
大学案内__ SUAC 2024

文化政策学部・デザイン学部　　 大学院／文化政策研究科・デザイン研究科

S
U

A
C

 2024

Faculty of Cultural Policy and Management / Faculty of Design

http://www.suac.ac.jp/

公立大学法人

Faculty of Cultural Policy and Management / Faculty of Design

http://www.suac.ac.jp/

公立大学法人



私たち［公立］静岡文化芸術大学は、
こんな大学です。

大学名から「文化と芸術」に特化した「芸大」をイメー

ジされたとしたら、実際は違います。いわゆる音楽家や

画家を育てる大学ではありません。文化や芸術の学び

を活かして、社会やビジネス領域での課題解決のため

の企画ができ、それを実現できる人を育てる大学です。

この考えのもと、芸術と文化を社会に活かすマネジメン

トに比重を置くのが「文化政策学部」、デザインに比重

を置くのが「デザイン学部」です。

静岡文化芸術大学が教育を進める上で、重きを置いて

いるのが「知と実践の力」です。課題と向き合い、問い

を立てる「知」の力と、リアルな現場の中で課題解決し

ていく「実践」の力。これらを学びの両輪とし、自らを

鍛えた多くの卒業生がここから巣立ち、国内外に活躍

の場を広げています。

当たり前だと思っていたことが、

突然、変わってしまう。

そんな経験をした、これからの世界は

新しい考え方や、しなやかな捉え方が

大切になっていくのだろう。

何をしたいのか。

どこに進みたいのか。

自分の「道」が、まだ見えていなくても

いろんな価値観や考え方、

いろんな個性に出会える、この場所で

自分をみつける。越えていく

知と実践の力

SUAC_002SUAC_001



私たち［公立］静岡文化芸術大学は、
こんな大学です。

大学名から「文化と芸術」に特化した「芸大」をイメー

ジされたとしたら、実際は違います。いわゆる音楽家や

画家を育てる大学ではありません。文化や芸術の学び

を活かして、社会やビジネス領域での課題解決のため

の企画ができ、それを実現できる人を育てる大学です。

この考えのもと、芸術と文化を社会に活かすマネジメン

トに比重を置くのが「文化政策学部」、デザインに比重

を置くのが「デザイン学部」です。

静岡文化芸術大学が教育を進める上で、重きを置いて

いるのが「知と実践の力」です。課題と向き合い、問い

を立てる「知」の力と、リアルな現場の中で課題解決し

ていく「実践」の力。これらを学びの両輪とし、自らを

鍛えた多くの卒業生がここから巣立ち、国内外に活躍

の場を広げています。

当たり前だと思っていたことが、

突然、変わってしまう。

そんな経験をした、これからの世界は

新しい考え方や、しなやかな捉え方が

大切になっていくのだろう。

何をしたいのか。

どこに進みたいのか。

自分の「道」が、まだ見えていなくても

いろんな価値観や考え方、

いろんな個性に出会える、この場所で

自分をみつける。越えていく

知と実践の力

SUAC_002SUAC_001



SUAC

SUAC

0 0 1

0 0 3

0 0 5

0 1 9

0 2 1

0 2 2

0 2 3

0 2 5

0 3 1

0 3 7

0 4 3

0 4 5

0 4 7

0 4 9

0 6 3

0 6 7

0 6 9

0 7 1

0 7 2

0 7 3

0 7 5

0 7 7

0 8 2

0 8 5

0 8 6

0 9 5

0 9 6

0 9 7

0 9 8

1 3 2

知と実践の力

学長挨拶

　巻頭特集 知と実践の力

全学部共通科目

アドミッション・ポリシー

学部・学科の構成

文化政策学部

  国際文化学科

  文化政策学科

  芸術文化学科

  文明観光学コース

  文化政策学部教員紹介

デザイン学部

  デザイン学科

  工房・特殊機器の紹介

  デザイン学部教員紹介

もっと！SUAC16の質問

文化・芸術研究センター

大学院

  文化政策研究科

  デザイン研究科

キャリアサポート

国際交流

多文化・多言語教育研究センター

キャンパスライフ in SUAC 

入試情報

オープンキャンパス情報、資料請求

学費・学生支援制度

カリキュラム一覧

Webへのご案内、アクセス

p005

学長挨拶 巻頭特集目次

文化とデザインの力こそ

横山俊夫
静岡文化芸術大学  学長

これからは、文化とデザインの時代です。

20世紀には、科学や技術がさまざまな分野で発達し、それぞれに大きな力を人類にもたらしました。

しかし全体として、人間社会を美しく輝かせたでしょうか。 遠近の環境にも、次世代の人たちにも

ツケをまわすことのない、日々感動にみちた社会 ―― じつは、そのような理想に近づくのは、

これから先のことなのです。

この大きな課題は、地域でも、地球規模でも、さまざまなかたちで噴出しています。

それらに前向きにとり組める人とは、文化の力、デザインの力への豊かな感性を持ち、

それらの力を有効に働かせる知性と技能を、現場で発揮できる人です。

静岡文化芸術大学は、このような人を育てたいと、23年前、

今世紀の幕開け直前に開学しました。

しだいに諸外国にも知られ、才能ある人たちが遠近からつどい、学んでいます ――

そう、数々の創造者を生み出した稀有の地、浜松の歴史と風土に思いをめぐらせつつ。

皆さん、まずはこの一冊をご覧ください。

社会に貢献する大学
地域、国際、世代が教育研究の場で幅広く融合する
「開かれた大学」として地域社会や国際社会の発展に貢献する。

実務型の人材を養成する大学
豊かな人間性と的確な時代認識や社会認識を持ち、
国際社会の様々な分野で活躍できる人材を養成する。

私たちはこのような大学を目指します

フェアトレード学生団体「りとるあーす」

p007 綿の産地フェア はままつ染め織りマーケット
［空間装飾］

p009 プラハ・カドリエンナーレ2023日本ブース（学生・新人部門）
ワークショップ&コンペティション 最優秀賞受賞

知と実践の力                      学びのキーワード

p015

p011 特別誌面講義【文化政策学部編】／二本松康宏 教授

民間口承文化財（民話）の調査と記録、そして出版へ

p013 特別誌面講義【デザイン学部編】／新妻淳子 准教授

今、伝統建築から学ぶこと

卒業生からのメッセージ

知と実践の力                      学びの現場

知と実践の力                      学びのその先へ
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※学生の学年表記は取材時（2022年度）のものです。 SUAC_006SUAC_005

巻頭特集 _ 知と実践の力   　　　　　　　　1　学びのキーワード  　　　  2　学びの現場　　　　　3　学びのその先へ
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フェア
ト
レ
ー
ド
を

広
め
よ
う
。

学
生
と
し
て
、

消
費
者
と
し
て
、

一
人
ひ
と
り
の

行
動
か
ら

SUACの特色

昨
今
、国
内
外
で
起
こ
っ
て
い
る
社
会
問
題
へ
の
意
識
は
、講
義
で
得
た
知
識
を
ベ
ー
ス
に
高
め
ら
れ
、解
決
の
た
め
の
方
策
を
考
え

実
行
し
、繰
り
返
す
こ
と
で
力
を
つ
け
て
い
き
ま
す
。文
化
政
策
と
デ
ザ
イ
ン
を
学
ぶ
学
生
た
ち
の
連
携
は
こ
の
サ
イ
ク
ル
に
も
有

機
的
な
効
果
を
生
み
、互
い
に
影
響
を
与
え
あ
い
な
が
ら
視
野
の
広
い
”国
際
人
“と
し
て
社
会
に
羽
ば
た
い
て
い
き
ま
す
。

社
会
課
題
の
解
決
の
た
め

「
知
と
実
践
」を
重
ね
る

高
校
生
の
時
か
ら
貧
困
問
題
に
関
心
が
あ
っ
た

山
下
真
潤
さ
ん
は
、
S
U
A
C
が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
推
進
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
大
学
（
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
大
学
）
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
本
学
へ

進
学
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
推
進
活
動
に
取
り
組

む
学
生
団
体
「
り
と
る
あ
ー
す
」
に
参
加
す
る

な
か
で
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
を
購
入
す
る
こ

と
が
社
会
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
こ
と
を
学
び

ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一つ
と
し
て
「
カ
ス
カ

ラ
テ
ィ
ー
」
の
商
品
開
発
に
挑
戦
。
コ
ー
ヒ
ー
豆

の
製
造
工
程
で
出
る
果
皮
の
「
カ
ス
カ
ラ
」
を
、

生
ゴ
ミ
と
し
て
廃
棄
せ
ず
、
お
茶
と
し
て
活
用
す

る
こ
と
で
環
境
へ
の
負
荷
を
減
ら
し
、
生
産
者
の

副
収
入
に
つ
な
げ
る
の
が
目
的
で
す
。
商
品
化
に

向
け
て
、
酸
味
の
強
い
味
に
改
良
を
重
ね
、
焙

煎
し
て
香
ば
し
く
し
た
り
、
フ
ル
ー
ツ
フ
レ
ー

バ
ー
を
加
え
た
り
、
地
元
の
製
茶
工
場
の
協
力
も

得
な
が
ら
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
デ

ザ
イ
ン
学
科
の
学
生
が
担
当
し
ま
し
た
。「
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
は
貧
困
問
題
だ
け
で
な
く
、
環
境

問
題
の
解
決
手
段
で
も
あ
る
こ
と
を
こ
の
活
動
を

通
し
て
学
び
ま
し
た
。
武
田
淳
先
生
か
ら
コ
ス
タ

リ
カ
の
生
産
者
が
喜
ん
で
い
る
と
聞
い
た
時
は
嬉

し
か
っ
た
で
す
」。

と
カ
ス
カ
ラ
味
の
新
フ
レ
ー
バ
ー
開
発
で
す
。
10

年
前
、
り
と
る
あ
ー
す
の
先
輩
た
ち
が
開
発
に

携
わ
っ
た
ク
ッ
キ
ー
で
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
シ
ョ
ッ

プ
と
社
会
福
祉
法
人
か
ら
再
び
協
力
を
得
て
、

発
売
に
向
け
た
準
備
を
し
て
い
ま
す
。
2
年
次

か
ら
り
と
る
あ
ー
す
の
副
代
表
を
務
め
る
山
下

さ
ん
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
を
統
括
す
る
役
割

を
担
い
つ
つ
、
こ
の
活
動
を
新
入
生
に
紹
介
し
、

先
輩
た
ち
の
思
い
を
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
、

「
M
e
r
y
e
n
d
a
」
誕
生
ス
ト
ー
リ
ー
の
制

作
も
計
画
中
。「
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
推
進
活
動
で

大
切
な
の
は
、
ま
ず
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
。
イ
ベ

ン
ト
販
売
の
際
は
、
ま
ず
話
を
聞
い
て
も
ら
い
、

商
品
を
購
入
し
て
も
ら
う
、
そ
れ
が
社
会
問
題

解
決
へ
の
一
歩
に
つ
な
が
り
ま
す
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
を
身
近
に
感
じ
、
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
て
も

ら
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

国
内
初
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
大
学
で
あ
る

S
U
A
C
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
普
及
を
目
指

し
た
取
り
組
み
や
教
育
活
動
を
キ
ャ
ン
パ
ス
内
外

で
行
っ
て
い
ま
す
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
身
近
な

問
題
と
し
て
捉
え
、
学
べ
る
環
境
が
整
っ
て
い
る

こ
と
も
S
U
A
C
の
特
色
で
す
。様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
学
生
主
導
で
立
ち
上
げ
ら
れ
、
り
と
る

あ
ー
す
が
行
っ
て
い
る
中
学
校
や
高
校
へ
の
出
前

授
業
は
、
中
学
生
や
高
校
生
が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
活
動
の
一つ
で
す
。
他

大
学
か
ら
の
学
生
視
察
の
受
け
入
れ
な
ど
、
今

後
は
学
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
内
も
視
野
に
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

「
M
e
r
y
e
n
d
a
（
メ
リ
エ
ン
ダ
）」
と
い

う
現
在
進
行
中
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
ク
ッ
キ
ー
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

貧
困
や
環
境
問
題
の
解
決
に

つ
な
が
る
活
動
に
や
り
が
い

先
輩
が
手
が
け
た
ク
ッ
キ
ー
を

10
周
年
を
機
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
大
学
と
し
て

様
々
な
推
進
活
動
の
取
り
組
み

山下真潤
国際文化学科 2 年
静岡県立浜松南高校出身

SUAC
フェアトレード学生団体「りとるあーす」

フェアトレードのプロジェクトの特徴は、様々な学科の学生

が関わっていることです。カスカラティーの開発では、語

学が得意な国際文化学科の学生が生産者と輸入交渉を行

い、経営学を学ぶ文化政策学科の学生が地元製茶企業に

加工方法を教わり、デザイン学部の学生が商品のコンセプ

トとパッケージを手がけました。各学科の学びが結び付い

て商品が生まれた、まさに SUAC だからできたプロジェクト

でした。長年、途上国の生産国に関わってきた私も恩返し

ができとても嬉しかったです。フェアトレードの活動は今後

も続いていきます。ぜひ、みなさんの力も貸してください。

Pick Up

国際文化学科
武田 淳 准教授
開発人類学／環境と開発

担当教員から

コーヒー豆の製造工程で出る果皮を原料に「カスカラティー」を商品開発

2018年2月1日に国内初のフェアトレード大学の認定を受けた SUAC。2021年10月27日に
一般社団法人日本フェアトレード・フォーラムによる認定更新の議決を経て、本学の「フェ
アトレード大学」認定の更新が承認されました。認定の更新も同じく国内初！

2020 年に発足した本学の教員と学生によるプロジェクトチーム「カスから生まれるプロ
ジェクト」。パッケージは日比谷憲彦教授の指導のもと、デザイン学科の学生が担当。
中身がどんなお茶なのか、分かりやすさと親しみやすさを意識しました。
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知と実践の力                     学びのキーワード1

フェア
ト
レ
ー
ド
を

広
め
よ
う
。

学
生
と
し
て
、

消
費
者
と
し
て
、

一
人
ひ
と
り
の

行
動
か
ら

SUACの特色

昨
今
、国
内
外
で
起
こ
っ
て
い
る
社
会
問
題
へ
の
意
識
は
、講
義
で
得
た
知
識
を
ベ
ー
ス
に
高
め
ら
れ
、解
決
の
た
め
の
方
策
を
考
え

実
行
し
、繰
り
返
す
こ
と
で
力
を
つ
け
て
い
き
ま
す
。文
化
政
策
と
デ
ザ
イ
ン
を
学
ぶ
学
生
た
ち
の
連
携
は
こ
の
サ
イ
ク
ル
に
も
有

機
的
な
効
果
を
生
み
、互
い
に
影
響
を
与
え
あ
い
な
が
ら
視
野
の
広
い
”国
際
人
“と
し
て
社
会
に
羽
ば
た
い
て
い
き
ま
す
。

社
会
課
題
の
解
決
の
た
め

「
知
と
実
践
」を
重
ね
る

高
校
生
の
時
か
ら
貧
困
問
題
に
関
心
が
あ
っ
た

山
下
真
潤
さ
ん
は
、
S
U
A
C
が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
推
進
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
大
学
（
フ
ェ
ア

