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「第86回新制作展」で卒業生が新作家賞受賞
二本松ゼミ、浜松市長の懇談会に参加
遠鉄百貨店に学生がプロモーション提案
4年間の集大成！ 「卒展」を開催
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でライフコース研究

ラッパと
まちづくり

原点はフェアトレード活動
浜松発、食を通じて日本を元気に

編 集 後 記

2024年3月、コロナ禍真っただ中で入学した学生たちが卒業していきます。入学直後の休校、オンラインでの手探りの
授業など、先の見えない不安も多かったことでしょう。それでも思い描いたキャンパスライフに向かって、教職員と一緒に
取り戻してきたこの4年間。“同志”たちの卒業に心からおめでとう！

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19号は2024年10月の発行予定です。

愛知県蒲郡市で育ちました。学芸会の演劇ではいつも主役
を務める目立ちたがり屋で、将来の夢はアナウンサー。高校
に進学すると、洋楽や映画の影響で海外に憧れ、英語部に
所属。地域イベントに参加する活動に携わり、表舞台よりも
それを支える裏方に興味を持ちました。人を笑顔にするメ
ディアを作る側に興味が広がり、大学選びの軸になりました。
SUACは地域との取り組みや、それを応援してくれる大学の
体制が魅力で、入学後の活動イメージが自然と思い浮かん
だことが決め手となり、4年間自宅から通学しました。
入学してすぐに出会ったのが「TABEBORA（タベボラ）」。国
際文化学科の先輩が立ち上げた、フェアトレードや地産地
消の食材を使った料理のカフェを運営するサークルです。カ
フェという形態によって、多くの人にフェアトレードを知っても
らうことが狙いです。すぐに「面白そう！」と飛びついた私でし
たが、フェアトレードについては言葉を知っている程度でしっ
かりと理解はしていませんでした。週2回、JR浜松駅前地下
広場にカフェを出店し、立ち寄ってくれたお客様にフェアト
レード活動についてお話することで私自身も理解を深め、誰
もが入りやすい“カフェ”を通じて交流が生まれていきました。
SUACでは、言語が用いられる文化的な背景や、多文化共
生を学んだことなどが印象に残っていますが、4年間を振り
返ると「フェアトレード」一色の大学生活でした。中でも、タベ
ボラのメンバーで「タベボラ留学プロジェクト」を立ち上げ、
国内外の食材の生産者に実際に会いに行ったことは貴重
な経験となりました。現地の労働環境や住環境はさまざま
で、生産者から直接お話を伺って初めて知ることもありまし
た。この姿勢は現在の仕事にもつながっていて、お菓子の原
材料を扱う生産者や、お菓子をお買い求めになるお客様の
声を聴く機会を大切にしています。

2017年にSUACが「フェアトレード大学」に認定される際に
は、前段階のフェアトレード大学憲章の作成から携わりまし
た。2018年にはフェアトレードカカオを使ったチョコレートを
作るプロジェクトがスタート。しかし、私の卒業時はコロナ禍
となり、プロジェクトは一旦休止せざるを得なくなりました。そ
の後、後輩たちが思いを引き継いでくれて、代表が3代目と
なった2022年1月に「ピナショコラ」が完成。私も協力会社
の一人として学生と同じ気持ちで参加しました。商品として
お菓子をつくるときには、原材料をはじめ設備や人件費など
が必要となり、パッケージも意味を持たせたものでなければ
なりません。そういった社会人になったからこそ学んだ知識
や経験を、活かすことができたと思います。
タベボラから始まったフェアトレード推進活動で、浜松の多く
の方と出会い、支えていただいたからこそ、今の私があると
思っています。春華堂を代表する「うなぎパイ」も地元の人た
ちに育てていただいたお菓子です。それを守りながら、首都
圏進出など新しいことにも挑戦しています。春華堂は菓子製
造業ではなく「創造業」。食によって人を笑顔にするさまざま
な取り組みを通して、私自身も浜松に恩返しをしながら、日
本全体を元気にしていきたいと思っています。

□ 2020年 文化政策学部国際文化学科 卒業

愛知県蒲郡市出身。2020年、文化政策学部国際文化学
科卒業。在学中は学内外でフェアトレード推進活動に取り組
み、SUACの「フェアトレード大学」認定に尽力。卒業後、生
活に身近な食に携わる仕事に就きたいと、浜松の老舗企業

「春華堂」に入社。現在はSNS運用やメディア取材対応の
ほか、食育講座や県外の新店舗開発プロジェクトなど、多岐
の業務に携わる。

おお つか　 　 　り 　こ

大塚　莉子さん

有限会社春華堂
広報室

学内でフェアトレードについての意見交換会を行った（右が大塚さん）
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舞台芸術に興味をもち、デザイン学科に進学。SUACには

舞台美術や設計を専門に学ぶ授業はありませんが、デザ

インを多角的に学んだり、教員のアドバイスを得たりしな

がら、視野を広げています。入学後は舞台の音響照明の

知識や技術を学ぶSUACならではのサークル、音響照明

技術研究会「P@tch-code（パッチコード）」に所属しまし

た。大学主催行事や学生主体で行われるイベントなどで

照明を担当して、さまざまなステージを経験しています。

ひとつの舞台を作り上げる上での裏方スタッフのやりが

いと責任、そして成功したときの達成感。舞台は出演者だ

けでは成り立たず、多くの人がチームとなって完成するこ

とを学んだといいます。

P.02-04 ［特集］ラッパとまちづくり
教授×在学生クロストーク

P.05 SUACさ・ん・ぽ　浜松まつり各町凧印編

P.01 Pick Up Student

P.11-12 キャリア支援室より

P.13 退任教員紹介
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P.14 同窓会だより
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チームで作り上げた舞台
夢の実現へ大きな自信に
八木 更紗さん

デザイン学部 デザイン学科2年
静岡県立島田高校出身

　終演後に記念撮影。
俳 優 の 皆さん、スタッフが
一丸となって作り上げる舞台
でした。

　 地元学生と劇団たんぽぽのコラボレーション「ALLはままつ公演」として
上演された『和尚さんと小僧さんの昔ばなし』（2024年1月27日開催、浜松
市勤労会館 Uホール）。舞台美術は八木さんのデザインをもとにSUACの
学生で制作されました。少ない予算の中で最大限の効果を出す舞台美術です。

pick up student

次
ペ
ー
ジ
へ
続
く

02

浜松のラッパコミュニケーション

毎年5月3日～5日に行われる浜松まつり。市民の方にはおなじみの風物詩といえるラッパの音ですが、

実はラッパのお囃子のお祭りは世界的にも珍しいことはご存知でしょうか？

今回は、浜松のラッパに魅了された奥中康人教授と、大学院生、学部生によるラッパのお話をお届けします。

   

私
が
浜
松
に
来
た
理
由

奥
中
：
S
U
A
C
に
勤
め
て
13
年
に
な
り
ま
す
が
、浜
松
ま
つ
り

に
は
20
年
ほ
ど
前
か
ら
調
査
で
訪
れ
て
い
ま
す
。当
時
の
私
は
日

本
の
近
現
代
音
楽
史
に
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。ピ
ア
ノ
や
バ
イ
オ

リ
ン
の
研
究
者
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
が
、ラ
ッ
パ
の
研
究
者
は
ほ

