
を
す
す
め
な
が

ら
、子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
好
き
だ
っ

た
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
に
つ
い
て
の
批

評
文
も
書
い
て
き
ま
し
た
。「
研
究
」

と「
批
評
」で
、ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
こ

と
を
や
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
な
、と
も

感
じ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、あ
る
と

き
早
稲
田
大
学
の
鈴
木
雅
雄
先
生

に
、シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
マ
ン
ガ
に

た
い
す
る
関
心
は
こ
う
い
う
風
に
つ

な
が
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
、と
言
っ
て

い
た
だ
い
て
、「
あ
、ほ
ん
と
だ
」と
、

自
分
で
も
よ
う
や
く
気
が
つ
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
が
ど
う
つ

な
が
っ
て
い
る
の
か
、説
明
を
す
る

と
や
や
長
く
な
る
の
で
す
が
、ま
さ

に
そ
の
つ
な
が
り
を
ひ
と
つ
の
出
発

点
に
し
て
、２
０
１
４
年
か
ら
２
０

２
２
年
に
か
け
て
、鈴
木
先
生
と
の

共
著
で
、三
冊
の
論
文
集
を
だ
す
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。自
分
が
や
り
た

い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、自
分

ひ
と
り
で
は
意
外
に
気
が
つ
か
な
い

も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

▲シュルレアリスムとマンガをつなげて
　考えることが、ひとつの出発点となった、
　三冊の論文集。

フランスの詩人、アンドレ・ブルトンの著作（原著
1924年）。シュルレアリスム運動のはじまりを告げた
一冊。自動記述によって書かれたという詩作品『溶
ける魚』と、その序文として構想された『シュルレアリ
スム宣言』を収める。

東京都出身。東京大学大学院総合文化研究科
博士課程修了、博士（学術）。日本大学・早稲田大

学・東京大学の非常勤講師などを経て、2020年より現職。「フラン
ス文化論」やフランス語の授業を担当。フランス文学者、批評家。研
究対象は、シュルレアリスムを中心としたフランス語圏の文学・美術、
マンガを中心とした視覚文化。著作に、『マンガメディア文化論　フ
レームを越えて生きる方法』（共編著、水声社、2022年）や『ジョル
ジュ・エナン 追放者の取り分』（水声社、2013年）などがある。

P r o f i l e

「シュルレアリスム宣言 / 溶ける魚」

中 田 先 生 が 選 ぶ 一 冊

著：アンドレ・ブルトン
訳：巖谷國士

□
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
の

　
出
会
い

フ
ラ
ン
ス
文
学
を
研
究
す
る
こ
と

に
決
め
た
の
は
、大
学
に
入
っ
て
か

ら
で
す
。ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
と

い
う
詩
人
の
本
を
読
ん
で
、惹
か
れ

る
う
ち
に
、そ
れ
が
研
究
対
象
に
な

り
ま
し
た
。ブ
ル
ト
ン
の『
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
宣
言
』は
、無
意
識
状
態

で
詩
を
書
く「
自
動
記
述
」を
、シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
運
動
の
方
法
と
し

て「
宣
言
」し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
あ
い
か
わ
ら
ず
「
ど
う

や
っ
た
ら
詩
が
書
け
る
の
か
」と
考

え
て
い
た
私
に
は
、興
味
深
い
詩
論

で
し
た
。し
か
し
、無
意
識
状
態
で

な
に
も
考
え
ず
に
書
く
と
い
う
のイギリス在住のころ､小学校の制服で。

碧風祭運営委員会の皆さん
https://wwwt.suac.ac.jp/hekifu/index.html

毎年11月に開催している本学の学校祭「碧風祭」。コ

ロナ禍の影響により、2020年は中止、2021年はオン

ライン開催を余儀なくされましたが、2022年は３年ぶ

りの対面開催が実現。学生達は様々な困難を創意工夫

で乗り越え、本来の碧風祭を見事に復活させました。

碧
風
祭
復
活
！

碧
風
祭
復
活
！

感染症対策のため、時間帯を学内公開（飲食有）と学外

公開（飲食無）に区分。それぞれの時間帯でお楽しみいた

だける企画が多数出展しました。学内公開時には焼きそ

ばやクレープ、地元野菜を使ったスープ…etc　いい匂い

が会場に漂いました。学外公開時にはワークショップや

ゲームで学生と交流する子ども達の姿がみられました。

碧風祭公式ＷＥＢサイト

バンド、弾き語り、ピアノ、ダンス、合気道、書道…etc 

SUAC生達の多彩なパフォーマンスが光るステージ。吹奏

楽部による浜松南高校とのコラボステージや名古屋の3

ピースバンド「Maki」のゲスト演奏など見所満載でした！

夜にはキラキラな
ミラーボールが出

現♪

制作：学内装飾団
体「Myxa」

ステージ

3年ぶりの対面開催にあたり、碧風祭の運営を行ったのは対面での
碧風祭を経験したことがない世代でした。過去の碧風祭の詳しい様
子が分からず、また、未だ感染症対策の徹底が求められる中で、企
画を進めていくことは容易なものではありませんでした。しかし、学生
皆が協力し合い、地域の皆様にもお力添えを頂いたことで無事開催
することが出来ました。この場をお借りして深く感謝申し上げます。