ト
レ
ー
ド
大
学
）
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
本
学
へ

進
学
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
推
進
活
動
に
取
り
組

む
学
生
団
体
「
り
と
る
あ
ー
す
」
に
参
加
す
る

な
か
で
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
商
品
を
購
入
す
る
こ

と
が
社
会
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
こ
と
を
学
び

ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一つ
と
し
て
「
カ
ス
カ

ラ
テ
ィ
ー
」
の
商
品
開
発
に
挑
戦
。
コ
ー
ヒ
ー
豆

の
製
造
工
程
で
出
る
果
皮
の
「
カ
ス
カ
ラ
」
を
、

生
ゴ
ミ
と
し
て
廃
棄
せ
ず
、
お
茶
と
し
て
活
用
す

る
こ
と
で
環
境
へ
の
負
荷
を
減
ら
し
、
生
産
者
の

副
収
入
に
つ
な
げ
る
の
が
目
的
で
す
。
商
品
化
に

向
け
て
、
酸
味
の
強
い
味
に
改
良
を
重
ね
、
焙

煎
し
て
香
ば
し
く
し
た
り
、
フ
ル
ー
ツ
フ
レ
ー

バ
ー
を
加
え
た
り
、
地
元
の
製
茶
工
場
の
協
力
も

得
な
が
ら
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
デ

ザ
イ
ン
学
科
の
学
生
が
担
当
し
ま
し
た
。「
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
は
貧
困
問
題
だ
け
で
な
く
、
環
境

問
題
の
解
決
手
段
で
も
あ
る
こ
と
を
こ
の
活
動
を

通
し
て
学
び
ま
し
た
。
武
田
淳
先
生
か
ら
コ
ス
タ

リ
カ
の
生
産
者
が
喜
ん
で
い
る
と
聞
い
た
時
は
嬉

し
か
っ
た
で
す
」。

と
カ
ス
カ
ラ
味
の
新
フ
レ
ー
バ
ー
開
発
で
す
。
10

年
前
、
り
と
る
あ
ー
す
の
先
輩
た
ち
が
開
発
に

携
わ
っ
た
ク
ッ
キ
ー
で
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
シ
ョ
ッ

プ
と
社
会
福
祉
法
人
か
ら
再
び
協
力
を
得
て
、

発
売
に
向
け
た
準
備
を
し
て
い
ま
す
。
2
年
次

か
ら
り
と
る
あ
ー
す
の
副
代
表
を
務
め
る
山
下

さ
ん
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
を
統
括
す
る
役
割

を
担
い
つ
つ
、
こ
の
活
動
を
新
入
生
に
紹
介
し
、

先
輩
た
ち
の
思
い
を
つ
な
い
で
い
く
た
め
に
、

「
M
e
r
y
e
n
d
a
」
誕
生
ス
ト
ー
リ
ー
の
制

作
も
計
画
中
。「
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
推
進
活
動
で

大
切
な
の
は
、
ま
ず
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
。
イ
ベ

ン
ト
販
売
の
際
は
、
ま
ず
話
を
聞
い
て
も
ら
い
、

商
品
を
購
入
し
て
も
ら
う
、
そ
れ
が
社
会
問
題

解
決
へ
の
一
歩
に
つ
な
が
り
ま
す
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
を
身
近
に
感
じ
、
考
え
る
き
っ
か
け
に
し
て
も

ら
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

国
内
初
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
大
学
で
あ
る

S
U
A
C
は
、
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
の
普
及
を
目
指

し
た
取
り
組
み
や
教
育
活
動
を
キ
ャ
ン
パ
ス
内
外

で
行
っ
て
い
ま
す
。
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
を
身
近
な

問
題
と
し
て
捉
え
、
学
べ
る
環
境
が
整
っ
て
い
る

こ
と
も
S
U
A
C
の
特
色
で
す
。様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
学
生
主
導
で
立
ち
上
げ
ら
れ
、
り
と
る

あ
ー
す
が
行
っ
て
い
る
中
学
校
や
高
校
へ
の
出
前

授
業
は
、
中
学
生
や
高
校
生
が
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
活
動
の
一つ
で
す
。
他

大
学
か
ら
の
学
生
視
察
の
受
け
入
れ
な
ど
、
今

後
は
学
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
内
も
視
野
に
フ
ェ

ア
ト
レ
ー
ド
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

「
M
e
r
y
e
n
d
a
（
メ
リ
エ
ン
ダ
）」
と
い

う
現
在
進
行
中
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
フ
ェ
ア
ト

レ
ー
ド
ク
ッ
キ
ー
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

貧
困
や
環
境
問
題
の
解
決
に

つ
な
が
る
活
動
に
や
り
が
い

先
輩
が
手
が
け
た
ク
ッ
キ
ー
を

10
周
年
を
機
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
大
学
と
し
て

様
々
な
推
進
活
動
の
取
り
組
み

山下真潤
国際文化学科 2 年
静岡県立浜松南高校出身

SUAC
フェアトレード学生団体「りとるあーす」

フェアトレードのプロジェクトの特徴は、様々な学科の学生

が関わっていることです。カスカラティーの開発では、語

学が得意な国際文化学科の学生が生産者と輸入交渉を行

い、経営学を学ぶ文化政策学科の学生が地元製茶企業に

加工方法を教わり、デザイン学部の学生が商品のコンセプ

トとパッケージを手がけました。各学科の学びが結び付い

て商品が生まれた、まさに SUAC だからできたプロジェクト

でした。長年、途上国の生産国に関わってきた私も恩返し

ができとても嬉しかったです。フェアトレードの活動は今後

も続いていきます。ぜひ、みなさんの力も貸してください。

Pick Up

国際文化学科
武田 淳 准教授
開発人類学／環境と開発

担当教員から

コーヒー豆の製造工程で出る果皮を原料に「カスカラティー」を商品開発

2018年2月1日に国内初のフェアトレード大学の認定を受けた SUAC。2021年10月27日に
一般社団法人日本フェアトレード・フォーラムによる認定更新の議決を経て、本学の「フェ
アトレード大学」認定の更新が承認されました。認定の更新も同じく国内初！

2020 年に発足した本学の教員と学生によるプロジェクトチーム「カスから生まれるプロ
ジェクト」。パッケージは日比谷憲彦教授の指導のもと、デザイン学科の学生が担当。
中身がどんなお茶なのか、分かりやすさと親しみやすさを意識しました。
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巻頭特集 _ 知と実践の力   　　　　　　　　1　学びのキーワード  　　　  2　学びの現場　　　　　3　学びのその先へ

産
地
の
魅
力
を

発
信
し
人
を
呼
び

込
む
空
間
づ
く
り
を

デ
ザ
イ
ンの
力
で

SUAC

SUACの特色

綿の産地フェア はままつ染め織りマーケット［空間装飾］

「
社
会
に
貢
献
す
る
大
学
」を
基
本
理
念
の
一
つ
に
掲
げ
る
S
U
A
C
に
は
、教
員
の
専
門
知
識
や
学
生
の
若
い
感
性
を
求
め
、企

業
や
行
政
な
ど
か
ら
共
同
研
究
・
受
託
研
究
、受
託
事
業
と
い
う
形
で
依
頼
を
数
多
く
い
た
だ
き
ま
す
。教
員
の
指
導
の
も
と
、学

生
た
ち
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
む
こ
と
で
視
野
や
興
味
関
心
が
広
が
り
、さ
ら
に
深
い
学
び
へ
と
発
展
し
ま
す
。

産
学
官
連
携
を
通
じ
て
、

社
会
に
役
立
つ
人
材
を
育
む

浜
松
市
の
遠
州
産
地
振
興
協
議
会
か
ら
の
依
頼

を
受
け
、「
は
ま
ま
つ
染
め
織
り
マ
ー
ケ
ッ
ト
」

の
イ
ベ
ン
ト
会
場
を
装
飾
す
る
空
間
デ
ザ
イ
ン

コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
に
デ
ザ
イ
ン
科
の
学
生
が
挑

戦
。
コ
ン
セ
プ
ト
立
案
か
ら
企
画
、
デ
ザ
イ
ン
、

設
計
、
実
制
作
ま
で
を
行
い
ま
し
た
。

多
く
の
人
が
行
き
交
う
浜
松
駅
前
の
「
ソ
ラ
モ
」

の
空
間
を
、
布
を
織
り
な
す
縦
糸
と
横
糸
の
よ

う
に
、
人
と
織
物
が
交
わ
る
「
ク
ロ
ス
ロ
ー
ド
」

と
し
て
空
間
デ
ザ
イ
ン
を
展
開
。
建
築
・
環
境

領
域
で
学
ぶ
鈴
木
翔
太
さ
ん
は
、
会
場
の
出
展

ブ
ー
ス
を
そ
れ
ぞ
れ
45
度
傾
け
る
こ
と
で
、
店

を
訪
れ
る
人
だ
け
で
な
く
、
通
行
人
も
巻
き
込

む
流
れ
を
考
え
ま
し
た
。「
雁
が
飛
ぶ
様
子
に

な
ら
っ
て
建
物
を
斜
め
に
ず
ら
す
『
雁
行
配
置
』

か
ら
発
想
し
ま
し
た
。
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
が

活
き
ま
し
た
」。
平
面
図
か
ら
立
面
図
を
起
こ

し
、
実
際
に
形
に
す
る
に
あ
た
り
、
デ
ザ
イ
ン

と
構
造
の
バ
ラ
ン
ス
が
難
し
か
っ
た
と
い
う
鈴

木
さ
ん
。「
構
造
的
に
も
予
算
的
に
も
リ
ア
ル

な
課
題
に
直
面
し
ま
し
た
が
、
専
門
業
者
か
ら

プ
ロ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
な
が
ら
や
り
切
る

こ
と
が
で
き
、
い
い
経
験
に
な
り
ま
し
た
」。

最
大
に
伝
え
る
装
飾
と
は
何
か
」
を
出
発
点
に

リ
サ
ー
チ
を
始
め
、
本
来
な
ら
捨
て
ら
れ
て
し

ま
う
織
の
端
「
布
耳
」
に
た
ど
り
着
き
、
そ
れ

ら
を
再
利
用
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
価
値
を
生

み
出
せ
な
い
か
と
試
行
錯
誤
を
重
ね
ま
し
た
。

「
布
耳
を
ほ
ど
い
て
一
か
ら
手
で
染
め
、
織
り
上

げ
る
作
業
は
、
作
品
が
大
き
い
だ
け
に
大
変
で

し
た
。
織
物
関
係
の
人
た
ち
が
、生
ま
れ
変
わ
っ

た
布
を
見
て
、
そ
の
色
鮮
や
か
さ
に
驚
き
、
喜

ん
で
く
だ
さ
っ
た
の
は
嬉
し
か
っ
た
で
す
」。
授

業
で
の
も
の
づ
く
り
と
は
違
い
、
作
品
を
完
成

さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
美
し
く
展
示
す
る
見
せ

方
ま
で
を
手
掛
け
た
こ
と
も
新
鮮
だ
っ
た
と
い

う
上
田
さ
ん
。「
現
場
の
方
々
と
関
わ
り
な
が

ら
、
様
々
な
刺
激
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
の
経
験
を
活
か
し
、
こ
れ
か
ら
も
地
域

を
盛
り
上
げ
、
良
さ
を
伝
え
る
作
品
を
作
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」。

今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
学
生
た
ち
が
授
業

で
の
学
び
を
社
会
と
い
う
場
で
形
に
し
な
が
ら
、

地
域
の
産
業
や
街
の
に
ぎ
わ
い
創
出
に
貢
献
す

る
有
意
義
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

S
U
A
C
が
あ
る
静
岡
県
西
部
の
遠
州
地
域

は
、
様
々
な
企
業
や
産
業
の
拠
点
と
な
っ
て
い

ま
す
。「
地
域
の
た
め
に
あ
る
大
学
」
と
し
て
、

産
学
官
の
連
携
を
中
心
に「
文
化
政
策
」と「
デ

ザ
イ
ン
」
の
2
つ
の
専
門
領
域
を
持
つ
利
点
を

活
か
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
地
域
の
共
創
関
係
を

育
ん
で
い
き
ま
す
。

匠
領
域
で
染
色
を
学
ぶ
上
田
真
由
佳
さ
ん
は
、

卒
業
前
に
ゼ
ミ
生
4
人
で
共
同
制
作
を
し
て
み

た
い
と
コ
ン
ペ
に
参
加
。「
遠
州
織
物
の
魅
力
を

生
地
を
生
み
出
す
人
、使
う
人
、

楽
し
む
人
が
、集
う
場
を
考
え
る

遠
州
織
物
の
魅
力
を
伝
え

新
し
い
価
値
に
光
を
当
て
る

地
域
社
会
に
貢
献
し
な
が
ら

自
分
の
可
能
性
を
広
げ
る

遠州産地振興協議会（浜松市産業振興課）× SUAC
浜松市ギャラリーモール「ソラモ」の空間デザイン

鈴木翔太
デザイン学科  建築・環境領域 4年
千葉敬愛高校出身

（右）

上田真由佳
デザイン学科  匠領域 4年
三重県立津西高校出身

（左）

知と実践の力                     学びのキーワード1

Pick Up
クライアントから依頼があった際に「何だか楽しそうな

匂いがする」という嗅覚に導かれて迷わず担当させて

いただきました。それはこの事業の最終着地までのプ

ロセスにおいて、多様なアプローチとベクトルが考えら

れ、幾重にも展開できる面白さを感じたからです。そし

てその性質は輝く原石である学生が、学外での可能性

の模索、挑戦の場の提供、大学での学びと社会の繋が

りという実践経験の刺激をもって磨かれる貴重な機会と

なり得ます。学生たちはマーケット当日も足を運び、客

観的に自分の立ち位置を見つめることができました。

デザイン学科
荒川朋子 准教授
テキスタイル／繊維造形

担当教員から

「はままつ染め織りマーケット」の会場で、本学デザイン学科の学生たちが特別装飾を施
しました。夏休みから作業に取り組み、浜松市役所の担当者やイベント業者を交えてのミー

ティングをはじめ、生産者ごとに異なる織物素材のチェック、現場での作業など、荒川准
教授のサポートのもと、それぞれの思いを託した装飾でマーケットを盛り上げました。
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産
地
の
魅
力
を

発
信
し
人
を
呼
び

込
む
空
間
づ
く
り
を

デ
ザ
イ
ンの
力
で

SUAC

SUACの特色

綿の産地フェア はままつ染め織りマーケット［空間装飾］

「
社
会
に
貢
献
す
る
大
学
」を
基
本
理
念
の
一
つ
に
掲
げ
る
S
U
A
C
に
は
、教
員
の
専
門
知
識
や
学
生
の
若
い
感
性
を
求
め
、企

業
や
行
政
な
ど
か
ら
共
同
研
究
・
受
託
研
究
、受
託
事
業
と
い
う
形
で
依
頼
を
数
多
く
い
た
だ
き
ま
す
。教
員
の
指
導
の
も
と
、学

生
た
ち
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
む
こ
と
で
視
野
や
興
味
関
心
が
広
が
り
、さ
ら
に
深
い
学
び
へ
と
発
展
し
ま
す
。