と
ん
ど
い
な
く
て
。同
じ
大
学
院
に
浜
松
出
身
の
後
輩
が
い
て
、

「
地
元
は
ラ
ッ
パ
吹
い
て
ま
す
よ
」な
ん
て
言
う
ん
で
す
。ラ
ッ
パ

を
吹
く
祭
り
な
ん
て
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、半
信
半
疑

で
見
に
行
っ
た
ら
本
当
に
吹
い
て
い
て（
笑
）。

柴
田
：
お
囃
子
に
ラ
ッ
パ
を
使
う
お
祭
り
は
他
に
は
な
い
の

で
す
か
？

奥
中
：
な
く
は
な
い
ん
で
す
け
ど
、長
年
行
わ
れ
て
い
る
ち
ゃ
ん

と
し
た
お
祭
り
で
は
世
界
的
に
も
珍
し
い
で
す
ね
。そ
こ
か
ら
毎

年
浜
松
ま
つ
り
に
来
る
よ
う
に
な
っ
て
、縁
あ
っ
て
S
U
A
C
に
赴

任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。現
在
は
居
住
地
の
町
と
、昔
か
ら

ラ
ッ
パ
を
吹
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
早
出
町
と
、そ
れ
ぞ
れ
の
法

被
を
時
間
帯
ご
と
に
着
替
え
て
参
加
し
て
い
ま
す
。

柴
田
：
私
は
大
学
で
哲
学
を
学
び
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。そ

れ
と
は
別
に
音
楽
が
好
き
な
ん
で
す
け
ど
、音
楽
を
学
ぶ
と
い
う

と
演
奏
を
す
る
の
だ
と
思
っ
て
い
て
、哲
学
と
結
び
つ
け
て
音
楽

を
学
べ
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。S
U
A
C
で
は
そ
れ
を

学
べ
る
と
知
り
、直
感
も
あ
っ
て
進
学
先
に
選
び
ま
し
た
。私
は
ブ

ル
ー
ス
が
好
き
な
ん
で
す
。サ
ブ
ス
ク
に
な
い
戦
前
の
黒
人
ブ

ル
ー
ス
を
探
し
て
聴
い
て
い
ま
す
。入
学
式
の
数
日
後
に
奥
中
先

生
の
研
究
室
を
訪
ね
ま
し
た
。「
ラ
ッ
パ
興
味
あ
る
？
」と
聞
か
れ

て
。先
生
の
紹
介
で
、私
も
早
出
町
の
ラ
ッ
パ
隊
に
参
加
す
る
こ
と

に
な
っ
た
ん
で
す
。

坪
内
：
入
学
し
て
す
ぐ
、地
元
の
お
祭
り
の
独
特
の
雰
囲
気
の
中

に
入
っ
て
い
っ
た
な
ん
て
、す
ご
い
で
す
ね
。

柴
田
：
は
い（
笑
）。

坪
内
：
私
は
国
立
音
楽
大
学
で
民
俗
音
楽
を
学
び
、新
潟
市
の

「
樽
砧（
た
る
き
ぬ
た
）」と
い
う
、樽
を
太
鼓
の
よ
う
に
バ
チ
で
叩
く

芸
能
を
卒
業
研
究
に
し
ま
し
た
。音
楽
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、

ラッパとまちづくり

学びの成果を活かそうと2年次になって挑戦したのが、

全国の小中学校での巡回公演や演劇教育、地域貢献活動

などをおこなう「劇団たんぽぽ」がおこなった舞台美術デ

ザインのコンペでした。「劇団たんぽぽ」が上演する公演

の舞台美術プラン、衣装デザイン、チラシデザイン、劇音

楽を、浜松市在住・在学の高校生以上の学生を対象に募

集するもので、このコンペで八木さんの提案が見事採用。

2024年1月に上演された公演で実現しました。これまでは

舞台美術デザインを考えるだけだったのが、上演に向けて

劇団と打ち合わせを進め、自分のデザインが“形のあるも

の”になったことは、八木さんの大きな自信となりました。

「SUACには自分の将来の夢や、やってみたいことに積極

的に取り組む人が多い」という八木さん。そんな仲間たち

と切磋琢磨しながら、自身も将来に真面目に向き合い、や

るべきことに取り組んでいく姿勢が生まれているといいま

す。今回の舞台美術デザインの経験から、実現性のあるス

テージを考えるという新たな視点を学び、次の目標も見え

てきました。これからも興味への知識を深めながら、将来

に向かって一歩一歩進んでいきます。

教 員 × 在 学 生 ク ロ ス ト ー ク

取材協力：浜松市楽器博物館

教員研究紹介vol.10　小林淑恵 准教授　P.10
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音
楽
と
社
会
の
つ
な
が
り
を
研
究
し
た
く
て
、

S
U
A
C
の
大
学
院
に
進
学
し
ま
し
た
。浜
松
ま

つ
り
の
こ
と
は
そ
れ
ま
で
全
く
知
り
ま
せ
ん
で
し

た
。去
年
見
学
し
て
凧
と
ラ
ッ
パ
に
圧
倒
さ
れ
ま

し
た
ね
。老
若
男
女
み
ん
な
で
同
じ
ラ
ッ
パ
を
吹

い
て
い
る
の
は
興
味
深
い
で
す
。

   

庶
民
が
生
ん
だ
音
楽
文
化

奥
中
：
浜
松
ま
つ
り
の
ラ
ッ
パ
は
、明
治
時
代
に

消
防
団
で
使
用
し
て
い
た
信
号
ラ
ッ
パ
を
使
っ
た

こ
と
が
は
じ
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。昔
は
青

年
団
と
消
防
団
を
兼
ね
て
い
て
、地
域
の
若
い
人

が
そ
れ
に
入
り
ま
す
。凧
を
揚
げ
る
と
き
、何
か

賑
や
か
に
鳴
る
も
の
は
な
い
か
と
身
近
に
あ
る
も

の
を
見
回
し
て
、消
防
組
の
壁
に
か
か
っ
て
い
た

消
防
の
ラ
ッ
パ
を
持
っ
て
凧
場
に
出
掛
け
た
の
が

始
ま
り
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。そ
れ
で
凧
場
で
吹

い
た
ら
盛
り
上
が
っ
た
と
。

坪
内
：
お
祭
り
に
ラ
ッ
パ
っ
て
不
思
議
だ
と
思
っ

て
い
た
ん
で
す
。ラ
ッ
パ
は
軍
楽
隊
と
か
戦
い
の

場
で
も
演
奏
さ
れ
た
楽
器
な
の
で
、平
和
の
象
徴

と
も
い
え
る
お
祭
り
と
は
ミ
ス
マ
ッ
チ
な
気
が
し

て
。手
近
に
あ
っ
た
も
の
を
使
い
始
め
た
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
ね
。