碧風祭運営委員長

堀池 佑菜さん

パンフレットWeb版も
ご覧いただけます！

開催
レポート

大盛り上がりのステージ！

美味しいよー！食べてって
ね

ハイ、碧ポーズ！

企画 午後は的当てゲ
ーム

午前はたこ焼き屋

模擬店大盛況

目玉企画

キャンドル
づくり

ワークショ
ップ

手作りの
ガチャガチャに
ワクワク
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S U A C ボローニャ大学
〔イタリア〕

芸術文化学科４年

土居 優莉 さん
2022年9月～
2023年7月

留学期間

私は現在ボローニャ大学芸術学科で音楽史や現代アート、
エンターテインメントについて学んでいます。慣れないイタリ
ア語での講義ですが、挑戦する人を必ず受け入れてくれる
温かい環境に恵まれ精一杯取り組んでいます。また、休日
に友人たちとオペラを観たりハウスメイトと食事をしたりす
る時間はとても楽しく、イタリア語の
練習にもなっています。

眩しい太陽とカラリとした空気。BESIGNは南仏ニースに
ある学校です。UXデザイン・ブランディング理論・AI・気候
変動・バイオミミクリー・メガトレンドなどの講義を通して、
サステナブルデザインを多角的な視点で学んでいます。演
技の授業もあったり…！私は生態系や服飾文化に興味が
あるので、新たに得た知識と自身の
背景を絡めながらデザインの世界
を深掘りしています。

　　　　　コートダジュール大学
サステイナブルデザインスクール
BESIGN〔フランス〕

S U A C

デザイン学科４年

田中 眞斗 さん
2022年9月～
2023年6月

留学期間

番外編番外編

Let’s go
global2022年夏から再開した交流協定校への派遣と受入れ。SUACか

ら世界へ、世界からSUACへ、新たな出会いが生まれています。
今回は海外で学ぶSUAC生とSUACで学ぶ留学生の声をご紹介。
充実した留学生活を送る様子が見えてきました！

キャリア支援室より
Career Support Office

2023年３月卒業予定者（現４年生）については、12月末時点での内
定率が82.2％となっています。コロナウィルス感染拡大の影響による
求人数の減少は昨年度から回復傾向にあり、今年度は昨年度には
及びませんが一昨年度よりは上昇しています。引き続き、未内定の学
生に対しては、志望の状況に応じた求人情報の提供等により最後ま
で支援を継続していきます。
また、2024年３月卒業予定者（現３年生）についても夏秋のイン
ターンシップを経て、来年３月の採用活動解禁に向けての準備が
進んでいます。
次年度以降も今年度と同様の状況を見込んでいますが、状況の変化
に即したガイダンスやセミナーの実施と個別のきめ細やかな対応に
よって個々の力を引き出し、学生一人ひとりの志望が実現できるよう
支援していきます。

就職状況

2022年度卒
業生･2

0期生

6月から7月にかけて、キャリア支援室職員が３年生と個人面談
を実施しました。
志望する進路（業種、職種、勤務地等）や就職活動に向けての
準備状況等を確認し、目指す方向に応じた活動のポイントを説
明したり、学生からの質問に答えたりしました。昨年までは10月
以降に行っていた個人面談の時期を早めることで、夏休みを有
効活用できるようアドバイスを行いました。また、この面談を機会
に学生がキャリア支援室を気軽に利用して、それぞれの就職活
動に役立ててもらえるように伝えることを心がけました。

３年生との個人面談

11月6日（日）に、2･３年生の保護者の方を対象に保護者会を
実施しました。
昨年度はオンラインでしたが、今回は碧風祭にあわせて学部別
に対面での開催となりました。SUAC生の就職状況やキャリア支
援室の支援内容の説明の後、文化政策学部は「採用動向と保
護者の方の心構え」、デザイン学部は「デザイン職とは」という
テーマで講演を行い、後半は卒業生と4年生によるパネルディス
カッションで就職活動や入社後の様子についてお話を伺いまし
た。また当日の様子は後日配信し、欠席された方にもご覧いただ
く機会を提供しました。