産
学
官
連
携
を
通
じ
て
、

社
会
に
役
立
つ
人
材
を
育
む

浜
松
市
の
遠
州
産
地
振
興
協
議
会
か
ら
の
依
頼

を
受
け
、「
は
ま
ま
つ
染
め
織
り
マ
ー
ケ
ッ
ト
」

の
イ
ベ
ン
ト
会
場
を
装
飾
す
る
空
間
デ
ザ
イ
ン

コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
に
デ
ザ
イ
ン
科
の
学
生
が
挑

戦
。
コ
ン
セ
プ
ト
立
案
か
ら
企
画
、
デ
ザ
イ
ン
、

設
計
、
実
制
作
ま
で
を
行
い
ま
し
た
。

多
く
の
人
が
行
き
交
う
浜
松
駅
前
の
「
ソ
ラ
モ
」

の
空
間
を
、
布
を
織
り
な
す
縦
糸
と
横
糸
の
よ

う
に
、
人
と
織
物
が
交
わ
る
「
ク
ロ
ス
ロ
ー
ド
」

と
し
て
空
間
デ
ザ
イ
ン
を
展
開
。
建
築
・
環
境

領
域
で
学
ぶ
鈴
木
翔
太
さ
ん
は
、
会
場
の
出
展

ブ
ー
ス
を
そ
れ
ぞ
れ
45
度
傾
け
る
こ
と
で
、
店

を
訪
れ
る
人
だ
け
で
な
く
、
通
行
人
も
巻
き
込

む
流
れ
を
考
え
ま
し
た
。「
雁
が
飛
ぶ
様
子
に

な
ら
っ
て
建
物
を
斜
め
に
ず
ら
す
『
雁
行
配
置
』

か
ら
発
想
し
ま
し
た
。
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
が

活
き
ま
し
た
」。
平
面
図
か
ら
立
面
図
を
起
こ

し
、
実
際
に
形
に
す
る
に
あ
た
り
、
デ
ザ
イ
ン

と
構
造
の
バ
ラ
ン
ス
が
難
し
か
っ
た
と
い
う
鈴

木
さ
ん
。「
構
造
的
に
も
予
算
的
に
も
リ
ア
ル

な
課
題
に
直
面
し
ま
し
た
が
、
専
門
業
者
か
ら

プ
ロ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
な
が
ら
や
り
切
る

こ
と
が
で
き
、
い
い
経
験
に
な
り
ま
し
た
」。

最
大
に
伝
え
る
装
飾
と
は
何
か
」
を
出
発
点
に

リ
サ
ー
チ
を
始
め
、
本
来
な
ら
捨
て
ら
れ
て
し

ま
う
織
の
端
「
布
耳
」
に
た
ど
り
着
き
、
そ
れ

ら
を
再
利
用
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
価
値
を
生

み
出
せ
な
い
か
と
試
行
錯
誤
を
重
ね
ま
し
た
。

「
布
耳
を
ほ
ど
い
て
一
か
ら
手
で
染
め
、
織
り
上

げ
る
作
業
は
、
作
品
が
大
き
い
だ
け
に
大
変
で

し
た
。
織
物
関
係
の
人
た
ち
が
、生
ま
れ
変
わ
っ

た
布
を
見
て
、
そ
の
色
鮮
や
か
さ
に
驚
き
、
喜

ん
で
く
だ
さ
っ
た
の
は
嬉
し
か
っ
た
で
す
」。
授

業
で
の
も
の
づ
く
り
と
は
違
い
、
作
品
を
完
成

さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
美
し
く
展
示
す
る
見
せ

方
ま
で
を
手
掛
け
た
こ
と
も
新
鮮
だ
っ
た
と
い

う
上
田
さ
ん
。「
現
場
の
方
々
と
関
わ
り
な
が

ら
、
様
々
な
刺
激
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
の
経
験
を
活
か
し
、
こ
れ
か
ら
も
地
域

を
盛
り
上
げ
、
良
さ
を
伝
え
る
作
品
を
作
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」。

今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
学
生
た
ち
が
授
業

で
の
学
び
を
社
会
と
い
う
場
で
形
に
し
な
が
ら
、

地
域
の
産
業
や
街
の
に
ぎ
わ
い
創
出
に
貢
献
す

る
有
意
義
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

S
U
A
C
が
あ
る
静
岡
県
西
部
の
遠
州
地
域

は
、
様
々
な
企
業
や
産
業
の
拠
点
と
な
っ
て
い

ま
す
。「
地
域
の
た
め
に
あ
る
大
学
」
と
し
て
、

産
学
官
の
連
携
を
中
心
に「
文
化
政
策
」と「
デ

ザ
イ
ン
」
の
2
つ
の
専
門
領
域
を
持
つ
利
点
を

活
か
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
地
域
の
共
創
関
係
を

育
ん
で
い
き
ま
す
。

匠
領
域
で
染
色
を
学
ぶ
上
田
真
由
佳
さ
ん
は
、

卒
業
前
に
ゼ
ミ
生
4
人
で
共
同
制
作
を
し
て
み

た
い
と
コ
ン
ペ
に
参
加
。「
遠
州
織
物
の
魅
力
を

生
地
を
生
み
出
す
人
、使
う
人
、

楽
し
む
人
が
、集
う
場
を
考
え
る

遠
州
織
物
の
魅
力
を
伝
え

新
し
い
価
値
に
光
を
当
て
る

地
域
社
会
に
貢
献
し
な
が
ら

自
分
の
可
能
性
を
広
げ
る

遠州産地振興協議会（浜松市産業振興課）× SUAC
浜松市ギャラリーモール「ソラモ」の空間デザイン

鈴木翔太
デザイン学科  建築・環境領域 4年
千葉敬愛高校出身

（右）

上田真由佳
デザイン学科  匠領域 4年
三重県立津西高校出身

（左）

知と実践の力                     学びのキーワード1

Pick Up
クライアントから依頼があった際に「何だか楽しそうな

匂いがする」という嗅覚に導かれて迷わず担当させて

いただきました。それはこの事業の最終着地までのプ

ロセスにおいて、多様なアプローチとベクトルが考えら

れ、幾重にも展開できる面白さを感じたからです。そし

てその性質は輝く原石である学生が、学外での可能性

の模索、挑戦の場の提供、大学での学びと社会の繋が

りという実践経験の刺激をもって磨かれる貴重な機会と

なり得ます。学生たちはマーケット当日も足を運び、客

観的に自分の立ち位置を見つめることができました。

デザイン学科
荒川朋子 准教授
テキスタイル／繊維造形

担当教員から

「はままつ染め織りマーケット」の会場で、本学デザイン学科の学生たちが特別装飾を施
しました。夏休みから作業に取り組み、浜松市役所の担当者やイベント業者を交えてのミー

ティングをはじめ、生産者ごとに異なる織物素材のチェック、現場での作業など、荒川准
教授のサポートのもと、それぞれの思いを託した装飾でマーケットを盛り上げました。
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知と実践の力                     学びのキーワード1

テ
ーマ
は「
繋
が
る
」。

リ
モ
ー
ト
世
代

の
発
想
で

世
界
に
挑
む

SUACの特色

S
U
A
C
生
た
ち
は
、学
部
や
学
科
、学
年
の
枠
を
超
え
て
、様
々
な
企
画
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。実
践
演
習
の
よ
う

な
授
業
と
し
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
も
ち
ろ
ん
、学
生
た
ち
が
自
主
的
に
活
動
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
が
多
い
の
も
S
U
A
C
の
特
長
で
す
。様
々

な
協
働
を
通
し
て
、自
分
と
は
違
う
感
性
に
触
れ
、今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
考
え
方
に
出
会
う
創
造
的
な
学
び
が
待
っ
て
い
ま
す
。

文
化
政
策×

デ
ザ
イ
ン

学
部
・
学
科
・
学
年
を
超
え
る

2
0
2
3
年
6
月
に
チ
ェ
コ
・
プ
ラ
ハ
で
開
催
さ

れ
る
世
界
の
舞
台
芸
術
の
祭
典
「
プ
ラ
ハ
・
カ

ド
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
展
」
に
お
い
て
、
現
地
の
日
本

ブ
ー
ス
（
学
生
・
新
人
部
門
）
に
設
営
さ
れ
る

舞
台
装
置
デ
ザ
イ
ン
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
&
コ
ン

ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
に
、
全
国
7
大
学
の
学
生
と
共
に

本
学
か
ら
7
名
が
参
加
。
デ
ザ
イ
ン
学
科
4
年

の
岡
田
貴
一
さ
ん
と
芸
術
文
化
学
科
2
年
の
酒

巻
鼓
さ
ん
を
含
む
大
学
混
成
チ
ー
ム
が
、
見
事

に
最
優
秀
賞
に
輝
き
ま
し
た
。

大
学
や
学
科
の
枠
を
越
え
た
メ
ン
バ
ー
構
成
で
、

学
生
の
拠
点
が
浜
松
と
東
京
と
遠
隔
だ
っ
た
た

め
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
す
べ
て
リ
モ
ー
ト
。
与
え
ら

れ
た
作
品
テ
ー
マ
「
繋
が
る
」
を
も
と
に
、
コ
ン

セ
プ
ト
づ
く
り
か
ら
デ
ザ
イ
ン
案
作
成
、
プ
レ

ゼ
ン
の
準
備
と
い
う
流
れ
で
3
週
間
に
わ
た
っ
て

デ
ザ
イ
ン
作
業
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
チ
ー
ム

リ
ー
ダ
ー
を
務
め
た
岡
田
さ
ん
は
「
作
品
づ
く

り
を
主
と
す
る
芸
大
の
メ
ン
バ
ー
と
違
い
、
自
分

は
デ
ザ
イ
ン
学
科
で
学
び
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
力
も
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
が
、
チ
ー
ム
を
牽

引
で
き
た
理
由
の
一
つ
。
最
優
秀
賞
を
受
賞
で
き

た
こ
と
は
自
分
た
ち
の
自
信
に
な
り
ま
し
た
」。

見
え
方
が
異
な
る
状
況
を
提
示
し
て
、
来
場
者

が
「
繋
が
り
を
俯
瞰
す
る
」
こ
と
が
コ
ン
セ
プ

ト
で
す
。
リ
モ
ー
ト
画
面
や
S
N
S
の
写
真
の

よ
う
に
、
見
え
て
い
る
の
は
切
り
取
ら
れ
た
一
部

で
あ
り
、
排
除
さ
れ
た
部
分
に
も
実
は
リ
ア
ル

な
存
在
が
あ
る
と
い
う
、
繋
が
り
を
体
験
的
に

デ
ザ
イ
ン
し
た
作
品
と
な
り
ま
し
た
。

現
代
美
術
の
視
点
か
ら
何
か
で
き
な
い
か
と
参

加
し
た
酒
巻
さ
ん
は
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
議
事

録
を
取
っ
た
り
、
要
点
を
ま
と
め
た
り
、
作
り

手
で
は
な
い
立
場
で
自
分
の
役
割
を
遂
行
し
、

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
大
任
も
務
め
ま
し
た
。

「
自
分
と
は
違
う
知
識
、
異
な
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ

ン
ド
を
持
つ
人
と
お
互
い
に
刺
激
し
合
い
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
行
う
機
会
は
、
こ
れ
か
ら
も
少
な

く
な
い
と
思
い
ま
す
。
芸
術
文
化
学
科
で
自
ら

の
専
門
性
を
高
め
な
が
ら
、
そ
の
力
を
ど
う
社

会
に
活
か
せ
る
か
を
考
え
て
い
き
た
い
と
感
じ
て

い
ま
す
」。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
リ
モ
ー
ト
で
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
〝
新
し
い
日
常
〞
と
な
っ
た
学
生

た
ち
が
、
実
際
に
会
う
機
会
を
持
た
な
く
て
も
、

ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
、
作
品
づ
く
り
を
進
め
た

こ
と
は
、
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
テ
ー
マ
で
あ

る
「
繋
が
る
」
を
象
徴
す
る
よ
う
な
時
代
を
反

映
し
た
体
験
で
し
た
。
デ
ザ
イ
ン
と
芸
術
文
化
と

い
う
異
な
る
学
科
の
学
生
が
チ
ー
ム
を
組
み
、
力

を
発
揮
す
る
場
が
あ
る
S
U
A
C
だ
か
ら
こ
そ
得

ら
れ
る
経
験
や
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
き
ま
す
。

最
優
秀
賞
に
輝
い
た
岡
田
さ
ん
た
ち
の
作
品
は
、

「
外
か
ら
は
鏡
に
見
え
て
、
内
か
ら
は
透
け
て
見

え
る
」
マ
ジ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
を
用
い
た
舞
台
装
置
。

世
界
的
な
舞
台
美
術
の
コ
ン
ペ
で

学
生
チ
ー
ム
が
快
挙

得
意
分
野
で
役
割
を
見
出
し

チ
ー
ム
で
補
い
合
う
学
び

学
科
の
枠
を
超
え
て
交
流
し

体
験
を
通
し
て
理
解
を
深
め
る

岡田貴一（右）

デザイン学科 4 年
静岡県立駿河総合高校出身

酒巻  鼓（左）

芸術文化学科 2 年
徳島県立脇町高校出身

SUAC
プラハ・カドリエンナーレ2023日本ブース（学生・新人部門）
ワークショップ&コンペティション 最優秀賞受賞

最優秀賞に輝いた作品は、マジックミラーを用いた BOX 型の舞台装置。〝外からは鏡に見
えて、内からは透けて見える" 特性に着目し、〝繋がりを俯瞰する" ための体験をデザイン
しました。高さ 220 ×横 100cm の 4 つの直方体は、同じ形状・仕様で、底面の下にキャ

スターをつけ、舞台上で自由に動かせます。正面は塩化ビニールパネルにマジックミラー
フィルムが貼付。背面は黒いカーテンが設置され、カーテンを左右に開閉して中に入る
ことができます。

カーテン ( 黒 )* 開閉する

自在キャスター

作品内容の素晴らしさはもとい、それ以上にチームビルディ

ングとデザインマネジメントが素晴らしかったと考えていま

す。初対面、他大学、フルリモートといった一般的には悪

条件であったにもかかわらず、岡田さんはリーダーとして

メンバーが意見を出しやすい環境を作り、酒巻さんは芸術

文化学科で学んだ知識や様々なプロジェクト経験からの意

見を積極的に出されていました。早期にチームが一丸とな

り、問いの設定やブレインストーミング、意匠プロセスを

効率的でハイクオリティに進められていました。Z 世代らし

い相互尊重の対話型デザインチームだったと思います。

Pick Up

デザイン学科
中川 晃 准教授
空間デザイン／インタラクションアート

担当教員から
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テ
ーマ
は「
繋
が
る
」。

リ
モ
ー
ト
世
代

の
発
想
で

世
界
に
挑
む

SUACの特色

S
U
A
C
生
た
ち
は
、学
部
や
学
科
、学
年
の
枠
を
超
え
て
、様
々
な
企
画
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。実
践
演
習
の
よ
う

な
授
業
と
し
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
も
ち
ろ
ん
、学
生
た
ち
が
自
主
的
に
活
動
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
が
多
い
の
も
S
U
A
C
の
特
長
で
す
。様
々

な
協
働
を
通
し
て
、自
分
と
は
違
う
感
性
に
触
れ
、今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
考
え
方
に
出
会
う
創
造
的
な
学
び
が
待
っ
て
い
ま
す
。

文
化
政
策×

デ
ザ
イ
ン

学
部
・
学
科
・
学
年
を
超
え
る

2
0
2
3
年
6
月
に
チ
ェ
コ
・
プ
ラ
ハ
で
開
催
さ

れ
る
世
界
の
舞
台
芸
術
の
祭
典
「
プ
ラ
ハ
・
カ

ド
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
展
」
に
お
い
て
、
現
地
の
日
本

ブ
ー
ス
（
学
生
・
新
人
部
門
）
に
設
営
さ
れ
る

舞
台
装
置
デ
ザ
イ
ン
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
&
コ
ン

ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
に
、
全
国
7
大
学
の
学
生
と
共
に

本
学
か
ら
7
名
が
参
加
。
デ
ザ
イ
ン
学
科
4
年

の
岡
田
貴
一
さ
ん
と
芸
術
文
化
学
科
2
年
の
酒

巻
鼓
さ
ん
を
含
む
大
学
混
成
チ
ー
ム
が
、
見
事

に
最
優
秀
賞
に
輝
き
ま
し
た
。

大
学
や
学
科
の
枠
を
越
え
た
メ
ン
バ
ー
構
成
で
、

学
生
の
拠
点
が
浜
松
と
東
京
と
遠
隔
だ
っ
た
た

め
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
す
べ
て
リ
モ
ー
ト
。
与
え
ら

れ
た
作
品
テ
ー
マ
「
繋
が
る
」
を
も
と
に
、
コ
ン

セ
プ
ト
づ
く
り
か
ら
デ
ザ
イ
ン
案
作
成
、
プ
レ

ゼ
ン
の
準
備
と
い
う
流
れ
で
3
週
間
に
わ
た
っ
て

デ
ザ
イ
ン
作
業
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
チ
ー
ム

リ
ー
ダ
ー
を
務
め
た
岡
田
さ
ん
は
「
作
品
づ
く

り
を
主
と
す
る
芸
大
の
メ
ン
バ
ー
と
違
い
、
自
分

は
デ
ザ
イ
ン
学
科
で
学
び
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
力
も
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
が
、
チ
ー
ム
を
牽