奥
中
：
は
い
。子
ど
も
の
成
長
を
祈
願
す
る
初
凧

の
他
に
凧
合
戦
も
あ
る
の
で
、戦
の
様
相
を
呈
す

る
場
面
に
ラ
ッ
パ
の
勇
ま
し
さ
が
マ
ッ
チ
し
た
の

で
し
ょ
う
。浜
松
は
楽
器
メ
ー
カ
ー
が
多
く『
楽
器

の
街
』と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、浜
松
ま
つ
り
の

ラ
ッ
パ
は
、ピ
ア
ノ
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
な
ど
の
楽

器
を『
持
た
な
い
人
』が
生
ん
だ
文
化
な
ん
で
す
。

浜
松
は
染
色
や
帽
子
、国
鉄
の
工
場
な
ど
い
ろ
ん

な
製
造
業
で
栄
え
た
街
で
す
。労
働
者
の
音
楽
と

い
う
の
が
重
要
で
、ピ
ア
ノ
工
場
で
ピ
ア
ノ
を

管
楽
器
を
作
り
始
め
た
ん
で
す
ね
。浜
松
ま
つ
り

の
ラ
ッ
パ
と
ヤ
マ
ハ
が
売
り
出
し
た
管
楽
器
は
無

関
係
で
は
あ
り
ま
す
が
、吹
く
人
に
と
っ
て
親
和

性
は
高
い
わ
け
で
す
。

柴
田
：
お
祭
り
で
ラ
ッ
パ
を
吹
い
て
い
た
ら
、学

校
の
部
活
で
も
演
奏
し
た
く
な
り
そ
う
で
す
ね
。

そ
の
逆
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、相
乗
効
果
で
す
ね
。

奥
中
：
昔
は
町
内
に
一
人
か
二
人
ラ
ッ
パ
を
吹
く

人
が
い
れ
ば
十
分
で
し
た
が
、ラ
ッ
パ
隊
の
結
成

で
何
十
人
と
吹
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
う
す

る
と
曲
の
幅
も
広
が
っ
て
楽
し
く
な
る
の
で
、子

ど
も
だ
け
で
は
な
く
大
人
も
増
え
て
、老
若
男
女

ラ
ッ
パ
を
吹
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。町
の
数
の

増
減
は
あ
る
も
の
の
1
7
0
前
後
あ
り
ま
す
か

ら
、な
か
な
か
の
ラ
ッ
パ
人
口
で
す
よ
ね
。

   

ラ
ッ
パ
が
ま
ち
づ
く
り
に
与
え
た
影
響

坪
内
：
浜
松
は
西
洋
音
楽
の
街
の
イ
メ
ー
ジ
が

ず
っ
と
あ
っ
た
の
で
、こ
う
し
た
ラ
ッ
パ
の
文
化
は

意
外
で
し
た
。

柴
田
：
駅
周
辺
は
電
線
が
な
く
て
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ

風
の
綺
麗
な
街
並
み
で
す
し
、浜
松
ま
つ
り
と
は

ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
よ
う
な…

。

坪
内
：
た
し
か
に
、西
洋
音
楽
の
イ
メ
ー
ジ
は
駅

周
辺
に
限
ら
れ
て
い
る
の
か
も
。浜
松
に
長
く
住

ん
で
い
る
方
と
お
話
す
る
と
、コ
ン
サ
ー
ト
な
ど

は『
ま
ち
な
か
』の
も
の
と
言
わ
れ
ち
ゃ
い
ま
す
。

奥
中
：
そ
う
で
し
ょ
う
？『
楽
器
の
街
』か
ら『
音

楽
の
街
』へ
、県
や
市
が
文
化
政
策
に
取
り
組
ん

で
、オ
ペ
ラ
や
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、ピ
ア
ノ
コ
ン
ク
ー

ル
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、庶
民
の
ラ
ッ
パ
は

少
々
置
い
て
け
ぼ
り
の
感
は
あ
り
ま
す
。ま
ち
づ

く
り
と
い
う
と
、新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
る
方

に
注
力
し
が
ち
で
す
け
ど
、浜
松
に
は
既
に
百
年

前
か
ら
続
く
ま
ち
づ
く
り
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
ん

で
す
よ
ね
。子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
ラ
ッ
パ

を
吹
く
世
界
的
に
も
稀
で
貴
重
な
文
化
が
あ
る

こ
と
を
、市
民
の
方
々
が
も
っ
と
自
覚
し
て
活
か

せ
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

柴
田
：
私
は
ラ
ッ
パ
が
き
っ
か
け
で
浜
松
の
人
と

仲
良
く
な
れ
ま
し
た
。大
学
や
ア
ル
バ
イ
ト
先
の

友
達
と
も
違
う
、職
業
も
年
齢
も
バ
ラ
バ
ラ
の
人

た
ち
で
す
。ラ
ッ
パ
は『
隣
の
人
』と
話
す
き
っ
か
け

を
作
る
ツ
ー
ル
で
も
あ
り
ま
す
。特
定
の
人
と
話

す
ば
か
り
で
は
な
く
、ま
ず
隣
に
い
る
人
と
話
す

こ
と
が
、み
ん
な
が
過
ご
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

の
大
事
な
一
歩
だ
と
思
い
ま
す
。

坪
内
：
浜
松
ま
つ
り
に
参
加
す
る
人
だ
け
で
は
な

く
、参
加
し
な
い
人
に
と
っ
て
も
誇
れ
る
文
化
に

な
る
と
い
い
で
す
よ
ね
。浜
松
は
、お
祭
り
が
好
き

な
人
と
苦
手
な
人
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

奥
中
：
実
際
、祭
り
の
運
営
に
は
課
題
も
多
い
ん

で
す
よ
ね
。年
齢
も
職
業
も
ま
ち
ま
ち
な
ら
考
え

方
も
そ
れ
ぞ
れ
で
。浜
松
に
限
ら
ず
、多
く
の
地
域

で
そ
う
し
た
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
が
。

坪
内
：
そ
う
し
た
問
題
を
知
っ
て
い
る
と
、人
に

勧
め
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。せ
っ
か
く
の
面
白
い
文
化
な
の
に
。

奥
中
：
外
か
ら
来
た
人
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
入
り

づ
ら
い
で
す
し
、二
分
し
ま
す
よ
ね…

。S
U
A
C

は
教
員
も
学
生
も
他
県
か
ら
来
る
人
が
多
く
、学

内
は
浜
松
で
あ
っ
て
浜
松
で
は
な
い
空
間
で
す

（
笑
）。家
と
学
校
と
ア
ル
バ
イ
ト
先
の
三
角
形
の

中
だ
け
で
四
年
間
を
過
ご
す
の
は
少
し
寂
し
い
で

す
よ
ね
。ぜ
ひ
遠
州
弁
を
話
す
地
元
の
人
た
ち
と

ふ
れ
合
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。私
の
研
究
室

に
は
ラ
ッ
パ
と
法
被
・
足
袋
を
い
く
つ
か
用
意
し

て
い
ま
す
の
で
、興
味
が
あ
れ
ば
い
ら
し
て
く
だ

さ
い
。

柴
田
：
早
出
町
の
ラ
ッ
パ
隊
で
は
、お
祭
り
直
前

の
一
ヶ
月
間
、夜
の
1
時
間
ほ
ど
ほ
ぼ
毎
日
練
習

を
し
ま
し
た
。ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
で
忙
し
い
と
参

加
が
難
し
い
の
で
、私
の
よ
う
に
入
学
直
後
が
参

加
に
は
最
適
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。楽
器
の
経
験
が

な
く
て
も
、一
ヶ
月
練
習
す
れ
ば
吹
け
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