保護者会

就職
イベントの実施

装飾が美しいボローニャ市立歌劇場
 同級生と恵方巻ホームパーティー

浙大城市学院

〔中国〕
S U A C

国際文化学科在籍

叶 天 さん
2022年度後期～
2023年度前期

留学期間

SUACでは、国際文化学科に所属しています。一学期が過
ぎた今でも、ゼミ形式はとても斬新なものだと思います。
授業では、日本語の勉強はもちろん、ほかにも英韓欧など
の地域の文化にも触れました。学生たちはここで自由に学
び、遊び、ゼミで自由に討論し、学校内で自由にイベントを

開くことができます。休日にはみ
んなで浜松を楽しんでいて、充実
した留学生活を過ごしています。

湖西大学

〔韓国〕
S U A C

デザイン学科在籍

キム ソンヒ さん

2022年度後期留学期間

私はSUACでデザインを勉強しました。 SUACでは様々
な領域の美術を学ぶことができ、自由にアイデアを出す
ことができるので、楽しく授業を受けることができます。
ここに来て基礎に戻ってみんなのためのデザインを学
ぶことができて良かったです。みんなと一緒に未来のデ

ザインを考えたこの時間を決し
て忘れません。

合同ゼミで神社
に行きました浜松の染物体験を

しました

浜松で、世界で新たな環境で
頑張る学生たちを紹介！

世界SUAC
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寄附者ご芳名
（順不同、敬称略）【個人】

藤枝智　下位智　矢ヶ崎満郎　下堂前正彦　松田尚純　髙﨑雅彦　新井巧

星原守雄　渡辺雅司　大橋怜奈　加藤孝　髙橋玲子　尾鷲愛子　後藤伸ニ

岡田尚之　杉山秀雄　小久保元弘　横山俊夫　熊田洋之　大塚晃司　弓削径吾

永井良和　谷野史織　三浦浩子 

※ご芳名の掲載を希望されなかった方（31名）を除いて掲載しております

寄附金額 1,964,000円 （内訳：修学支援事業82,000円、教育研究支援1,882,000円）

基金について

静岡文化芸術大学基金
（ 修学支援事業・教育研究支援 ）

寄附者ご芳名

令和4年8月1日から
令和4年12月31日まで

ご寄附を頂戴した方々のご厚意に心から感謝を申し上げますとともに、
謹んでご芳名を掲載させていただきます。今後、学生が行う海外留学
や論文執筆のための図書購入に充てさせていただきます。皆様には引
き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

多文化・多言語
教育研究センター
特任講師

上村 明英

I first moved to Hamamatsu and started at SUAC 
the same year that COVID-19 began. Of course, 
I had no idea what was coming when I first 
arrived. The world changed, and it changed 
suddenly. In a sense, the world got smaller. 
International travel and studying abroad were no 
longer options. Even travelling outside of 
Shizuoka Prefecture was not recommended. And 
yet, our world was smaller not only because of 
the restrictions, but because everyone was in the 

多文化・多言語教育研究センター 特任講師 Nicholas James Cooper

same battle. And now, at the beginning of 2023, 
the world is opening up once more. Exchange 
students are returning, study abroad programs 
have commenced. More and more opportunities 
await. The world has become smaller, but the 
horizon is still as vast as ever. Whether you are 
still a student, have graduated, have started a 
career, never forget that knowledge and learning 
should not be a destination you arrive at, but a 
journey that never ends.

近江から遠江に通って早六年。かえりみて、ゆ
きあたりばったり。裏を返せば、数々のセレン
ディピティに恵まれた、と言えなくもない。西洋
演劇（のはず）のゼミの卒論テーマは、オペラ
からBLまで。若い人から多くを学んだ。連絡を
くれる卒業生や修了生がただただ可愛い。フ
ランス語授業の《Aux Champs-Élysées》唱和
も忘れがたい。外国籍の学生のいるクラスでは
留学時代が偲ばれた。そして、SPAC、ぷちま
り、クリエイティブサポートレッツとの出会い。ア
ナログな演劇ゆえに出来ることを探り続けた
い。皆さまの温かさに支えられた6年だった。遠
州の朗らかな風土にも深謝。

9年の単身赴任生活に終止符を打ち東京に戻
りますが、大学受難の当世に文芸大への文句
なしに去れるのは僥倖です。デザイン学部の1
学科化を睨んだ採用だったと自覚しますが、両
学部の不断の変化を支える学的基盤を残せて
いたらその企図は成功したと申し上げたいで
す。家庭の事情なくんばもう少し……いえ、優れ
た先生方、意欲溢れる職員の皆様、才気に富む
学生たち、期待を掛けて下さる学外の方々にス
ケッチの描き込みをお任せする潮時なのでしょ
う。とはいえ来年以降も非常勤で授業に参り、
12階南側で親しんだ浜松の海と空に夢を描く
お手伝いを続けます。最大の感謝とともに、今後
ともご厚誼のほどよろしくお願い申し上げます。