引
で
き
た
理
由
の
一
つ
。
最
優
秀
賞
を
受
賞
で
き

た
こ
と
は
自
分
た
ち
の
自
信
に
な
り
ま
し
た
」。

見
え
方
が
異
な
る
状
況
を
提
示
し
て
、
来
場
者

が
「
繋
が
り
を
俯
瞰
す
る
」
こ
と
が
コ
ン
セ
プ

ト
で
す
。
リ
モ
ー
ト
画
面
や
S
N
S
の
写
真
の

よ
う
に
、
見
え
て
い
る
の
は
切
り
取
ら
れ
た
一
部

で
あ
り
、
排
除
さ
れ
た
部
分
に
も
実
は
リ
ア
ル

な
存
在
が
あ
る
と
い
う
、
繋
が
り
を
体
験
的
に

デ
ザ
イ
ン
し
た
作
品
と
な
り
ま
し
た
。

現
代
美
術
の
視
点
か
ら
何
か
で
き
な
い
か
と
参

加
し
た
酒
巻
さ
ん
は
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
議
事

録
を
取
っ
た
り
、
要
点
を
ま
と
め
た
り
、
作
り

手
で
は
な
い
立
場
で
自
分
の
役
割
を
遂
行
し
、

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
大
任
も
務
め
ま
し
た
。

「
自
分
と
は
違
う
知
識
、
異
な
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ

ン
ド
を
持
つ
人
と
お
互
い
に
刺
激
し
合
い
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
行
う
機
会
は
、
こ
れ
か
ら
も
少
な

く
な
い
と
思
い
ま
す
。
芸
術
文
化
学
科
で
自
ら

の
専
門
性
を
高
め
な
が
ら
、
そ
の
力
を
ど
う
社

会
に
活
か
せ
る
か
を
考
え
て
い
き
た
い
と
感
じ
て

い
ま
す
」。

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
リ
モ
ー
ト
で
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
〝
新
し
い
日
常
〞
と
な
っ
た
学
生

た
ち
が
、
実
際
に
会
う
機
会
を
持
た
な
く
て
も
、

ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
、
作
品
づ
く
り
を
進
め
た

こ
と
は
、
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
テ
ー
マ
で
あ

る
「
繋
が
る
」
を
象
徴
す
る
よ
う
な
時
代
を
反

映
し
た
体
験
で
し
た
。
デ
ザ
イ
ン
と
芸
術
文
化
と

い
う
異
な
る
学
科
の
学
生
が
チ
ー
ム
を
組
み
、
力

を
発
揮
す
る
場
が
あ
る
S
U
A
C
だ
か
ら
こ
そ
得

ら
れ
る
経
験
や
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
き
ま
す
。

最
優
秀
賞
に
輝
い
た
岡
田
さ
ん
た
ち
の
作
品
は
、

「
外
か
ら
は
鏡
に
見
え
て
、
内
か
ら
は
透
け
て
見

え
る
」
マ
ジ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
を
用
い
た
舞
台
装
置
。

世
界
的
な
舞
台
美
術
の
コ
ン
ペ
で

学
生
チ
ー
ム
が
快
挙

得
意
分
野
で
役
割
を
見
出
し

チ
ー
ム
で
補
い
合
う
学
び

学
科
の
枠
を
超
え
て
交
流
し

体
験
を
通
し
て
理
解
を
深
め
る

岡田貴一（右）

デザイン学科 4 年
静岡県立駿河総合高校出身

酒巻  鼓（左）

芸術文化学科 2 年
徳島県立脇町高校出身

SUAC
プラハ・カドリエンナーレ2023日本ブース（学生・新人部門）
ワークショップ&コンペティション 最優秀賞受賞

最優秀賞に輝いた作品は、マジックミラーを用いた BOX 型の舞台装置。〝外からは鏡に見
えて、内からは透けて見える" 特性に着目し、〝繋がりを俯瞰する" ための体験をデザイン
しました。高さ 220 ×横 100cm の 4 つの直方体は、同じ形状・仕様で、底面の下にキャ

スターをつけ、舞台上で自由に動かせます。正面は塩化ビニールパネルにマジックミラー
フィルムが貼付。背面は黒いカーテンが設置され、カーテンを左右に開閉して中に入る
ことができます。

カーテン ( 黒 )* 開閉する

自在キャスター

作品内容の素晴らしさはもとい、それ以上にチームビルディ

ングとデザインマネジメントが素晴らしかったと考えていま

す。初対面、他大学、フルリモートといった一般的には悪

条件であったにもかかわらず、岡田さんはリーダーとして

メンバーが意見を出しやすい環境を作り、酒巻さんは芸術

文化学科で学んだ知識や様々なプロジェクト経験からの意

見を積極的に出されていました。早期にチームが一丸とな

り、問いの設定やブレインストーミング、意匠プロセスを

効率的でハイクオリティに進められていました。Z 世代らし

い相互尊重の対話型デザインチームだったと思います。

Pick Up

デザイン学科
中川 晃 准教授
空間デザイン／インタラクションアート

担当教員から
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特別誌面講義【文化政策学部編】

民間口承文化財（民話）の
調査と記録、そして出版へ
【科目／国際文化概論】

島津華梨   国際文化学科 ３年  三重県立川越高校出身

異文化理解のためにも、比較対象となりえる
自国の文化への知識を深めたい

【国際文化概論】の講義を受けて

伝説は単なる物語ではなく、災害の記録や警告を含んだ集落の歴史につながっているという点に面白さ

を感じました。地域に残る民話を読み解くことで、その集落の土地柄や在り方を知り、語り継がれてき

た文化に触れることができます。民話の記録は語り手でさえも知らなかった伝承の意義を明らかにする

だけではなく、書籍になることによって生まれた新たな聞き手が自国の文化への理解を深めるためにも

必要なことではないかと考えました。

伝説の背景に潜む
“謎”を追い、読み解くことで、

伝えるべきことが
見えてくる

SUAC

こうした状況証拠を積み重ねると、上村の蛇聟

入りの伝説からは、水源の異常な枯渇とその

直後に起きる地すべり災害の「警告」を読み

解くことができます。私たちはそれを「語

り継がれたハザードマップ」だと

考えています。実際、上村は

「地すべり等防止法」によ

る「地すべり防止区域」

に指定されています。

　  

私のゼミでは浜松市天竜区

の山間地域で民話の採録調

査に取り組んでいます。ゼミの学

生たちは年間に20数日ほども現地へ通い、

おもに高齢者の皆さんから伝説や昔話、言い

伝えなどを聴き集めています。かつて、1970

年代から1990年代前半にかけては、多くの大

学のゼミや研究室、研究会などが全国各地で

民話の採録調査を展開していました。ところが

2000年以降、大学を拠点とした民話の採録調

査はほぼ途絶えてしまいました。なぜ民話の

採録調査は衰退したのか ?  それには 3つの理

由が考えられますが、誌面では限りがあるので、

それはまた別の機会に。

そうした状況のなかで、2014 年から始まった

静岡文化芸術大学の伝承文学ゼミの取り組み

は専門の学界からも注目されています。

民話の採録調査は、おそらく皆さんがイメー

ジするよりもハードでシビアです。おばあちゃ

んがニコニコと出迎えてくれて「よく来たねぇ。

古くには『古事記』や『日本書紀』にも載っ

ています。さて、この伝説をどのように読み解

くか、です。まずは現地調査です。上村は常

光寺山（標高 1,438m）の裾の集落です。標

高はだいたい 350m から500m。かなり急な

斜面です。

大蛇が若い男に化けて通ってきたという屋敷

は今でも上村にありました。集落では「○○様」

と呼ばれる格式の高い家で、代々の当主たち

は里の神職も務めていたそうです。

すると、水窪に伝わる上村の蛇聟入りの背景

には、以下のような要素が見えてきます。

　❶ 傾斜地のわずかな農地

　❷ その水源となっていた小さな沼

　❸ 沼に祀られていた蛇神

　❹ 神に仕える家

大蛇が通ってきたという屋敷は「神に仕える家」

でしたから、その娘とは、おそらく沼の蛇神に

仕える巫女のことでしょう。そうした存在を民

俗学では「神の嫁」と言います。村人たちが

沼の大蛇を退治しようとして、大蛇が暴れ出た

というのは、沼の蛇神との契約の放棄、もしく

は破綻を意味します。

大蛇が暴れながら斜面を下り落ちてゆく様子

は、地すべりや土砂災害の隠喩と考えられま

す。こうした伝承を「蛇抜け」とか「蛇崩れ」

と言います。「蛇抜け」や「蛇崩れ」の伝説

は全国に見られますし、地すべりのことをまさ

にそのまま「蛇抜け」と呼んでいる地方もあ

ります。

正体を怪しみ、ある夜、男の帰りぎわに糸のつ

いた針を男の衣の裾にこっそりと刺した。屋敷

の者たちがその糸をたどると、男は近くの沼に

入ってゆく。男の正体は沼の大蛇だった。村人

は沼に金物を放り込んで大蛇を退治しようとし

た。大蛇は苦し紛れに沼から暴れ出ていった～

これは「蛇聟入り」という話型に分類される

伝説で、似たような話は全国各地にあります。

の視点から日本文化の深層をひもといてみま

しょう。

　  

たとえば、浜松市天竜区の水窪という地域に

次のような伝説が伝わっています。

～昔、水窪の上村という集落に立派な屋敷が

あった。その屋敷の娘のもとに夜な夜な、どこ

からか若い男が通ってきた。娘の母親は男の

昔話かい。それじゃ私の知ってる話を聴かせ

てあげようかね」…というのは、もはや幻想で

す。極端な少子高齢化が進んだ山間地域では

孫と同居している高齢者がほとんどいま

せん。したがって「孫の子守りに

昔話を語った」という経験が

ありません。多くの高齢者

にとって昔話は、ずっと昔、

自分が子どもだった頃に

祖父母や親から聞いた話

なのです。70年、80 年の

記憶をさかのぼり、ゆっくりと

思い出しながら語っていただくの

です。聴き手には、記憶の糸を紡ぎ出し、

あるいは絡んだ糸を解きほぐすような、聴き取

りの技術とやさしい根気とが必要です。採録し

た民話は「方言のまま」「語りのまま」に翻字

します。そして、学術上の位置付けや記録価

値などを精査したうえで、伝承された地域の解

説を書き添えて、書籍として刊行します。

人々が暮らしの中で語り継いできた民話に「意

味を持たせる」のが私たちの採録調査と書籍

刊行の目的です。「自分たちが語り継いできた

話に、実はこんな意味があったのか !?」「自分

たちが暮らすこの土地に、そんな背景があっ

たんだ !!」と。民話を記録することは、その土

地に暮らす人々の生活の誇りを記録することで

す。極端な過疎化が進む地域だからこそ、今、

それが必要なのです。

私の専門は伝承文学です。伝承文学というの

は、わかりやすくいえば「日本文学×民俗学」

です。伝説の背景に潜む “謎”を追って各地へ

調査に出向きます。

国際文化学科なのに日本の伝説？…と違和感

を覚える人もいるかと思います。しかし、外国

の文化を理解するためには、まず自国の文化

を正しく理解しなければなりません。伝承文学

2知と実践の力                     学びの現場

“伝承文学”の挑戦

春野町坂下での現地調査（2023.3.16）　　　　　　　 　春野町花島（花島自治会館）での採録調査（2018.5.26）　　　　　　　　　　　 これまでに刊行した書籍

みさくぼ

かなもの

うえむら まぎ

タイプへびむこい

メタファ

二本松康宏 教授  日本文学／伝承文学
長野県長野市生まれ。専門は伝承文学。フィールドワークによる実証的検証を重視し、伝承の
基層とそこに秘められた“謎”を解き明かしている。近著に『城郭の怪異』（三弥井書店、2021 年）、
『諏訪信仰の歴史と伝承』（三弥井書店、2019 年）などがある。
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伝説は単なる物語ではなく、災害の記録や警告を含んだ集落の歴史につながっているという点に面白さ

を感じました。地域に残る民話を読み解くことで、その集落の土地柄や在り方を知り、語り継がれてき
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こうした状況証拠を積み重ねると、上村の蛇聟

入りの伝説からは、水源の異常な枯渇とその

直後に起きる地すべり災害の「警告」を読み

解くことができます。私たちはそれを「語

り継がれたハザードマップ」だと

考えています。実際、上村は

「地すべり等防止法」によ

る「地すべり防止区域」

に指定されています。

　  

私のゼミでは浜松市天竜区

の山間地域で民話の採録調

査に取り組んでいます。ゼミの学

生たちは年間に20数日ほども現地へ通い、

おもに高齢者の皆さんから伝説や昔話、言い

伝えなどを聴き集めています。かつて、1970

年代から1990年代前半にかけては、多くの大

学のゼミや研究室、研究会などが全国各地で

民話の採録調査を展開していました。ところが

2000年以降、大学を拠点とした民話の採録調

査はほぼ途絶えてしまいました。なぜ民話の

採録調査は衰退したのか ?  それには 3つの理

由が考えられますが、誌面では限りがあるので、

それはまた別の機会に。

そうした状況のなかで、2014 年から始まった

静岡文化芸術大学の伝承文学ゼミの取り組み

は専門の学界からも注目されています。

民話の採録調査は、おそらく皆さんがイメー

ジするよりもハードでシビアです。おばあちゃ

んがニコニコと出迎えてくれて「よく来たねぇ。

古くには『古事記』や『日本書紀』にも載っ

ています。さて、この伝説をどのように読み解

くか、です。まずは現地調査です。上村は常

光寺山（標高 1,438m）の裾の集落です。標

高はだいたい 350m から500m。かなり急な

斜面です。

大蛇が若い男に化けて通ってきたという屋敷

は今でも上村にありました。集落では「○○様」

と呼ばれる格式の高い家で、代々の当主たち

は里の神職も務めていたそうです。

すると、水窪に伝わる上村の蛇聟入りの背景

には、以下のような要素が見えてきます。

　❶ 傾斜地のわずかな農地

　❷ その水源となっていた小さな沼

　❸ 沼に祀られていた蛇神

　❹ 神に仕える家

大蛇が通ってきたという屋敷は「神に仕える家」

でしたから、その娘とは、おそらく沼の蛇神に

仕える巫女のことでしょう。そうした存在を民

俗学では「神の嫁」と言います。村人たちが

沼の大蛇を退治しようとして、大蛇が暴れ出た

というのは、沼の蛇神との契約の放棄、もしく

は破綻を意味します。

大蛇が暴れながら斜面を下り落ちてゆく様子

は、地すべりや土砂災害の隠喩と考えられま

す。こうした伝承を「蛇抜け」とか「蛇崩れ」

と言います。「蛇抜け」や「蛇崩れ」の伝説

は全国に見られますし、地すべりのことをまさ

にそのまま「蛇抜け」と呼んでいる地方もあ

ります。

正体を怪しみ、ある夜、男の帰りぎわに糸のつ

いた針を男の衣の裾にこっそりと刺した。屋敷

の者たちがその糸をたどると、男は近くの沼に

入ってゆく。男の正体は沼の大蛇だった。村人

は沼に金物を放り込んで大蛇を退治しようとし

た。大蛇は苦し紛れに沼から暴れ出ていった～

これは「蛇聟入り」という話型に分類される

伝説で、似たような話は全国各地にあります。

の視点から日本文化の深層をひもといてみま

しょう。

　  