坪
内
：
私
が
勤
め
て
い
る
こ
こ
楽
器
博
物
館
で

は
、2
0
2
4
年
1
月
か
ら
5
月
7
日
ま
で
、ラ
ッ

パ
の
企
画
展
を
開
催
し
ま
す
の
で
、こ
ち
ら
に
も

足
を
運
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。浜
松
の
ラ
ッ

パ
文
化
を
、多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

特 集C R O S S  T A L K

奈良県出身。近現代の日本音楽史や
ラッパだけではなく、ムード歌謡や
ご当地ソングなど興味範囲は幅広
い。その土地で独自の進化を遂げた
文化が好き。音楽史の授業では、方
言や地域性などの話をすることも。

文化政策学部 芸術文化学科

奥 中  康 人  教 授

千葉県出身。ローリング・ストーンズ
を入口に黒人ブルースに辿り着き、
そのパワーに圧倒される。入学して
すぐ浜松まつり、続いて遠州大念仏
にも参加。社交性の高さで、長年の
市民以上に浜松の文化を満喫中。

文化政策学部 芸術文化学科1年

柴 田  紬  さん

   

ラ
ッ
パ
人
口
急
増
の
き
っ
か
け

奥
中
：
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
浜
松
ま
つ
り
の
ラ
ッ

パ
は
80
年
代
頃
か
ら
吹
く
人
が
急
増
し
ま
す
。こ

れ
に
は
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
が
影
響
し
て
い
ま

す
。地
域
の
子
ど
も
た
ち
も
お
祭
り
に
参
加
し
ま

す
が
、凧
を
揚
げ
た
り
屋
台
を
引
っ
張
っ
た
り
す

る
所
に
小
さ
な
子
が
い
る
と
危
な
い
し
邪
魔
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。そ
こ
で
子
ど
も
に
ラ
ッ
パ
を

吹
く
役
割
を
与
え
て
、「
子
ど
も
ラ
ッ
パ
隊
」を
作

り
ま
し
た
。そ
の
ち
ょ
っ
と
前
か
ら
ヤ
マ
ハ
の
営
業

マ
ン
が
浜
松
市
を
中
心
に
金
管
バ
ン
ド
の
普
及
に

努
め
て
い
ま
し
た
。60
年
代
後
半
か
ら
ヤ
マ
ハ
は

作
っ
て
い
て
も
、工
員
が
ピ
ア
ノ
を
弾
い
た
り
所

有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

柴
田
：
ブ
ル
ー
ス
の
は
じ
ま
り
み
た
い
で
す
ね
。

奥
中
：
そ
う
で
す
ね
。ブ
ル
ー
ス
は
、ス
ペ
イ
ン
人

が
弾
い
て
い
た
ギ
タ
ー
を
黒
人
が
真
似
て
、針
金

な
ど
の
自
作
ギ
タ
ー
で
演
奏
し
た
の
が
は
じ
ま
り

で
す
。『
持
た
な
い
人
』が
工
夫
し
て
始
ま
っ
た
音

楽
と
い
う
点
で
似
て
い
ま
す
ね
。坪
内
さ
ん
が
研

究
し
て
い
た
樽
砧
も
、楽
器
を
持
た
な
い
人
の
音

楽
で
は
な
い
で
す
か
？

坪
内
：
は
い
。醤
油
や
お
酒
を
入
れ
て
い
た
容
器

を
地
面
に
置
い
て
叩
い
て
、そ
の
周
り
で
踊
っ
て

い
た
ん
で
す
。

奥
中
：
誰
が
始
め
た
ん
だ
ろ
う
？
偉
い
大
名
は
し

な
い
よ
ね
。

坪
内
：
最
古
の
記
録
は
庶
民
の
盆
踊
り
を
描
い

た
絵
巻
物
な
の
で
す
が
、そ
れ
を
描
か
せ
た
の
は

奉
行
で
し
た
。次
第
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。

新潟県出身。長期履修制度を利用
し、働きながら大学院に通う。創作
和太鼓である霧島九面太鼓（鹿児
島）と万代太鼓（新潟）を題材に、新
しく作られた芸能が地域に密着して
いく過程を研究している。研究を仕
事にも役立てたいと考える。

大学院文化政策研究科2年／
浜松市楽器博物館職員

坪 内  香 澄  さん

世 界 的 に も 珍 し い ラ ッ パ が 響 く 都 市 ま つ り

S U A C 0304



「響き渡る日本にやってきたラッパ」

特集

唇を振動させて音を出す「金管楽器」。日本では「ラッパ（喇叭）」と言われ、現在では

お祭りやイベントでも使用されるポピュラーな楽器です。

本展では、ラッパがいつ･なぜ日本にやってきたのか、そして、どのように受け入れられ

発展していったのか、日本におけるラッパの歴史について、史実とともに紹介します。

関連コンサートやワークショップなども開催されます。

2024年1月13日（土)～5月7日(火)
9:30～17:00
浜松市楽器博物館 展示室内
入館料でご覧いただけます
公益財団法人浜松市文化振興財団／浜松市

有名な凧揚げ合戦は、中田島砂丘近くの凧揚げ会場を舞台に開催。子どもの

誕生を祝う初凧が天高く揚げられます。夜は市の中心部を舞台に、絢爛豪華な

御殿屋台が優雅で幻想的な美の競演を繰り広げます。

期間中はイベントも開催され、全国から観光客が訪れます。

凧揚げ合戦

子ども凧揚げ

吹奏楽パレード

御殿屋台引き回し

にぎわいイベント行事

中田島凧揚げ会場 

中田島凧揚げ会場

市中心部会場

鍛冶町通り周辺

市中心部･アクトシティ浜松ほか

5月3日（金）～5日（日）

5月5日（日）

5月3日（金）

5月3日（金）～5日（日）

5月3日（金）～5日（日）

10:00～15:00

10:00～12:00

17:10～18:30

18:30～21:00

イ ベ ン ト 案 内

時間はイベント毎に異なる

SUAC
さ・ん・ぽ

Hamamatsu city

各
町
凧
印
編

【 特別編 】

江 戸 時 代 か ら 続く浜 松 の 凧 文 化 。

「凧印」とは、大凧合戦で各町の凧に

描 か れ た 文 字 や 図 柄 のことで、その

いわれは、町 名に由 来するものや町

内の団 結を強めるものが 中 心となり

ます。デザインとして見ても面白いも

の ば かり。ここで は S U A C 周 辺 の 1 0

町を紹介します。

企画展

「浜松まつり」令和6年度

会期
開館時間

会場
観覧料
主催

企画展と関連イベントの詳細は、
「浜松市楽器博物館」Webサイトをご確認ください。

https://www.gakkihaku.jp/event/rappa/

2024年5月3日（金）～5日（日）開催期間

イベント名 会場 開催日 時間

〈  主なイベント 〉

最新情報は、「浜松まつり公式Webサイト」で随時更新しています。
https://hamamatsu-daisuki.net/matsuri/ 

Check!

Check!

Check!