2018年から5年、出産育児休暇をのぞくと3年
半の間、大変お世話になりました。最も記憶に
残っているのは、やはり新型コロナウイルスの影
響で授業が全てオンラインとなった2020年前
期のことです。誰もいないキャンパスや、それま
での日常の名残を残して移転することとなった
多文化・多言語教育研究センター（旧英語・中
国語教育センター）の部屋を見て、呆然とした
ことを思い出します。活気を取り戻した本年度、
多くの教職員の皆様や学生の皆さんに支えら
れて、またこのキャンパスで過ごせたことを心か
ら感謝しています。ありがとうございました。来年
度からも、非常勤としてお世話になります。今後
ともよろしくお願いいたします。

デザイン学部
デザイン学科 准教授

天内 大樹

文化政策学部
芸術文化学科 准教授

井上 由里子

2000年の開学時から22年間、社会理論、変動論、調査
法、排除と包摂、人権について授業をしてきました。学部
と院生の120本ほどの卒論・修論に、査読も加えると200
本以上の論文を読みコメントしました。ゼミでは事前提
出の質問、意見、助言のしくみを使いました。名前は忘れ
ても、ほぼ全員の論文テーマと顔は覚えています。ゼミ生
以外にも、学科を超えて多くの学生と出会えてよかった
です。教職員の方 と々は、様々な活動を共に取り組むこと
ができて、ありがたく思います。コロナ禍の下では、お菓子
をつまみながら雑談をする機会がなくなり残念でした。ま
た、ここ数年は大学運営の仕事が増え、卒業生と話す機
会があまり持てませんでしたが、今後はやや余裕ができ
るだろうと期待しています。

文化政策学部 文化政策学科 教授 森 俊太

2000年4月 ▶  2023年3月

本学在職期間

企業の研究所で21年間勤務した後、2004年に本学デ
ザイン学部に赴任しました。技術造形学科、メディア造形
学科、デザインフィロソフィー領域、インタラクション領域
において、さまざまな学生と交流することができて、刺激
的な19年間の教員生活でした。卓球部顧問という名目
で、両学部の部員と卓球することができたことも良い思
い出です。肝心な大学の教育研究にどこまで貢献できた
のかは疑問ですが、教職員のサポートのおかげで、職務
を全うすることができて感謝しております。発達障害者の
学習支援研究はライフワークとして継続していきますの
で、退職後もご支援くださるようお願いします。どうもあり
がとうございました。

デザイン学部 デザイン学科 教授 宮田 圭介

2004年4月 ▶  2023年3月

本学在職期間

2016年度
オープンキャンパスで
学生が描いてくれた

似顔絵

今年の3月末をもちまして定年退職いたします。
先生方、職員のみなさま、至らない私でしたが、ご理解とご
指導を賜ったことで何とか無事にここまで参りました。
僕の授業を履修してくれた全ての卒業生のみなさん、
支離滅裂な授業もあったかと思います。それを文句も言わ
ずに受講してくれました。
2001年から2022年まで静岡文化芸術大学薪能のプロ
ジェクトチームに関わってくれた卒業生、在校生のみなさん、
夏休みを返上しての薪能運営でしたね。大きな声では言
えませんが、10年程前までは、本番の一週間前になると北
館4階の薪能部屋での徹夜作業が当たり前だったようで
すね。あるご両親は「薪能か、しょうがないな…」と言ってお
られたと。本当に疲労困憊だったと思います。
22年間、薪能に出演した多くのシテ方や三役（ワキ方、狂言
方、囃子方を含む累計400人以上）から、学生チームへのク
レームは一度もありませんでした。これは驚くべきことです。
例年、運営チームの対応は丁寧で、明るく、それでいて真剣
で、僕は本番公演の日に、運営チームの私語、仲間でお喋
りしているのを聞いた事がありません。
今は情報室に異動されましたが、薪能担当であられた宮
野 哲さん、学生チームへの指導をありがとうございました。
最後になりましたが、横山俊夫学長に深く感謝申し上げます。

文化政策学部 芸術文化学科 教授 梅若 猶彦

2000年4月 ▶  2023年3月

本学在職期間

静岡文化芸術大学
特別公開講座

「薪能」（平成17年）
能「安宅」で演じる
梅若先生

2014年度
「キネマテクス」の
期末公開コンペの

様子
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