たとえば、浜松市天竜区の水窪という地域に

次のような伝説が伝わっています。

～昔、水窪の上村という集落に立派な屋敷が

あった。その屋敷の娘のもとに夜な夜な、どこ

からか若い男が通ってきた。娘の母親は男の

昔話かい。それじゃ私の知ってる話を聴かせ

てあげようかね」…というのは、もはや幻想で

す。極端な少子高齢化が進んだ山間地域では

孫と同居している高齢者がほとんどいま

せん。したがって「孫の子守りに

昔話を語った」という経験が

ありません。多くの高齢者

にとって昔話は、ずっと昔、

自分が子どもだった頃に

祖父母や親から聞いた話

なのです。70年、80 年の

記憶をさかのぼり、ゆっくりと

思い出しながら語っていただくの

です。聴き手には、記憶の糸を紡ぎ出し、

あるいは絡んだ糸を解きほぐすような、聴き取

りの技術とやさしい根気とが必要です。採録し

た民話は「方言のまま」「語りのまま」に翻字

します。そして、学術上の位置付けや記録価

値などを精査したうえで、伝承された地域の解

説を書き添えて、書籍として刊行します。

人々が暮らしの中で語り継いできた民話に「意

味を持たせる」のが私たちの採録調査と書籍

刊行の目的です。「自分たちが語り継いできた

話に、実はこんな意味があったのか !?」「自分

たちが暮らすこの土地に、そんな背景があっ

たんだ !!」と。民話を記録することは、その土

地に暮らす人々の生活の誇りを記録することで

す。極端な過疎化が進む地域だからこそ、今、

それが必要なのです。

私の専門は伝承文学です。伝承文学というの

は、わかりやすくいえば「日本文学×民俗学」

です。伝説の背景に潜む “謎”を追って各地へ

調査に出向きます。

国際文化学科なのに日本の伝説？…と違和感

を覚える人もいるかと思います。しかし、外国

の文化を理解するためには、まず自国の文化

を正しく理解しなければなりません。伝承文学

2知と実践の力                     学びの現場

“伝承文学”の挑戦

春野町坂下での現地調査（2023.3.16）　　　　　　　 　春野町花島（花島自治会館）での採録調査（2018.5.26）　　　　　　　　　　　 これまでに刊行した書籍

みさくぼ

かなもの

うえむら まぎ

タイプへびむこい

メタファ

二本松康宏 教授  日本文学／伝承文学
長野県長野市生まれ。専門は伝承文学。フィールドワークによる実証的検証を重視し、伝承の
基層とそこに秘められた“謎”を解き明かしている。近著に『城郭の怪異』（三弥井書店、2021 年）、
『諏訪信仰の歴史と伝承』（三弥井書店、2019 年）などがある。
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藤田さと   デザイン学科 2年  静岡県立磐田南高校出身

特別誌面講義【デザイン学部編】

先人たちからのメッセージを受け取り、
未来へつなぐ

日本の知恵の宝庫

2知と実践の力                     学びの現場

日本の伝統建築は、
風土と共に暮らしてきた日本人の
知恵と工夫が詰め込まれた

宝箱

SUAC

漆の輪

駿府の重層建築「二階拝殿」

伝統建築から学ぶこと

飾された社殿は、銅板葺きの屋根にまで黒

漆が塗られ、贅を尽くした総合芸術作品とい

えます。静岡浅間神社では文化財建造物保

存修理事業「平成・令和の大改修」が

進行中で、漆の塗り替えが次々

と行われています。文化財

の修理は傷んだ部分のみ

行うもので、建築当初の

技法を調査・研究した

上で、職人によって忠実

に再現するという技術継

承の機会であり、一般市民

や SUAC生の教育の場としてもご

協力いただいています。国産漆の確保が

大きな課題であり、静岡市を拠点とする「オ

クシズ漆の里協議会」では、漆の植樹から

漆塗り、さらに木材としての漆、天然染料と

しての漆、食材としての漆など、その輪はさ

らに広がり、漆を核とした持続可能なサイク

ルを目指してプロジェクトが勧められており、

それぞれの立場で参加しています。

静岡浅間神社の再建は、神部神社浅間神社

の本殿からはじまり、次に着手されたのが江

戸時代を通じて「二階拝殿」と呼ばれた特

異な建築です。焼失した境内の空間に高さ

約 21m の二階建ての拝殿が再建されるわけ

ですから、駿府城下から見守る人々の期待は

伝統建築をより深く知るための手掛かりの一

つとして古文書があります。和紙に墨で書か

れたくずし字は、何百年も前のことを私たち

に伝えてくれます。研究を進めている静岡浅

間神社は、徳川家の祈願所で三代将軍家光

によって大造営が行われましたが、江戸時

代中期の火災によって全焼してしまいまし

た。駿府城下町の北端に位置する社殿群が

焼失したことは、駿府城下の空気や景観、

さらには人々の心にまで大きな影響を与えた

はずです。すぐに駿府社会は動き出し、16

年後に再建を開始してその工事は明治維新

まで続きました。建築現場の様子を記録した

『御再建場所日記』が静岡浅間神社に 60 冊

伝わっています。そこには建築工事の進捗

状況、建築資材の調達、駿府を中心とした

職人の連携、役人組織、町方・村方の参画、

年中行事などが活き活きと描かれています。

注目すべき点は、社殿の再建に用いる木材

の木っ端の払下げで、無駄なく材料を使用す

ることが、駿府の工芸の発展にもつながった

であろうことなど、江戸時代におけるリサイク

ルとメンテナンスの実態も見えてきました。

静岡浅間神社と久能山東照宮とあわせると

漆塗りの社殿は 35 棟を数えます。建物全体

を漆で塗って彩色を施し、彫刻や飾金物で装

で共同研究を進める中で実感していることで、

現在は科学研究費の助成を受けて「江戸時

代における静岡浅間神社『二階拝殿』の建築

形式・技術と駿府社会」をテーマに、建築か

ら駿府社会までを包括的に考える共同研究に

取り組んでいます。

さらに一歩踏み込んで、その背景にある歴史

や文化、人々のつながりを知ることで、格段

に世界が広がります。なぜならば、日本の伝

統建築は、風土を理解して生活してきた日本

人の知恵と工夫が詰め込まれた宝箱のようで

あるからです。このことは、静岡浅間神社に

おいて建築学・歴史学・民俗学の研究メンバー

大きかったはずです。他に類を見ない巨大

な拝殿は、中央の柱 2本が 1、2 階を貫き通

柱となっています。長大な通柱は 2 本の柱を

木組み（継手）で継ぎ合わせたもので、

柱の足元と継手部分は、鍛冶屋

が作った金輪で補強されてい

ます。通柱の周囲に 1 階、

2 階それぞれの柱を立て

て、横架材でつなぎ固め

て組み上げていきます。

漆塗りや彫刻等の仕上げ

に取り掛かり、10 年の歳月

をもって、光沢ある「二階拝殿」

は完成されました。「二階拝殿」の正面に

立ち、見上げて感じる大きさは特別で、建築

を取り巻く背景にも思いをめぐらせると、完

成した時の駿府の人々の感動はたいへんなも

のだったと想像してしまいます。

伝統建築を起点とした研究から、まだまだ多

くの日本人の知恵と工夫が導き出されるで

しょう。文化財のように正確に継承されるべき

ものもありますが、先人たちの技やデザイン、

社会の仕組みなどについて、学び、活かせる

ことも沢山あります。私たちは長い歴史の中

の一員であることを自覚し、先人たちの知恵

を未来の人々へ伝える役割を担っていきたい

と思います。

江戸時代の日本ではどのように建築の造営が

行われていたのか？　徳川家康が隠居所と定

めた駿府（現在の静岡県静岡市）を中心に研

究をしています。誰もが知る有名な建築その

ものからは、素晴らしい技とデザインを感じる

ことができ、多くの気づきがあると思いますが、

伝統建築×古文書

新妻先生や SUAC の友人たちと共に研究や調査を進めていく上で、日本の伝統建築の技やデザイ

ンの素晴らしさを実感しています。また、伝統建築を知るために背景となる歴史を学んだり、当時

の人々の生活を想像したりする過程は、先人たちからのメッセージを受け取るようで胸が高鳴ります。

私も未来の人々の心を打つようなメッセージを伝える役割を担う一員となれるよう、研究に励んでい

きたいです。

今、
伝統建築
学ぶこと

から

日本の釘は、四角い断面をしていて「和釘」と呼ばれています。鍛冶屋が和釘を作り、
それを大工が建築に使います。静岡浅間神社の建築にも「和釘」が使われていて、神社
を建てた時の古文書を調べると釘に関する記述もみられます。

SUAC で開催したワークショップでは、講義で日本建築と和釘のヒミツを理解した上で、
実際に真っ赤に焼けた鉄を金槌で叩いて和釘を作る鍛冶体験、和釘を建築に使う大工体
験を実施しました。

新妻淳子 准教授  日本伝統建築
近世・近代までの建築普請活動や日本伝統建築の保存・修理とその技術を研究
テーマとする。静岡浅間神社、久能山東照宮などをフィールドに研究を行うほか、
文化財の保存・活用や伝統技術の普及にも積極的に取り組む。一級建築士、静
岡県文化財建造物監理士。
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日本の伝統建築は、
風土と共に暮らしてきた日本人の
知恵と工夫が詰め込まれた

宝箱

SUAC

漆の輪

駿府の重層建築「二階拝殿」

伝統建築から学ぶこと

飾された社殿は、銅板葺きの屋根にまで黒

漆が塗られ、贅を尽くした総合芸術作品とい

えます。静岡浅間神社では文化財建造物保

存修理事業「平成・令和の大改修」が

進行中で、漆の塗り替えが次々

と行われています。文化財

の修理は傷んだ部分のみ

行うもので、建築当初の

技法を調査・研究した

上で、職人によって忠実

に再現するという技術継

承の機会であり、一般市民

や SUAC生の教育の場としてもご

協力いただいています。国産漆の確保が

大きな課題であり、静岡市を拠点とする「オ

クシズ漆の里協議会」では、漆の植樹から

漆塗り、さらに木材としての漆、天然染料と

しての漆、食材としての漆など、その輪はさ

らに広がり、漆を核とした持続可能なサイク

ルを目指してプロジェクトが勧められており、

それぞれの立場で参加しています。

静岡浅間神社の再建は、神部神社浅間神社

の本殿からはじまり、次に着手されたのが江

戸時代を通じて「二階拝殿」と呼ばれた特

異な建築です。焼失した境内の空間に高さ

約 21m の二階建ての拝殿が再建されるわけ

ですから、駿府城下から見守る人々の期待は

伝統建築をより深く知るための手掛かりの一

つとして古文書があります。和紙に墨で書か

れたくずし字は、何百年も前のことを私たち

に伝えてくれます。研究を進めている静岡浅

間神社は、徳川家の祈願所で三代将軍家光

によって大造営が行われましたが、江戸時

代中期の火災によって全焼してしまいまし

た。駿府城下町の北端に位置する社殿群が

焼失したことは、駿府城下の空気や景観、

さらには人々の心にまで大きな影響を与えた

はずです。すぐに駿府社会は動き出し、16

年後に再建を開始してその工事は明治維新

まで続きました。建築現場の様子を記録した

『御再建場所日記』が静岡浅間神社に 60 冊

伝わっています。そこには建築工事の進捗

状況、建築資材の調達、駿府を中心とした

職人の連携、役人組織、町方・村方の参画、

年中行事などが活き活きと描かれています。

注目すべき点は、社殿の再建に用いる木材

の木っ端の払下げで、無駄なく材料を使用す

ることが、駿府の工芸の発展にもつながった

であろうことなど、江戸時代におけるリサイク

ルとメンテナンスの実態も見えてきました。

静岡浅間神社と久能山東照宮とあわせると

漆塗りの社殿は 35 棟を数えます。建物全体

を漆で塗って彩色を施し、彫刻や飾金物で装

で共同研究を進める中で実感していることで、

現在は科学研究費の助成を受けて「江戸時

代における静岡浅間神社『二階拝殿』の建築

形式・技術と駿府社会」をテーマに、建築か

ら駿府社会までを包括的に考える共同研究に

取り組んでいます。

さらに一歩踏み込んで、その背景にある歴史

や文化、人々のつながりを知ることで、格段

に世界が広がります。なぜならば、日本の伝

統建築は、風土を理解して生活してきた日本

人の知恵と工夫が詰め込まれた宝箱のようで

あるからです。このことは、静岡浅間神社に

おいて建築学・歴史学・民俗学の研究メンバー

大きかったはずです。他に類を見ない巨大

な拝殿は、中央の柱 2本が 1、2 階を貫き通

柱となっています。長大な通柱は 2 本の柱を

木組み（継手）で継ぎ合わせたもので、

柱の足元と継手部分は、鍛冶屋

が作った金輪で補強されてい

ます。通柱の周囲に 1 階、

2 階それぞれの柱を立て

て、横架材でつなぎ固め

て組み上げていきます。

漆塗りや彫刻等の仕上げ

に取り掛かり、10 年の歳月

をもって、光沢ある「二階拝殿」

は完成されました。「二階拝殿」の正面に

立ち、見上げて感じる大きさは特別で、建築

を取り巻く背景にも思いをめぐらせると、完

成した時の駿府の人々の感動はたいへんなも

のだったと想像してしまいます。

伝統建築を起点とした研究から、まだまだ多

くの日本人の知恵と工夫が導き出されるで

しょう。文化財のように正確に継承されるべき

ものもありますが、先人たちの技やデザイン、

社会の仕組みなどについて、学び、活かせる

ことも沢山あります。私たちは長い歴史の中

の一員であることを自覚し、先人たちの知恵

を未来の人々へ伝える役割を担っていきたい

と思います。

江戸時代の日本ではどのように建築の造営が

行われていたのか？　徳川家康が隠居所と定

めた駿府（現在の静岡県静岡市）を中心に研

究をしています。誰もが知る有名な建築その

ものからは、素晴らしい技とデザインを感じる

ことができ、多くの気づきがあると思いますが、

伝統建築×古文書

新妻先生や SUAC の友人たちと共に研究や調査を進めていく上で、日本の伝統建築の技やデザイ

ンの素晴らしさを実感しています。また、伝統建築を知るために背景となる歴史を学んだり、当時

の人々の生活を想像したりする過程は、先人たちからのメッセージを受け取るようで胸が高鳴ります。

私も未来の人々の心を打つようなメッセージを伝える役割を担う一員となれるよう、研究に励んでい

きたいです。

今、
伝統建築
学ぶこと

から

日本の釘は、四角い断面をしていて「和釘」と呼ばれています。鍛冶屋が和釘を作り、
それを大工が建築に使います。静岡浅間神社の建築にも「和釘」が使われていて、神社
を建てた時の古文書を調べると釘に関する記述もみられます。