アクトシティ
浜松

■県総合
庁舎

■楽器
博物館

■東小

■浜松
八幡宮

■萬福寺

■八幡中

■
船越小

■
西友

■神明宮

■
ヤマダ
電機

■

クリエート
浜松

第
一
通
り
駅

遠
州
病
院
駅

八
幡
駅

バス
ターミナル

浜松
郵便局

田町

早馬町

板屋町

常盤町

広
小
路

■

静岡文化
芸術大学

馬
込
川

文化芸大前

ア
ク
ト
通
り

八幡町

助信町

ヤマハ
本社工場

松江

野口町

八幡中前

■
ヤマハ

■アイミティ

1
2

3

4 5

6
7

8

9
10

野口は曳馬野（ひくまの）の入口
にあたるとされている。凧印は、野
口町の頭文字を平仮名で表した
もの。

野口町（のぐちちょう）1

明治時代から八幡町の凧印は提
灯にある親子の鳩で、ハの字を表
し、「鳩八」と言われていた。昭和
初期に太陽に向かって羽ばたく
現在の凧印になった。

八幡町（はちまんちょう）3

凧印は大正時代まで「ひょっとこ」
だったが、その後現在の「は」の字
と矢の図柄に変更した。浜松まつ
りの初期から参加している。

早馬町（はやうまちょう）5

大正4年、天皇陛下御即位と戦
勝を記念して、参加者が全員奴
姿に変装して行列した。行きも帰
りも沿道の観客に人気を博したこ
とで、大正5年から現在の奴の絵
を使用している。

馬込町（まごめちょう）7

「わつなぎ」印と呼び、輪は「人の
和に通じて町民仲良くするもの」
であり、つながった輪の両端が
切ってあるのは、限りなく続くとい
う意味。

板屋町（いたやまち）

協力：アクト地区自治会連合会

10

町の西側を流れる馬込川の中流
にあり、渡し船の仕事をしてきた人
たちが居住していた。その由来に
ちなんだ地名で、凧印も「船」を取
り入れている。

船越町（ふなこしちょう）2

常盤町ト組の組員が、和をもって
結びついていることを表すため
に、「ト」に輪つなぎを描いたもの
と思われる。

常盤町（ときわちょう）4

田町・北田町と共に、田町の稲荷
神社の氏子だったため、稲荷神
社の宝珠と東田町の「東」を組み
合わせた凧印。

東田町（ひがしたまち）6

米の仲買人が多かったため、「※
（江戸時代の米の商標）」の図案
を用いていたが、その後「七転び
八起き」の諺にあやかって「だる
ま」に変更した。

新町（しんまち）8

凧印は「本馬込町」時代からの氏
神白山神社の社紋「右三ツ巴」。
区画整理に伴って世帯数が最小
の7となったが、苦境を乗り切って
参加している。

松江町（まつえちょう）9

新
浜
松
駅

遠
州
鉄
道

電
車
通
り

柳通り

元浜町

六 間 道 路

写真提供：浜松･浜名湖ツーリズムビューロー

浜松
駅

東海道
本線

東海道
新幹線
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　 殿岡家が所蔵する
古文書の調査と報告
会（川根本町）

　 国 登 録 有 形 文 化
財「旧田代家住宅」を
会場にした七夕祭り

（浜松市）

　 公認サークル
「書法倶楽部 彩筆會」

が小学生向けの書き
初め講座（浜松市）

　 公認サークル
「Enjoy Arts Project」

が小学生向けのクリ
スマスアート制作を
サポート（浜松市）

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/2023/

公式X（旧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しています。

@suac_official

SUAC 公式サイト SUAC 公式X（旧Twitter）

デザイン学部卒業生・藤田結花さんの作品が
「第86回新制作展」新作家賞を受賞！

公募展「第86回新制作展」（主催：新制作協

会）において、デザイン学部の卒業生、藤田

結花さんの作品が新作家賞を受賞しました。

受賞作品は、藤田さんが2022年度卒業制作

作品として制作したもの。「新制作展」には絵

画・彫刻・スペースデザインの三部門があり、

今回藤田さんが受賞したのは彫刻部門です。

優秀作品には協会賞、新作家賞が贈られ、それ

ぞれの部門の入選作品が「新制作展」として国

立新美術館で展示されました。

01
T O P I C

全学カリキュラム「自主課題演習」の一環として、浜松市にある遠鉄百貨

店が主催するバレンタインイベントに若者層をさらに取り込むためのプ

ロジェクトが発足。「若者にとっての百貨店」という原点的な定義設定から

検討し、若者にとって最適なプロモーションの施策を提案。学生たちの専

門分野を活かしながらアイデアの発想と制作物のビジュアル（広告）制作

を行いました。ビジュアルデザイン案は、百貨店社長・経営層へのプレゼ

ンテーションを経て、Instagram有料広告（静岡県西部限定）と百貨店内

デジタルサイネージに掲出されました。

浜松市長と市民がランチなどを一緒にいただきながら会話を交わし、

情報交換をする「市長と話そう」。2023年5月に中野祐介市長が浜松

市長に就任して初めての開催に二本松ゼミが参加しました。

二本松ゼミでは、2014年度より浜松市北遠地域で昔話の採録調査を

おこなっています。採録した民話は「語りのまま、方言のまま」に翻字

され、学生たちによる地域の解説とあわせて書籍にまとめられ、 毎

年、出版してきました。今回参加した学生たちは、それぞれが調査を

おこなった際の思い出や調査への思いを話しました。中野市長からは

「学生の皆さんの活動を通して地域が元気になる。素晴らしい活動な

ので今後もぜひ継続してほしい」と励ましの言葉をいただきました。

浜松市・中野市長との懇談会「市長と話そう」に
国際文化学科・二本松ゼミが参加02

T O P I C

藤田さん
受賞コメント

卒業制作作品が新作家賞を受賞したことに、驚きと喜びでいっぱいです。長い時間をかけて制作した思い出
深い作品が認めていただけて、大変嬉しく思います。今回の受賞で、この先も作品制作を続けていきたいという
思いが強くなりました。より魅力的な作品が作れるよう、精進して参ります。

03
T O P I C

学生有志団体「引佐耕作隊」は、2016年度から浜松市浜名区引佐町にある

「久留女木の棚田」で米作りに取り組んでいます。2023年度は480平方メート

ルの田んぼ（3枚）で1年から4年の15名が1年を通して米作りに取り組み、無

事に脱穀まで完了しました。1月には学内生協にて「久留女木 棚田の恵」として

販売。5種類のパッケージデザインはデザイン学部の学生が担当しました。棚

田には、お米を生産すること以外にも多数の機能があります。例えば、天然の

ダムとなることで土砂崩れを抑制する機能、多様な生物の住処となる機能、さ

らには田植え体験や稲刈り体験を通じて都市農村交流の場となる機能が挙

げられます。これらの機能をまとめて「棚田の多面的機能」と呼んでいます。

学生団体｢引佐耕作隊｣による
｢久留女木の棚田｣での
米の脱穀が完了しました

04
T O P I C

広がる！ 地域をフィールドにした学び

　 イオンモール浜松志都呂で学生プロデュース
のファッションショー（浜松市）

コンセプトは「内界の吐露」。
ガス溶接のみで鉄を少しずつ
溶かし、積層させる、藤田さん
独自の手法。

デザインと発想で
浜松のバレンタインを盛り上げる！
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デザイン学部・大学院デザイン研究科の学生たちの学びの集大成である卒

業制作と修了制作が展示される「デザイン学部卒業展・デザイン研究科修

了展（通称：卒展）」。準備と企画運営はすべて学生たちでおこなわれます。

ギャラリーや講堂など学内施設全体が展示会場となり作品が並びました。

デザインを学ぶSUACだからこそ生まれる多種多様な作品の数々。多くの

来場者の皆さんにご覧いただきました。

05
T O P I C

2024年3月23日～6月16日まで静岡県浜松市で開催される

「浜名湖花博2024」。今回受託事業の一環として、高山靖子

教授（デザイン学部）と学生5名が〈フラワーパーク会場〉の

チケットデザイン制作と写真映えスポットアイデア提案を行

いました。

学生たちは会場となる「はままつフラワーパーク」に足を運

び、四季折々の花々やその景色を観察するとともに、来場者を

注意深く観察して発想を広げ、現地調査や考察をもとにディ

スカッション。チケットデザインの市場調査等を経て、5案のチ

ケットデザインを提案しました。

採用されたのは、同園のマスコットキャラクター「ふらまる」の

顔の下半分が花々で描かれ、口元にあてると「ふらまるになれ

る」、思わず写真に撮りたくなる案。チケットを手に、来場者が

花々を楽しんでもらえることを期待します。

浜名湖花博2024（フラワーパーク会場）の
チケットデザインを制作

浜名湖花博2024 浜名湖ガーデンパーク会場

はままつフラワーパーク会場 2024年3月23日土～6月16日日
チケットや詳細は
公式Webサイトをご確認ください。

2024年4月6日土～6月2日日

4年間の集大成！ 「卒展」を開催しました

06
T O P I C

文化政策学部 文化政策学科

v o l .

小林 淑恵 准教授

教員研究紹介 10
「ライフコース研究」で
障害福祉に貢献 女性の

ライフコース/
政策/地域福祉

［研究分野］

Yoshie Kobayashi

東
海
道
の
宿
場
町
、静
岡
市
丸
子
の

自
然
豊
か
な
環
境
で
伸
び
伸
び
と
育

ち
ま
し
た
。習
い
事
は
ピ
ア
ノ
や
油

絵
な
ど
に
親
し
み
ま
し
た
が
、４
月

生
ま
れ
の
私
は
、同
級
生
の
中
で
も

足
が
速
く
、中
学
校
で
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
部
の
部
長
を
務
め
る
な
ど
活
発
な

子
供
時
代
で
し
た
。今
振
り
返
る
と
、

当
時
の
バ
レ
ー
部
は
と
て
も
厳
し

く
、
そ
の
活
動
か
ら
い
わ
ゆ
る

「
G
R
I
T(

グ
リ
ッ
ト)

＝
や
り
ぬ
く

力
」が
身
に
つ
い
た
と
思
い
ま
す
。そ

れ
は
現
在
の
研
究
活
動
に
も
大
い
に

役
立
っ
て
い
ま
す
。

高
校
は
当
時
、県
下
の
進
学
校
で
男

女
比
が
３
：
１
と
決
ま
っ
て
い
て
、そ

の
後
も
男
子
生
徒
は
４
年
生
大
学
へ

進
学
、女
子
生
徒
の
進
学
先
は
東
京

の
短
大
か
地
元
の
国
立
大
学
か
と
い

う
ま
だ
ま
だ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス

が
色
濃
い
時
代
で
し
た
。東
京
へ
の

憧
れ
も
あ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
系
の
短
大

に
進
ん
だ
の
で
す
が
、卒
業
後
の
働

き
方
に
疑
問
を
感
じ
４
年
制
大
学
へ

進
学
し
な
お
し
ま
し
た
。こ
の
頃
か

ら「
女
性
の
生
き
方
」に
つ
い
て
の
疑

問
や
関
心
が
膨
ら
ん
で
き
ま
し
た
。

□「
や
り
ぬ
く
力
」を

　

 

培
っ
た
幼
少
期

非認知能力と言われる力が教育政策でも重視されるようになってきています。
非認知能力とは、教育心理学の知見から得られた「誠実性」、「グリット」、「好
奇心」、「自己制御」、「楽観性」、「レジリエンス」など関連する15の心理特性
で、本書では教育や保育の現場でそれらを育む可能性を展望しています。「ど
のような力を育むのか」という教育の根本的な問いに答え、今後の教育政策
の方向性を知ることができる一冊です。

静岡市出身。慶應義塾大学大学院経済学研究科を修了後、文部科学省
科学技術・学術政策研究所上席研究官、同省総合教育政策局調査企画
課学力調査分析専門職を経て2021年より現職。授業では「社会統計分
析」「地域福祉論」「文化政策演習 I～Ⅴ」などを担当 。

P r o f i l e

「 非認知能力：概念・測定と教育の可能性 」

小 林 先 生 が 選 ぶ 一 冊

著：小塩真司

大
学
で
は
経
済
学
に
関
心
を
持
ち
、

特
に
労
働
経
済
か
ら
派
生
し
た
家

族
や
教
育
の
経
済
学
、ま
た
隣
接
す

□「
追
跡
調
査
」に
取
り
組
む

本
学
に
は
自
由
な
研
究
環
境
を
求

め
赴
任
し
ま
し
た
。人
は
就
職
、結

婚
、出
産
、退
職
等
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
人
生
に
お
け
る
様
々
な
選
択
を

行
い
ま
す
。娘
に
は
ダ
ウ
ン
症
と
い

う
障
害
が
あ
る
こ
と
か
ら
本
学
で

は
、こ
れ
ま
で
の
研
究
経
験
を
障
害

福
祉
分
野
に
も
生
か
し
た
い
と
思

い
、科
研
費
の
助
成
を
受
け「
障
害

者
世
帯
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
研
究
」に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。協
力
団
体
と

□「
人
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
」を

　

 

研
究
す
る

の
連
携
も
求
め
ら
れ
る
な
か
、満
足

な
調
査
が
実
施
で
き
る
か
は
フ
タ

を
開
け
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い

の
で
す
が
、持
ち
前
の「
や
り
ぬ
く

力
」を
発
揮
し
、必
要
な
準
備
や
思

い
つ
く
限
り
の
フ
ォ
ロ
ー
を
徹
底
す

る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。静
岡
県

と
の
連
携
で
展
開
し
て
い
る「
障
害

者
文
化
芸
術
活
動
支
援
」で
は
、文

化
政
策
、デ
ザ
イ
ン
両
学
部
の
学
生

が
参
加
し
て
い
ま
す
。こ
の
活
動
か

ら「
福
祉
」で
は
政
策
分
野
は
も
と

よ
り
、デ
ザ
イ
ン
分
野
へ
の
広
が
り

に
大
き
な
可
能
性
が
あ
る
と
感
じ

て
い
ま
す
。デ
ザ
イ
ン
学
部
の
学
生

に
も
こ
の
可
能
性
に
気
付
い
て
欲

し
い
で
す
ね
。

る
人
口
論
を
深
く
学
ぶ
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。「
人
を
追
跡
す
る
調
査

（
パ
ネ
ル
調
査
）
」
は
米
国
で
は

「
60
年
代
」、日
本
で
は「
90
年
代
」

か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
手
法
で
、
同
一
出
生
集
団

（
コ
ホ
ー
ト
）に
対
し
て
継
続
的
に

追
跡
を
行
い
、
そ
の
デ
ー
タ
を
分

析
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

大
学
院
修
了
後
は
多
く
の
修
了
生

が
大
学
や
厚
生
労
働
省
の
研
究
所

で
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
中
、
私
は
縁

あ
っ
て
文
部
科
学
省
の
研
究
所
へ
。

省
庁
で
は
様
々
な
調
査
が
実
施
さ

れ
ま
す
が
、当
時
文
科
省
で
は
、教

育
か
ら
社
会
へ
の
移
行
を
把
握
す
る

追
跡
調
査
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、こ

れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
て
毎
年

1
万
5
千
人
ほ
ど
誕
生
す
る
博
士

課
程
修
了
者
の
追
跡
調
査
を
開
始

し
、博
士
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
の

分
析
を
行
い
ま
し
た
。ま
た
、「
全
国

学
力
・
学
習
状
況
調
査
」の
実
施
や

デ
ー
タ
公
開
に
も
携
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
調
査
は
国
家
が
持
つ
権