SUAC で開催したワークショップでは、講義で日本建築と和釘のヒミツを理解した上で、
実際に真っ赤に焼けた鉄を金槌で叩いて和釘を作る鍛冶体験、和釘を建築に使う大工体
験を実施しました。

新妻淳子 准教授  日本伝統建築
近世・近代までの建築普請活動や日本伝統建築の保存・修理とその技術を研究
テーマとする。静岡浅間神社、久能山東照宮などをフィールドに研究を行うほか、
文化財の保存・活用や伝統技術の普及にも積極的に取り組む。一級建築士、静
岡県文化財建造物監理士。
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01 03 05

02 04トヨタ自動車東日本株式会社
デザイン部 カラーマネジメントグループ

デザイン学部  生産造形学科卒業
荒田海優 さん

愛知県教育委員会事務局
総務課

文化政策学部  文化政策学科卒業
鮎川真世 さん

SOMAT CO., LTD.（タイ法人） 
ラヨーン事務所 責任者

文化政策学部  国際文化学科卒業
勝股雅登 さん

  公益財団法人豊橋文化振興財団
　　　　　穂の国とよはし芸術劇場  事業制作部

　　　　　  文化政策学部  芸術文化学科卒業
　　　　加賀茅捺 さん

渡辺隆建築設計事務所
建築士

デザイン学部  空間造形学科

岩田貴昭 さん

06
それぞれの思いを胸に、自分の道を進んでいる卒業生たち。

どのような学びを重ねてきたのか、そして今、どんな力を発揮しているのか。

先輩たちの「過去」と「今」を知ることが、あなたの「未来」につながっていく…。

自分が成長していくチャンスを見つける、道しるべにしてください。
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入学当初は、将来やりたいことが明確でなかった私ですが、様々な

分野について幅広く学ぶ中で、興味を持った心理学のゼミに入りま

した。専攻した学びを深める一方で、SUAC は行政学や公共サービ

ス論など、行政の仕組みや役割について学べる講義が充実し、自

治体で働く方の話を聞く機会もあったことから公務員を志すようにな

りました。学内で受講できる「公務員試験対策講座」を活用し、仲

間と励まし合いながら合格を目指すことができました。今は、愛知

県教育委員会総務課で栄典事務や課の予算経理に関する業務を担

当しています。愛知県庁に入庁以来、県税事務所、高等学校事務、

教育委員会事務局と異なる分野の業務を経験しましたが、どんな業

務であっても「新たな分野が学べるチャンス」と捉え、日々勉強し

ながら知識を深められる点にやりがいを感じています。SUAC で身

についた何でも学ぶ姿勢、一からでも「やるぞ」と取り組んできた

4 年間のお陰だと思います。学生が主体的に取り組める自由度の高

さと、それを後押ししてくれる環境が SUAC にはあります。

愛知県教育委員会事務局  総務課

鮎川真世さん   文化政策学部  文化政策学科  2015年度卒業
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いつか海外を舞台に働きたいという思いから、機械工具の専門商

社である NaITO に入社しました。今はタイにある海外グループ会社

SOMATのラヨーン事務所責任者として、営業販売を担当しています。

取引先を訪問したり、タイ人スタッフを指導育成するのが主な仕事

で、英語とタイ語でコミュニケーションを図っています。異なる文化

や価値観を持つ環境の中では、日本人である自分がマイノリティ。

意見のぶつかり合いや小さな食い違いは日常茶飯事ですが、まず

は受け止めるようにしています。その際に相手の文化を尊重したり、

考え方を理解しようと努め、自分の意見もきちんと伝えることを心が

けています。SUAC で「多文化共生」を学んだことで、お互いの違

いを認め合い、共存していく考え方が、様々なシーンで反映されて

いると感じています。現在はタイでの仕事がメインですが、他の国

でも活躍できる人材になりたいと思っています。そのためには常に

学び続けることが必要。ジャンルにとらわれず、いろいろなことに興

味を持ち、好奇心旺盛に！ 自分の目指す道を進んでいきます。

SUAC

株式会社ディー・エヌ・エー （DeNA）
デザイン本部  サービスデザイン部

デザイン学部  メディア造形学科卒業
松田  涼 さん

SUAC

02

01

知と実践の力                     学びのその先へ3

SOMAT CO.,LTD. ［日本本社: 株式会社NaITO］
ラヨーン事務所 責任者

勝股雅登さん  文化政策学部  国際文化学科  2014年度卒業
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分野について幅広く学ぶ中で、興味を持った心理学のゼミに入りま

した。専攻した学びを深める一方で、SUAC は行政学や公共サービ

ス論など、行政の仕組みや役割について学べる講義が充実し、自

治体で働く方の話を聞く機会もあったことから公務員を志すようにな

りました。学内で受講できる「公務員試験対策講座」を活用し、仲

間と励まし合いながら合格を目指すことができました。今は、愛知
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や価値観を持つ環境の中では、日本人である自分がマイノリティ。

意見のぶつかり合いや小さな食い違いは日常茶飯事ですが、まず
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考え方を理解しようと努め、自分の意見もきちんと伝えることを心が

けています。SUAC で「多文化共生」を学んだことで、お互いの違

いを認め合い、共存していく考え方が、様々なシーンで反映されて

いると感じています。現在はタイでの仕事がメインですが、他の国

でも活躍できる人材になりたいと思っています。そのためには常に
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05

04

03
クルマのもつ雰囲気を色や素材、質感で表現する CMF デザイナーと

いう職業を知ったのは、大学 2年の時。インターンシップで車のデザ

インの世界に飛び込み、色が好き、テキスタイルが好き、世界観を作

り込むのが好きという、自分の趣味が仕事にできるとわかり、深く勉

強してみたいと思ったことが始まりです。新型シエンタのモデルチェ

ンジでは、新発表のボディカラーや、室内シートに施したソファーの

ようなパイピングが推しポイントで、お客様から好評で嬉しく思ってい

ます。学生時代は、「デザインの力で何かを変えたい」という思いを

軸にグラフィックをベースに幅広くデザインを学び、イベント企画やモ

ノづくりにも挑戦しながら、様々な形でアウトプットを重ねてきました。

今は自分とお客様がつながる「クルマ」というアイテムのデザインを

通して、お客様が笑顔になるクルマを届けたいと思っています。自ら

発信すれば、チャンスも環境も恵まれている SUAC で、様々なジャン

ルの先生や学生との出会い、可能性を広げながら、とことんチャレン

ジしてください。 ※CMFとは（色Color、素材Material、仕上げ Finish） 06
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株式会社ディー・エヌ・エーでデザイナーとして様々なアプリケー

ションサービスに携わっています。最近は、音声ライブ配信アプリ

『Voice Pococha』のリードデザイナーとして、ブランディングから

キャラクター制作、UI デザイン制作までトータルで関わり、新サー

ビスを立ち上げました。SUACで学んだ色彩分析や感性マーケティ

ングは、今も自分の仕事の軸となり、CG や実写の映像、アニメー

ションの学びから得た基礎知識やスキルも様々な場面で役立って

います。在学中、授業の課題で提出した作品を、先生が高く評価

してくださったことで、自分のストロングポイントを自覚でき、それ

を指標として成長することができました。苦手よりも得意なことに

目を向け、伸ばしていく、そんな大学生活を過ごしてほしいと思

います。学生時代、モバゲーを楽しんでいた記憶が自分の中にあ

るように、10年後、20 年後、誰かの記憶に残るサービスやクリエ

イティブに携わっていたい。その人にとって人生の糧となる魅力

的なモノづくりを目指しています。

SUAC

故郷の青森県八戸市は文化によるまちづくりが盛んで、高校時代

から地方都市における文化芸術の振興に関心を持ち、文化政策や

アートマネジメントが学べるSUACへ。大学1年の頃から現在の職

場、穂の国とよはし芸術劇場に通い、様々な事業に参加する中で、

文化芸術の持つ力を地域や社会へどう活かすかを考え実行する

劇場の方針に惹かれ、就職を決めました。現在は劇場の企画制作

スタッフとして、事業の企画・運営やチケットの販売、広報などを

行っています。在学中、演劇ワークショップに興味があると先生に

伝えたのがきっかけで、自分が提案した企画を授業で実現させる

ことに。参加した友人からフィードバックも得られ、企画の意義につ

いて深く考える機会にもなり、現在の仕事でもこの経験が活きてい

ます。豊橋に移り住んで4年目、まだ出会ったことのない人たちへ

文化芸術の持つ力をどう届けるかを考え、地域課題解決のために

事業を実施することが目標です。将来は地元に帰り、文化芸術で

人々が繋がりあえるよう力を注ぎたいです。

公益財団法人豊橋文化振興財団  
穂の国とよはし芸術劇場  事業制作部

加賀茅捺さん   文化政策学部  芸術文化学科  2018年度卒業

トヨタ自動車東日本株式会社  デザイン部 カラーマネジメントグループ
CMFデザイナー

荒田海優さん   デザイン学部  生産造形学科  2017年度卒業

SUAC

静岡県磐田市を拠点にする設計事務所に入って５年目。工場や歯

科医院など様々な用途の設計にチームの一員として関わりながら、

美容室、カフェ、小規模な事務所などの設計を主に担当しています。

父が住宅設計をしていたこともあり、建築士を目指して SUAC へ進

学。建築設計の授業を中心に学びつつ、金工、木工などを学べる

工房実習では、考えをモノにする楽しさに熱中しました。自主制作

でも利用した工房は、指導員の方々の存在もあり、気軽に制作に

挑戦できる環境が頼りになりました。学生が自由に使える制作活

動の場である組立アトリエは、他の専門領域の人たちと交流をし

ながら建築設計にはない視点や制作方法に触れられる魅力的な空

間でした。浜松は、社会人として活躍しているSUAC 卒業生も多く、

学外活動ではそんな先輩方とのつながりから、制作活動、ワーク

ショップに参加させてもらうなど有意義な経験もできました。大学内

外問わず、充実した環境だったと感じたこの地域をさらに魅力的に

する建築を作れるよう、自分らしく歩んでいきたいと思います。

渡辺隆建築設計事務所  建築士

岩田貴昭さん   デザイン学部  空間造形学科  2017年度卒業

SUAC

株式会社ディー・エヌ・エー （DeNA）
デザイン本部  サービスデザイン部  アートディレクター

松田  涼さん   デザイン学部  メディア造形学科  2012年度卒業
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株式会社ディー・エヌ・エーでデザイナーとして様々なアプリケー

ションサービスに携わっています。最近は、音声ライブ配信アプリ

『Voice Pococha』のリードデザイナーとして、ブランディングから

キャラクター制作、UI デザイン制作までトータルで関わり、新サー
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います。在学中、授業の課題で提出した作品を、先生が高く評価

してくださったことで、自分のストロングポイントを自覚でき、それ
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るように、10年後、20 年後、誰かの記憶に残るサービスやクリエ

イティブに携わっていたい。その人にとって人生の糧となる魅力

的なモノづくりを目指しています。

SUAC

故郷の青森県八戸市は文化によるまちづくりが盛んで、高校時代

から地方都市における文化芸術の振興に関心を持ち、文化政策や

アートマネジメントが学べるSUACへ。大学1年の頃から現在の職

場、穂の国とよはし芸術劇場に通い、様々な事業に参加する中で、

文化芸術の持つ力を地域や社会へどう活かすかを考え実行する

劇場の方針に惹かれ、就職を決めました。現在は劇場の企画制作

スタッフとして、事業の企画・運営やチケットの販売、広報などを

行っています。在学中、演劇ワークショップに興味があると先生に

伝えたのがきっかけで、自分が提案した企画を授業で実現させる

ことに。参加した友人からフィードバックも得られ、企画の意義につ

いて深く考える機会にもなり、現在の仕事でもこの経験が活きてい

ます。豊橋に移り住んで4年目、まだ出会ったことのない人たちへ

文化芸術の持つ力をどう届けるかを考え、地域課題解決のために

事業を実施することが目標です。将来は地元に帰り、文化芸術で

人々が繋がりあえるよう力を注ぎたいです。

公益財団法人豊橋文化振興財団  
穂の国とよはし芸術劇場  事業制作部

加賀茅捺さん   文化政策学部  芸術文化学科  2018年度卒業

トヨタ自動車東日本株式会社  デザイン部 カラーマネジメントグループ
CMFデザイナー

荒田海優さん   デザイン学部  生産造形学科  2017年度卒業

SUAC

静岡県磐田市を拠点にする設計事務所に入って５年目。工場や歯

科医院など様々な用途の設計にチームの一員として関わりながら、

美容室、カフェ、小規模な事務所などの設計を主に担当しています。

父が住宅設計をしていたこともあり、建築士を目指して SUAC へ進

学。建築設計の授業を中心に学びつつ、金工、木工などを学べる

工房実習では、考えをモノにする楽しさに熱中しました。自主制作

でも利用した工房は、指導員の方々の存在もあり、気軽に制作に

挑戦できる環境が頼りになりました。学生が自由に使える制作活

動の場である組立アトリエは、他の専門領域の人たちと交流をし

ながら建築設計にはない視点や制作方法に触れられる魅力的な空

間でした。浜松は、社会人として活躍しているSUAC 卒業生も多く、

学外活動ではそんな先輩方とのつながりから、制作活動、ワーク

ショップに参加させてもらうなど有意義な経験もできました。大学内

外問わず、充実した環境だったと感じたこの地域をさらに魅力的に

する建築を作れるよう、自分らしく歩んでいきたいと思います。

渡辺隆建築設計事務所  建築士

岩田貴昭さん   デザイン学部  空間造形学科  2017年度卒業

SUAC

株式会社ディー・エヌ・エー （DeNA）
デザイン本部  サービスデザイン部  アートディレクター

松田  涼さん   デザイン学部  メディア造形学科  2012年度卒業

　年
後
、 
年
後

そ
の
人
の
記
憶
に
残
る
魅
力
的
な

モ
ノ
づ
く
り
を
目
指
し
た
い

10

20

充
実
し
た
制
作
環
境
で

デ
ザ
イ
ン
の
幅
を
広
げ
た
4
年
間
。

建
築
で
地
域
に
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
て

※



SUAC_020SUAC_019

文化の力、デザインの力で社会貢献し、実務型の人材を養成することを目指しています。

すべての学生が学部・学科の枠を超え、幅広い教養と独創的な感性を育む

カリキュラムを学びの基礎としています。

カリキュラム一覧はp098へ

● 学部科目
● 学科基礎

● 専門科目

● 学科専門
● 領域専門

● 共通科目

デザイン学部

文化政策学部全学科目

全学科目

導入教育
SUAC生としての基礎づくり

展
開

展
開

展
開

展
開

導入教育

社会科学 人文科学

芸術とデザイン自然科学

専門分野との関連性を踏まえ
た俯瞰的な教育で幅広くもの
ごとを捉える視野の広さを身
につけます。

教 養
バランスのとれた知識を 先人たちの世界観や方法論に加

え、最先端の研究事例を学び、実
社会とのつながりを踏まえた授業
を展開。伝統的な学問分野である
「人文科学」「社会科学」「自然科
学」に、本学の特性である「芸術と
デザイン」を加え、特色ある教養
教育を行っています。

必修外国語として「英語」または「中国語」が選択可能。外部検定
や語学研修・留学が必修単位認定の対象となります。 

■文化芸術体験演習
少人数編成で行う演習科目。プロフェッショナルの講師
を招き、日本の伝統文化や芸術表現の実技体験を通し
て、知性と感性を養います。 
演習内容（令和5年度）／落語、狂言、写真、茶道