限
を
用
い
て
は
じ
め
て
実
施
で
き

る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
調
査
で
す
。

省
庁
勤
務
と
い
う
こ
と
で
、各
種
審

議
会
に
出
席
し
た
り
、国
会
答
弁
の

後
席
に
控
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。大
学
長
、研
究
機
関
長
ら
と

の
意
見
交
換
、ま
た
国
際
機
関
へ
の

往
訪
な
ど
で「
研
究
」と「
政
策
」が

絡
み
合
う
仕
事
は
責
任
と
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
が
大
き
か
っ
た
半
面
、様
々

に
貴
重
な
経
験
が
で
き
た
こ
と
は

大
き
な
財
産
で
す
。
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年
次

4

年
次

3

年
次

2

年
次

1

コロナ禍を経て、採用選考の
方法のひとつとして主流に
なったオンライン。適性検査を
はじめ、面接をオンラインでお
こなう企業・団体もあります。
キャリア支援室では、専用個
人ブースを用意。通信状況に
不安なく、音声や映像も明瞭
な環境で、安心して選考に臨
めます。

オンライン選考

デザイン系職の就職活動で
欠かせない自己PRツール。自
分の作品（成果物）をまとめ、
企業の採用担当者に示すた
めのプレゼン資料となります。
早めに準備を始めることが大
切です。

ポートフォリオ制作（デザイン学部）

企業説明会

履歴書・エントリーシートアドバイス

● 職員が3年生全員と面談を実施し、進路の意向を確認します。

個人面談

● 企業の採用担当者を招き、会社概要などを説明してもらいます。
OB･OGが参加する機会も多く、生の情報を得ることが出来ます。

学内企業説明会

模擬面接・グループディスカッション講座

就職ガイダンス 業界研究セミナー

面接練習

● 就職活動に必要な知識や対策などを、座学と実践を組み合わせて 
説明。1年次から年間を通しておこなっています。

低学年向けガイダンス

ポートフォリオ制作ガイダンス

企業・団体が提供する実
務体験を伴う5日間以上
のプログラム。その仕事に
就く能力が自分に備わっ
ているかを見極める機会
になる。採用の評価に直
接関連することも。学部3
年以上が対象。

インターンシップ

これまで「1dayインターン
シップ」「仕事体験」などと
呼ばれていたプログラム。
企業の文化や環境を体
感する場であり、実際の
業務経験は目的としてい
ない。すべての学年が対
象となる。

オープン・カンパニー

個人ブース

SUACキャリア支援室では、学生生活を通して
将来への希望が実現できるよう、様々な就職支援をおこなっています。

キャリア支援室より
Career Support Office

2024年３月卒業予定者（現４年生）については、2月15日時点での
内定率が87.3％となっています。昨年度同様、就職活動は売り手市
場となっており、多くの学生が複数の内定を得ています。一方、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、2025年３月卒業予定者（現３年生）については昨年度以上に
採用活動の早期化が進んでいる印象です。
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

2023年度卒
業生･2

1期生

6月から7月にかけて、キャリア支援室職員が３年生全員と個
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。
昨年度から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っています。また、これを機会に学
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ことを願っています。

３年生との個人面談

11月4日（土）、碧風祭の開催に合わせて1～3年生の保護者
の方を対象にして、学部別の保護者会を浜松市地域情報セ
ンターにて実施しました。
SUAC生の就職活動状況報告や、保護者の方から寄せられ
た質問への回答、教務・学生室による授業・留学・学生支援
等についての説明の後、文化政策学部は「就職活動の動
向」、デザイン学部は「デザイン職の就職」というテーマで、講
演を行いました。
後半は卒業生や在学生によるパネルディスカッションで、就職
活動について詳しくお話を伺いました。質疑応答の時間に
は、熱心な保護者の方から多くの質問をいただき、「卒業生の
生の声を聞けて良かった」等の感想もいただきました。

保護者会

就職
イベントの実施

key word key word

key word

key word
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寄附金額 1,588,500円 （内訳：教育研究支援1,382,500円、修学支援事業206,000円）

静岡文化芸術大学基金
（教育研究支援・修学支援事業）

寄附者ご芳名

2023年8月1日から
2023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、学生の修学支援、国際
交流推進、図書購入等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。

R E T I R E D  F A C U L T Y退任教員紹介

静岡文化芸術大学で働いた13年間で一番印象的なのは、バ
ングラデシュのチッタゴン丘陵に学生が休学して、日本語ボラ
ンティアとして長期滞在したことです。3年間で3名の学生が、そ
れぞれ1年間ずつここで過ごしました。この地域は私の研究の
フィールドでもあり、実践の場でした。民族対立の厳しいこの場
所は危険レベル２であり、通常から考えればあり得ない長期滞
在だったと思います。その後、ここにかかわった2名の学生は、
難民のNGOやバングラデシュで会社を立ち上げました。そし
て、もう一人は、私が立ち上げたチッタゴン丘陵を支援する
NGOの責任者になりました。一番伝えたかったものを受け止
めてくれた学生たちでした。

寄附者ご芳名
（五十音順、敬称略）【個人】

※ご芳名の掲載を希望されなかった方（28名）を除いて掲載しております。

浅川卓司　金節子　熊田洋之　芸文中村ゼミ同窓有志　小久保元弘　紺谷淳子

佐藤あつ子　佐藤寿晃　佐野百合子　下位智　杉本香代　杉山秀雄　髙橋玲子

坪井隆浩　永井良和　中谷紀美　福田浩子　藤川智子　星原守雄　松田尚純

松 本 賢 太 郎 　 村 松 秀 人 　 矢 ケ 﨑 満 郎 　 山 田 亜 希 子 　 山 田 智 也 　 横 山 俊 夫

基金について

応 募 方 法

広報誌に関するアンケートにご回答いただいた方の中から
抽選で5名様に大学ノベルティグッズをプレゼントします。

※当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

ご意見・ご感想をお寄せください

2024年4月30日
回答アンケートフォームにアクセスし、
回答してください。

火 までに、二次元コードより コチラから
アクセス

同窓会の活動に参加してみたい卒業生を募集しています。日頃のご活躍もぜひお知らせください。

コチラ ▶▶▶  静岡文化芸術大学同窓会 E-mailアドレス ： dousou@suac.ac.jp

2004年以来、碧風祭は卒業生が大学に
集う日です。今年度は、卒業生の活躍を卒
業生はじめ在校生や地域の皆様にもご紹
介するため、曽根光揮さん（デザイン学部
卒）の講演と的場教授・和田教授を交えて
の対談をお届けしました。

静岡文化芸術大学同窓会だより静岡文化芸術大学同窓会だより
「碧風祭2023」

Home Coming Day
2023年11月5日　 開催日

同窓会では、卒業生・修了生
の皆さんに卒業証書・修了証
書ホルダーを贈呈しています。
本学の証書ホルダーは、内側
の台紙にフェアトレードペー
パー（バナナペーパー）を使用
した大学オリジナルです。卒業
生・修了生のますますのご活
躍を祈念しています。

卒業証書・修了証書ホルダーの贈呈

下澤 嶽

文化政策学部 国際文化学科 教授
国際協力／NPO・NGO
在職期間：2010年4月 ▶ 2024年3月 長嶋 洋一

デザイン学部 デザイン学科 教授
メディアアート
在職期間：2000年4月 ▶ 2024年3月

2000年4月のSUAC開学（実質的にはその2年前から静岡県
の設立準備財団とカリキュラム作成作業に参加）からマル24
年間、SUACで学生と共に私も大きく成長させてもらいました。
SUAC教員として行ってきた国際会議発表/学会発表/レク
チャー/ワークショップ等を数えてみると258回※1になり、社会
人博士としてPh.Dも取得しました。最終講義イベント（学長/副
学長も来訪）の記録※2に成果をまとめていますので参照して
下さい。ありがとうございました。

半学半教をモットーに、素晴らしい学生たちと一緒に学び、研
究した18年間は、これまでの人生で最も充実した時間でした。
学生たちは文化政策の先駆者としての自覚を持って意欲的に
研究に取組み、学会等の対外発表も積極的に行い、卒論・修
論をもとにした10本近いゼミ生の論文が学会誌に掲載されま
した。研究室OBOGは100名を超え、文化施設等、全国の様々
な現場の第一線で活躍しており、その姿や評判に触れるたび
に幸福感を味わっています。素晴らしい教育・研究環境をご提
供いただいた教職員の皆様に心から感謝申し上げます。4月か
らは、SUACに日本初の文化政策学部が設立された8年後に
誕生した都内の文化政策系学部で、タイプの異なる学生たち
に向けた文化政策教育に従事します。SUAC卒業生の良きライ
バルかつ同志となる人材を育てていきたいと思っています。

片山 泰輔

文化政策学部 芸術文化学科 教授
芸術文化政策／財政・公共経済
在職期間：2006年4月 ▶ 2024年3月

※1　https://nagasm.org/ASL/ASL.html
※2　https://nagasm.org/1106/MDW2024/report.html
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本学卒業生が
ボールペンの

プロダクトデザインを
担当しました！
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教 授×在 学 生クロストーク／
浜 松まつり各 町 凧 印 編

／／ SUAC TOPICS ／／

「第86回新制作展」で卒業生が新作家賞受賞
二本松ゼミ、浜松市長の懇談会に参加
遠鉄百貨店に学生がプロモーション提案
4年間の集大成！ 「卒展」を開催

Vol.18
2 0 2 4  春 号

教員研究紹介

障害福祉に貢献
文化政策学部文化政策学科

小林淑恵 准教授

Featured topic

でライフコース研究

ラッパと
まちづくり

原点はフェアトレード活動
浜松発、食を通じて日本を元気に

編 集 後 記

2024年3月、コロナ禍真っただ中で入学した学生たちが卒業していきます。入学直後の休校、オンラインでの手探りの
授業など、先の見えない不安も多かったことでしょう。それでも思い描いたキャンパスライフに向かって、教職員と一緒に
取り戻してきたこの4年間。“同志”たちの卒業に心からおめでとう！

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19号は2024年10月の発行予定です。

愛知県蒲郡市で育ちました。学芸会の演劇ではいつも主役
を務める目立ちたがり屋で、将来の夢はアナウンサー。高校
に進学すると、洋楽や映画の影響で海外に憧れ、英語部に
所属。地域イベントに参加する活動に携わり、表舞台よりも
それを支える裏方に興味を持ちました。人を笑顔にするメ
ディアを作る側に興味が広がり、大学選びの軸になりました。
SUACは地域との取り組みや、それを応援してくれる大学の
体制が魅力で、入学後の活動イメージが自然と思い浮かん
だことが決め手となり、4年間自宅から通学しました。
入学してすぐに出会ったのが「TABEBORA（タベボラ）」。国
際文化学科の先輩が立ち上げた、フェアトレードや地産地
消の食材を使った料理のカフェを運営するサークルです。カ
フェという形態によって、多くの人にフェアトレードを知っても
らうことが狙いです。すぐに「面白そう！」と飛びついた私でし
たが、フェアトレードについては言葉を知っている程度でしっ
かりと理解はしていませんでした。週2回、JR浜松駅前地下
広場にカフェを出店し、立ち寄ってくれたお客様にフェアト
レード活動についてお話することで私自身も理解を深め、誰
もが入りやすい“カフェ”を通じて交流が生まれていきました。
SUACでは、言語が用いられる文化的な背景や、多文化共
生を学んだことなどが印象に残っていますが、4年間を振り
返ると「フェアトレード」一色の大学生活でした。中でも、タベ
ボラのメンバーで「タベボラ留学プロジェクト」を立ち上げ、
国内外の食材の生産者に実際に会いに行ったことは貴重
な経験となりました。現地の労働環境や住環境はさまざま
で、生産者から直接お話を伺って初めて知ることもありまし
た。この姿勢は現在の仕事にもつながっていて、お菓子の原
材料を扱う生産者や、お菓子をお買い求めになるお客様の
声を聴く機会を大切にしています。

2017年にSUACが「フェアトレード大学」に認定される際に
は、前段階のフェアトレード大学憲章の作成から携わりまし
た。2018年にはフェアトレードカカオを使ったチョコレートを
作るプロジェクトがスタート。しかし、私の卒業時はコロナ禍
となり、プロジェクトは一旦休止せざるを得なくなりました。そ
の後、後輩たちが思いを引き継いでくれて、代表が3代目と
なった2022年1月に「ピナショコラ」が完成。私も協力会社
の一人として学生と同じ気持ちで参加しました。商品として
お菓子をつくるときには、原材料をはじめ設備や人件費など
が必要となり、パッケージも意味を持たせたものでなければ
なりません。そういった社会人になったからこそ学んだ知識
や経験を、活かすことができたと思います。
タベボラから始まったフェアトレード推進活動で、浜松の多く
の方と出会い、支えていただいたからこそ、今の私があると
思っています。春華堂を代表する「うなぎパイ」も地元の人た
ちに育てていただいたお菓子です。それを守りながら、首都
圏進出など新しいことにも挑戦しています。春華堂は菓子製
造業ではなく「創造業」。食によって人を笑顔にするさまざま
な取り組みを通して、私自身も浜松に恩返しをしながら、日
本全体を元気にしていきたいと思っています。

□ 2020年 文化政策学部国際文化学科 卒業

愛知県蒲郡市出身。2020年、文化政策学部国際文化学
科卒業。在学中は学内外でフェアトレード推進活動に取り組
み、SUACの「フェアトレード大学」認定に尽力。卒業後、生
活に身近な食に携わる仕事に就きたいと、浜松の老舗企業

「春華堂」に入社。現在はSNS運用やメディア取材対応の
ほか、食育講座や県外の新店舗開発プロジェクトなど、多岐
の業務に携わる。

おお つか　 　 　り 　こ

大塚　莉子さん

有限会社春華堂
広報室

学内でフェアトレードについての意見交換会を行った（右が大塚さん）
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