■学芸の基礎
学びの基礎となる必要なリテラシー（読み・書き・情報活用能
力）を身につけ、論文作成やプレゼンテーション等、社会で役
立つ実践的スキルを磨きます。

実践演習
社会の中で役立つ力を

実社会の課題を見つけ解決する方法を学ぶ「企画立案演習」、現場
に飛び込み体験を通して地域課題への理解を深める「地域連携演
習」、リサーチを踏まえた自らのテーマを持って現場で主体的に実
践・提案する「自主課題演習」の科目があります。学生たちは学部・
学科の枠を越えて、実践的な学びに取り組みます。

卒業後の進路開拓にもつながる実践的なカリキュラム。

卒
業
研
究

卒
業
研
究
・制
作

人間的素養・基礎力の養成 専門領域へのアプローチ 専門能力の確立

2

1

全学部共通科目

必修外国語
国際的に活躍するために

スポーツ活動
健康意識を高めスポーツの意義を理解する スポーツ活動を通して、心身の健康およびスポーツを楽しむこと、 他

者とのコミュニケーションの理解、生涯を通したスポーツ活動への取り
組みに関する考え方を身につけます。

総 合
産学官の連携で学びを深める

■特別共同授業A・B
「ふじのくに地域・大学コンソーシアム」が設置する静岡県西部地
域7大学が共同で実施する授業。各大学の教員によりオムニバス
形式で行われ、本学の履修単位として認定することができます。

■特別共同授業C「メディアとしての新聞社」
中日新聞社、静岡新聞社とSUACは、新聞社が社会に果たしてきた
役割について授業を通じて学生に講義する、連携協定を締結してい
ます。全15回の授業のうち両社が6回ずつを担当し、報道の最前線
で活躍する記者や社員が講師を務めます。

3
国際社会で力を発揮するための 実践的な語学能力と
幅広い文化的知識を身につけます。

「教養と感性」「知識と能力」を身につける

● 導入教育

● 教 養

● 必修外国語

● 実践演習

● 総 合

● スポーツ活動

本学ならではの体験科目と専門教育につながる
リテラシー科目で学びの基礎を身につけます。

6

5

4
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文化の力、デザインの力で社会貢献し、実務型の人材を養成することを目指しています。

すべての学生が学部・学科の枠を超え、幅広い教養と独創的な感性を育む

カリキュラムを学びの基礎としています。

カリキュラム一覧はp098へ

● 学部科目
● 学科基礎

● 専門科目

● 学科専門
● 領域専門

● 共通科目

デザイン学部

文化政策学部全学科目

全学科目

導入教育
SUAC生としての基礎づくり

展
開

展
開

展
開

展
開

導入教育

社会科学 人文科学

芸術とデザイン自然科学

専門分野との関連性を踏まえ
た俯瞰的な教育で幅広くもの
ごとを捉える視野の広さを身
につけます。

教 養
バランスのとれた知識を 先人たちの世界観や方法論に加

え、最先端の研究事例を学び、実
社会とのつながりを踏まえた授業
を展開。伝統的な学問分野である
「人文科学」「社会科学」「自然科
学」に、本学の特性である「芸術と
デザイン」を加え、特色ある教養
教育を行っています。

必修外国語として「英語」または「中国語」が選択可能。外部検定
や語学研修・留学が必修単位認定の対象となります。 

■文化芸術体験演習
少人数編成で行う演習科目。プロフェッショナルの講師
を招き、日本の伝統文化や芸術表現の実技体験を通し
て、知性と感性を養います。 
演習内容（令和5年度）／落語、狂言、写真、茶道

■学芸の基礎
学びの基礎となる必要なリテラシー（読み・書き・情報活用能
力）を身につけ、論文作成やプレゼンテーション等、社会で役
立つ実践的スキルを磨きます。

実践演習
社会の中で役立つ力を

実社会の課題を見つけ解決する方法を学ぶ「企画立案演習」、現場
に飛び込み体験を通して地域課題への理解を深める「地域連携演
習」、リサーチを踏まえた自らのテーマを持って現場で主体的に実
践・提案する「自主課題演習」の科目があります。学生たちは学部・
学科の枠を越えて、実践的な学びに取り組みます。

卒業後の進路開拓にもつながる実践的なカリキュラム。

卒
業
研
究

卒
業
研
究
・制
作

人間的素養・基礎力の養成 専門領域へのアプローチ 専門能力の確立

2

1

全学部共通科目

必修外国語
国際的に活躍するために

スポーツ活動
健康意識を高めスポーツの意義を理解する スポーツ活動を通して、心身の健康およびスポーツを楽しむこと、 他

者とのコミュニケーションの理解、生涯を通したスポーツ活動への取り
組みに関する考え方を身につけます。

総 合
産学官の連携で学びを深める

■特別共同授業A・B
「ふじのくに地域・大学コンソーシアム」が設置する静岡県西部地
域7大学が共同で実施する授業。各大学の教員によりオムニバス
形式で行われ、本学の履修単位として認定することができます。

■特別共同授業C「メディアとしての新聞社」
中日新聞社、静岡新聞社とSUACは、新聞社が社会に果たしてきた
役割について授業を通じて学生に講義する、連携協定を締結してい
ます。全15回の授業のうち両社が6回ずつを担当し、報道の最前線
で活躍する記者や社員が講師を務めます。

3
国際社会で力を発揮するための 実践的な語学能力と
幅広い文化的知識を身につけます。

「教養と感性」「知識と能力」を身につける

● 導入教育

● 教 養

● 必修外国語

● 実践演習

● 総 合

● スポーツ活動

本学ならではの体験科目と専門教育につながる
リテラシー科目で学びの基礎を身につけます。

6

5

4
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学びのフィールド

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）

文化政策学部 アドミッション・ポリシー

文化政策学部は、芸術および文化全般を歴史の深みと世界的な広がりにおいて認識するとともに、

豊かな感受性、人間や文化の多様性に対する寛容さ、文化を創造し発展させるための的確な知識をもとに、

文化の新たな地平を切り拓く意欲に富み、国際的に活躍できる人材を育成します。

この教育方針のもと、国際文化学科、文化政策学科、芸術文化学科の３学科を設置し、

以下のような関心と意欲を持つ人を、積極的に受け入れます。

デザイン学部 アドミッション・ポリシー

デザイン学部は、時代とともに変化する人や価値観、文化の多様性を視野に入れ、さまざまな人の立場に立った

ユニバーサルな視点で考えるデザインを基本に、快適に暮らせる生活空間や環境を提案し、

国際社会の発展や文化の向上に貢献できる人材を育成します。

この教育方針のもと、デザイン学科を設置し、以下のような関心と意欲を持つ人を、積極的に受け入れます。

日本と世界の多様な文化に関心があり、それらを深く学びたい人

外国語を使い、世界の人々と交流し相互理解を深めたい人

ビジネスや国際協力、地域貢献を通して、グローバル社会で活躍したい人

社会と文化について総合的に学び、その問題を発見・解決したい人

社会調査の方法、政策立案の手法を身につけたい人

行政や企業、NPOなどで活躍し、地域社会と産業に貢献したい人

文化・芸術とそれをとりまく社会について研究したい人

芸術やアートマネジメントに関する実践的知識を身につけたい人

文化・芸術を通じて地域を活性化し、創造性をもって社会に貢献したい人

デザイン分野に強い関心を持ち、幅広くデザインを学びたい人

論理的な思考に基づき、新しい価値の創出を目指す人

直観力や審美眼をみがき、自らの発想を的確に表現したい人

地球環境および社会や地域に関心を持ち、現状を分析して対応策を考えようとする人

理念への共鳴、学びへの強い意欲。社会を動かす人材を育てます。

本学は、豊かな人間性と的確な時代認識を持ち、国際社会の様々な分野で活躍できる人材を養成するために、

教養教育と専門教育が調和したカリキュラムを通して、知性と感性を磨き、

新しい価値や文化を創造する力の育成に努めています。

このような理念に共鳴し、強い意欲を持って学ぼうとする皆さんの入学を期待します。

　 国際文化学科

 

 

　 文化政策学科 

 

 

　 芸術文化学科

　 デザイン学科

p051
p053
p055
p057
p059
p061

デザインフィロソフィー領域
プロダクト領域
ビジュアル・サウンド領域
建築・環境領域
インタラクション領域
匠領域

p072

異文化を理解し、国際的にコミュニケートできる人材を養成します。

国際文化学科

政策・経営・情報の視点から新たな人間と社会のあり方を探求できる人材を養成します。

文化政策学科

芸術とそれをとりまく社会について理解し、芸術の持つ力を現代社会で活かすことのできる人材を養成します。

芸術文化学科

文化政策学部

デザイン学部

大学院

p047

p025

p031

p037

p073文化政策研究科

よりよい生活から社会システムまでを提案できるデザインの専門人材を養成します。

デザイン学科

芸術文化の振興や文化政策の推進を担う高度な専門家を養成します。

企画から計画推進、造形展開に至るデザイン諸分野での高度な専門能力を養成します。

p049

p075デザイン研究科 定員10名

定員10名

定員110名

定員55名

定員55名

定員100名

p023
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学びのフィールド

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）

文化政策学部 アドミッション・ポリシー

文化政策学部は、芸術および文化全般を歴史の深みと世界的な広がりにおいて認識するとともに、

豊かな感受性、人間や文化の多様性に対する寛容さ、文化を創造し発展させるための的確な知識をもとに、

文化の新たな地平を切り拓く意欲に富み、国際的に活躍できる人材を育成します。

この教育方針のもと、国際文化学科、文化政策学科、芸術文化学科の３学科を設置し、

以下のような関心と意欲を持つ人を、積極的に受け入れます。

デザイン学部 アドミッション・ポリシー

デザイン学部は、時代とともに変化する人や価値観、文化の多様性を視野に入れ、さまざまな人の立場に立った

ユニバーサルな視点で考えるデザインを基本に、快適に暮らせる生活空間や環境を提案し、

国際社会の発展や文化の向上に貢献できる人材を育成します。

この教育方針のもと、デザイン学科を設置し、以下のような関心と意欲を持つ人を、積極的に受け入れます。

日本と世界の多様な文化に関心があり、それらを深く学びたい人

外国語を使い、世界の人々と交流し相互理解を深めたい人

ビジネスや国際協力、地域貢献を通して、グローバル社会で活躍したい人

社会と文化について総合的に学び、その問題を発見・解決したい人

社会調査の方法、政策立案の手法を身につけたい人

行政や企業、NPOなどで活躍し、地域社会と産業に貢献したい人

文化・芸術とそれをとりまく社会について研究したい人

芸術やアートマネジメントに関する実践的知識を身につけたい人

文化・芸術を通じて地域を活性化し、創造性をもって社会に貢献したい人

デザイン分野に強い関心を持ち、幅広くデザインを学びたい人

論理的な思考に基づき、新しい価値の創出を目指す人

直観力や審美眼をみがき、自らの発想を的確に表現したい人

地球環境および社会や地域に関心を持ち、現状を分析して対応策を考えようとする人

理念への共鳴、学びへの強い意欲。社会を動かす人材を育てます。

本学は、豊かな人間性と的確な時代認識を持ち、国際社会の様々な分野で活躍できる人材を養成するために、

教養教育と専門教育が調和したカリキュラムを通して、知性と感性を磨き、

新しい価値や文化を創造する力の育成に努めています。

このような理念に共鳴し、強い意欲を持って学ぼうとする皆さんの入学を期待します。

　 国際文化学科

 

 

　 文化政策学科 

 

 

　 芸術文化学科

　 デザイン学科

p051
p053
p055
p057
p059
p061

デザインフィロソフィー領域
プロダクト領域
ビジュアル・サウンド領域
建築・環境領域
インタラクション領域
匠領域

p072

異文化を理解し、国際的にコミュニケートできる人材を養成します。

国際文化学科

政策・経営・情報の視点から新たな人間と社会のあり方を探求できる人材を養成します。

文化政策学科

芸術とそれをとりまく社会について理解し、芸術の持つ力を現代社会で活かすことのできる人材を養成します。

芸術文化学科

文化政策学部

デザイン学部

大学院

p047

p025

p031

p037

p073文化政策研究科

よりよい生活から社会システムまでを提案できるデザインの専門人材を養成します。

デザイン学科

芸術文化の振興や文化政策の推進を担う高度な専門家を養成します。

企画から計画推進、造形展開に至るデザイン諸分野での高度な専門能力を養成します。

p049

p075デザイン研究科 定員10名

定員10名

定員110名

定員55名

定員55名

定員100名

p023
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アメリカ教育学

教育心理学　

ＮＰＯ・ＮＧＯ　

国際的な人の移動

言語研究

フランス文化

経済開発　

Global Issues

フェアトレード
中東地域の国民統合

ヨーロッパ近世史
地域統合論

日本語教育学

英語文化

第二言語習得  

韓国文化

東南アジアの社会

伝承文学

イタリア文化

多文化共生

日本・東アジア

日本近現代史

古文書読解

中国語圏探求

応用言語学

地中海・西欧・北米

少子高齢化

プランニング
（企画・計画立案）

社会経済統計

図書館

地方分権

社会福祉

リサーチ（調査・研究）

中山間地域

消費者心理

ジェンダー

法律

GDP統計

グローバル化

憲法改正

キャッシュフロー管理

まちづくり 行政

情報

地域

広告とメディア

パフォーミングアート

現代建築

コスプレ

少子高齢

美術史・音楽史・演劇史

サブカルチャー

非営利芸術組織
アニメ

文化的経済学

プロデューサー

アートマネジメント

茶文化

民芸論運動

観光資源

芸術文化政策

市民ボランティア

補助金制度

宗教美術

マーケティング

国宝

政治

広告

文化政策学部の3学科で
取得可能な資格

◆教育職員免許状［中学校教諭一種・高等学校教諭一種］
　国際文化学科／国語（中学・高校）・英語（中学・高校）
　文化政策学科／社会（中学）・公民（高校）

◆図書館司書

歴史

3学科横断型の 文明観光学コース ◎p043で紹介

国際文化学科 文化政策学科 芸術文化学科
Department of Art ManagementDepartment of Regional Cultural Policy 

and Management
Department of Intercultural Studies

人文学
文学、歴史、文化・芸術

経済

◆学校図書館司書教諭
◆博物館学芸員
◆日本語教員養成課程
◆社会調査士

既成の枠を超えて、文化の新たな地平を切り拓く人材を。

基礎をつくる5つの科目群

現在につながる歴史の深みと、世界的な社会の広がりを踏まえた視点から、多角的に文化および芸術を認識

し、豊かな感受性と、文化の創造・発展に必要な知識を身につけ、国際的な視野を持って新たな時代を切り拓く

人材を育成しています。文化政策学部は、人々が「豊か」だと感じる社会の実現を目指し、いきいきとした社会

生活を送るための理念や政策を見つけ出していく力を持つ人材を輩出することで、社会に貢献していきます。

文化政策学部で学べること。3学科での関連ワード
文化政策学部では、「国際文化学科」、「文化政策学科」、「芸術文化学科」の３つの学科

を設け、社会と文化の関わりを専門的に学びます。複雑、多様な社会について、専門領域

だけでなく周辺領域の知識にも触れながら、広く、深く学んでいきます。

企業に加え、政府、自治体、ＮＰＯ／ＮＧＯといっ

た非営利組織も含めた、幅広い経営体における

政策の企画立案や評価、経営体のマネジメントの

基本を学びます。これらを通じて、人と人、人と社

会のより良いあり方に資するための実践的な能

力を発揮できるようになることを目指します。

各学科の専門分野を学ぶ上で必要な、文化や芸

術表現の多様性や歴史などを概観するとともに、

異なる文化への理解や多様な社会システム、芸

術表現等に関わる幅広い知識を養います。

欧州から西アジア、東アジアに至る、そして日本

国内における観光交流の歴史的潮流を俯瞰し、

また産業革命以降、近現代の観光産業の発展に

も目を向け、地域の伝統文化や地場産業を活か

した観光の基礎知識を学修します。

観光

文化・芸術 政策・マネジメント
社会の課題に対する構想力、企画力、問題解決

能力を養うとともに、専門的な研究やその成果

を、広く社会に向けて発表・表現することや、多様

な市民社会の中での合意形成を促進するための

実践的なスキルを身につけます。加えて、多様化

する情報社会の中で、慎重にこれらに対処する

ための法的・制度的知識や自身の情報・リテラシ

ーの素養を身につけます。

情報・リテラシー

必修科目である英語・中国語以外の多様な外国

語を学ぶことにより、国内外の社会や市民の多様

性、各地の歴史や地理に根ざした社会・経済・文

化・芸術などの理解を深めるとともに、コミュニケ

ーション能力の拡充を目指します。

選択外国語

「文化政策とは何か」を理解するために、文化政策学部では学部共通科目として、＜文化・芸術＞、＜政策・マネジメント＞、

＜情報・リテラシー＞、＜観光＞、＜選択外国語＞の5つの分野の科目群を設置しています。学生は、これらの中からバラン

スよく科目を選び学んでいきます。これらは、3つの特色ある学科での学習に共通する土台となります。

国際文化学科　文化政策学科　芸術文化学科

文化政策学部 マネジメント
アートマネジメント、経営、行政、法律

地域政策
多文化共生、まちづくり、NGO論

※詳しくはp080 へ
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アメリカ教育学

教育心理学　

ＮＰＯ・ＮＧＯ　

国際的な人の移動

言語研究

フランス文化

経済開発　

Global Issues

フェアトレード
中東地域の国民統合

ヨーロッパ近世史
地域統合論

日本語教育学

英語文化

第二言語習得  

韓国文化

東南アジアの社会

伝承文学

イタリア文化

多文化共生

日本・東アジア

日本近現代史

古文書読解

中国語圏探求

応用言語学

地中海・西欧・北米

少子高齢化

プランニング
（企画・計画立案）

社会経済統計

図書館

地方分権

社会福祉

リサーチ（調査・研究）

中山間地域

消費者心理

ジェンダー

法律

GDP統計

グローバル化

憲法改正

キャッシュフロー管理

まちづくり 行政

情報

地域

広告とメディア

パフォーミングアート

現代建築

コスプレ

少子高齢

美術史・音楽史・演劇史

サブカルチャー

非営利芸術組織
アニメ

文化的経済学

プロデューサー

アートマネジメント

茶文化

民芸論運動

観光資源

芸術文化政策

市民ボランティア

補助金制度

宗教美術

マーケティング

国宝

政治

広告

文化政策学部の3学科で
取得可能な資格

◆教育職員免許状［中学校教諭一種・高等学校教諭一種］
　国際文化学科／国語（中学・高校）・英語（中学・高校）
　文化政策学科／社会（中学）・公民（高校）

◆図書館司書

歴史

3学科横断型の 文明観光学コース ◎p043で紹介

国際文化学科 文化政策学科 芸術文化学科
Department of Art ManagementDepartment of Regional Cultural Policy 

and Management
Department of Intercultural Studies

人文学
文学、歴史、文化・芸術

経済

◆学校図書館司書教諭
◆博物館学芸員
◆日本語教員養成課程
◆社会調査士

既成の枠を超えて、文化の新たな地平を切り拓く人材を。

基礎をつくる5つの科目群

現在につながる歴史の深みと、世界的な社会の広がりを踏まえた視点から、多角的に文化および芸術を認識

し、豊かな感受性と、文化の創造・発展に必要な知識を身につけ、国際的な視野を持って新たな時代を切り拓く

人材を育成しています。文化政策学部は、人々が「豊か」だと感じる社会の実現を目指し、いきいきとした社会

生活を送るための理念や政策を見つけ出していく力を持つ人材を輩出することで、社会に貢献していきます。

文化政策学部で学べること。3学科での関連ワード
文化政策学部では、「国際文化学科」、「文化政策学科」、「芸術文化学科」の３つの学科

を設け、社会と文化の関わりを専門的に学びます。複雑、多様な社会について、専門領域

だけでなく周辺領域の知識にも触れながら、広く、深く学んでいきます。

企業に加え、政府、自治体、ＮＰＯ／ＮＧＯといっ

た非営利組織も含めた、幅広い経営体における

政策の企画立案や評価、経営体のマネジメントの

基本を学びます。これらを通じて、人と人、人と社

会のより良いあり方に資するための実践的な能

力を発揮できるようになることを目指します。

各学科の専門分野を学ぶ上で必要な、文化や芸

術表現の多様性や歴史などを概観するとともに、

異なる文化への理解や多様な社会システム、芸

術表現等に関わる幅広い知識を養います。

欧州から西アジア、東アジアに至る、そして日本

国内における観光交流の歴史的潮流を俯瞰し、

また産業革命以降、近現代の観光産業の発展に

も目を向け、地域の伝統文化や地場産業を活か

した観光の基礎知識を学修します。

観光

文化・芸術 政策・マネジメント
社会の課題に対する構想力、企画力、問題解決

能力を養うとともに、専門的な研究やその成果

を、広く社会に向けて発表・表現することや、多様

な市民社会の中での合意形成を促進するための

実践的なスキルを身につけます。加えて、多様化

する情報社会の中で、慎重にこれらに対処する

ための法的・制度的知識や自身の情報・リテラシ

ーの素養を身につけます。

情報・リテラシー

必修科目である英語・中国語以外の多様な外国

語を学ぶことにより、国内外の社会や市民の多様

性、各地の歴史や地理に根ざした社会・経済・文

化・芸術などの理解を深めるとともに、コミュニケ

ーション能力の拡充を目指します。

選択外国語

「文化政策とは何か」を理解するために、文化政策学部では学部共通科目として、＜文化・芸術＞、＜政策・マネジメント＞、

＜情報・リテラシー＞、＜観光＞、＜選択外国語＞の5つの分野の科目群を設置しています。学生は、これらの中からバラン

スよく科目を選び学んでいきます。これらは、3つの特色ある学科での学習に共通する土台となります。

国際文化学科　文化政策学科　芸術文化学科

文化政策学部 マネジメント
アートマネジメント、経営、行政、法律

地域政策
多文化共生、まちづくり、NGO論

※詳しくはp080 へ
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複眼的な視点から世界の文化を捉え、多角的に取り組むことで、
国際文化をダイナミックに学びます。

世界の様々な事件や状況について考えるには、表面に現れた物事だけでなく、背景まで掘り下げて根源から理解することが欠

かせません。自ら問題意識を持ってテーマを見つけ考察する力を養うことが、「学び」の基本です。問題意識を持ち、発見した

問題について考察を深め、そして、新たな一歩を踏み出してみましょう。

文化政策学部 定員100名国際文化学科

取得可能な資格

教育職員免許状：中学校教諭一種
［国語・英語］

教育職員免許状：高等学校教諭一種
［国語・英語］

図書館司書

学校図書館司書教諭

日本語教員養成課程

社会調査士

詳しくはp080をご覧ください。

異文化を理解し、国際的にコミュニケートできる
知性と感性にあふれた人材を養成します。
今、世界は、大きく変わろうとしています。

国を越える経済や人の交流は信じられないほどの速さで進んでいます。

そして宗教、伝統文化も大きく変わろうとしています。

国際文化学科は、こうしたグローバルな社会を冷静に見極め、積極的な価値を発見する力、

なによりも人間共存のための創造力、行動力を生み出す学びを進めています。

外国語コミュニケーション能力アップにとどまらず、

学生が多様な文化の構造や発展を学ぶ豊富な科目群、そして学びを具体的な行動に

置きかえていくための場を多様に設定しています。

経験豊かな教員がチームワークで学生と向き合い、つねに多様なニーズに対応しています。

そして、毎年多数の積極的な学生が留学や海外でのインターンシップを実現しています。

国際文化学科の学びの体系
「国際文化概論」「国際文化基礎論」といった学科基礎、

そして専門外国語を学ぶことで多様な文化のあり方や価

値を学びます。それに加えて、3つの専門的な科目群で

ある「日本・東アジア」（22科目）・「地中海・西欧・北米」

（21科目）・「多文化共生」（19科目）から各自の関心に

沿って科目を選択し、文化を創造的、能動的に学んで、卒

業研究の準備をしていきます。また、「グローバル・キャリ

ア・デザイン概論」によって将来のキャリアを早期に構築

するサポートをします。

学科基礎

●国際文化概論　●グローバル・キャリア・デザイン概論　●比較文化論　●国際関係論
●ナショナリズム論　●国際文化基礎論　●文章表現技法

卒業研究

韓国の食文化／ベトナムの社会
変動／グローカル探求活動／日
本語学／日本地域史／災害の伝
説／思想史・メディア史／「格差」
の捉え方 など

アメリカ教育学／イタリアの歴史
遺産／中東地域の近代化／フラ
ンス文化／西欧ジェンダー史／
欧州統合の歴史と現在／イギリ
ス文化／英語学／英語習得の方
法 など

国際的な人の移動／第二言語習
得／NPO・NGO／発展途上国／
日本語教育  など

専門科目群

●日本・東アジア
●地中海・西欧・北米
●多文化共生

専門外国語

●英語表現法　●英語上級
●中国語上級　●フランス語上級・応用
●ポルトガル語上級・応用　●韓国語上級

●日本・東アジア ●地中海・西欧・北米 ●多文化共生

国際文化学科の3つのポイント

SUACの位置する静岡県浜松市は、2012年に
引き続き、2018年に「第2次浜松市多文化共生
都市ビジョン」を策定しました。「多文化共生社
会」の実現に向け、全国でも先駆的な取り組みが
展開されている浜松市で「多文化共生」につい
て学ぶことには大きな意義があります。本学科で
は、日本語を母語としない人に日本語を教える日
本語教員養成課程の修了証明書をとることもで
きます。

国際文化学科の学科科目には、英語、中国語、フ
ランス語、ポルトガル語、韓国語をより専門的に
深められる科目群（専門外国語）があります。専
門外国語科目「英語上級（通訳・観光英語・翻訳・
会議英語）」は、英語力を伸ばすだけでなく、英
語を道具として使う専門技能を身につけること
を目的とした科目です。将来、関連職を目指す人
には最適です。

「グローバル人材」とは、グローバル社会で積極
的に挑戦し、世界で活躍できる人材のことです。
学科基礎科目「グローバル・キャリア・デザイン概
論」では、国際的な場で活躍できる人材に必要
な資質とは何か、それを実現するためにはいつ
までにどのような準備をすればよいのか等につ
いて、実際に現場で活躍するプロの経験談も交
え、将来のキャリアを学生時代から構築するため
のサポートをします。

2
外国語の専門性
を強化

3
グローバルな舞台
で活躍するために

1
多文化共生社会を
実現する人材の育成
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複眼的な視点から世界の文化を捉え、多角的に取り組むことで、
国際文化をダイナミックに学びます。

世界の様々な事件や状況について考えるには、表面に現れた物事だけでなく、背景まで掘り下げて根源から理解することが欠

かせません。自ら問題意識を持ってテーマを見つけ考察する力を養うことが、「学び」の基本です。問題意識を持ち、発見した

問題について考察を深め、そして、新たな一歩を踏み出してみましょう。

文化政策学部 定員100名国際文化学科

取得可能な資格

教育職員免許状：中学校教諭一種
［国語・英語］

教育職員免許状：高等学校教諭一種
［国語・英語］

図書館司書

学校図書館司書教諭

日本語教員養成課程

社会調査士

詳しくはp080をご覧ください。

異文化を理解し、国際的にコミュニケートできる
知性と感性にあふれた人材を養成します。
今、世界は、大きく変わろうとしています。

国を越える経済や人の交流は信じられないほどの速さで進んでいます。

そして宗教、伝統文化も大きく変わろうとしています。

国際文化学科は、こうしたグローバルな社会を冷静に見極め、積極的な価値を発見する力、

なによりも人間共存のための創造力、行動力を生み出す学びを進めています。

外国語コミュニケーション能力アップにとどまらず、

学生が多様な文化の構造や発展を学ぶ豊富な科目群、そして学びを具体的な行動に

置きかえていくための場を多様に設定しています。

経験豊かな教員がチームワークで学生と向き合い、つねに多様なニーズに対応しています。

そして、毎年多数の積極的な学生が留学や海外でのインターンシップを実現しています。

国際文化学科の学びの体系
「国際文化概論」「国際文化基礎論」といった学科基礎、

そして専門外国語を学ぶことで多様な文化のあり方や価

値を学びます。それに加えて、3つの専門的な科目群で

ある「日本・東アジア」（22科目）・「地中海・西欧・北米」

（21科目）・「多文化共生」（19科目）から各自の関心に

沿って科目を選択し、文化を創造的、能動的に学んで、卒

業研究の準備をしていきます。また、「グローバル・キャリ

ア・デザイン概論」によって将来のキャリアを早期に構築

するサポートをします。

学科基礎

●国際文化概論　●グローバル・キャリア・デザイン概論　●比較文化論　●国際関係論
●ナショナリズム論　●国際文化基礎論　●文章表現技法

卒業研究

韓国の食文化／ベトナムの社会
変動／グローカル探求活動／日
本語学／日本地域史／災害の伝
説／思想史・メディア史／「格差」
の捉え方 など

アメリカ教育学／イタリアの歴史
遺産／中東地域の近代化／フラ
ンス文化／西欧ジェンダー史／
欧州統合の歴史と現在／イギリ
ス文化／英語学／英語習得の方
法 など

国際的な人の移動／第二言語習
得／NPO・NGO／発展途上国／
日本語教育  など

専門科目群

●日本・東アジア
●地中海・西欧・北米
●多文化共生

専門外国語

●英語表現法　●英語上級
●中国語上級　●フランス語上級・応用
●ポルトガル語上級・応用　●韓国語上級

●日本・東アジア ●地中海・西欧・北米 ●多文化共生

国際文化学科の3つのポイント

SUACの位置する静岡県浜松市は、2012年に
引き続き、2018年に「第2次浜松市多文化共生
都市ビジョン」を策定しました。「多文化共生社
会」の実現に向け、全国でも先駆的な取り組みが
展開されている浜松市で「多文化共生」につい
て学ぶことには大きな意義があります。本学科で
は、日本語を母語としない人に日本語を教える日
本語教員養成課程の修了証明書をとることもで
きます。

国際文化学科の学科科目には、英語、中国語、フ
ランス語、ポルトガル語、韓国語をより専門的に
深められる科目群（専門外国語）があります。専
門外国語科目「英語上級（通訳・観光英語・翻訳・
会議英語）」は、英語力を伸ばすだけでなく、英
語を道具として使う専門技能を身につけること
を目的とした科目です。将来、関連職を目指す人
には最適です。

「グローバル人材」とは、グローバル社会で積極
的に挑戦し、世界で活躍できる人材のことです。
学科基礎科目「グローバル・キャリア・デザイン概
論」では、国際的な場で活躍できる人材に必要
な資質とは何か、それを実現するためにはいつ
までにどのような準備をすればよいのか等につ
いて、実際に現場で活躍するプロの経験談も交
え、将来のキャリアを学生時代から構築するため
のサポートをします。

2
外国語の専門性
を強化

3
グローバルな舞台
で活躍するために
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実現する人材の育成
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国際文化学科で学ぶ4年間

3年次前期から始まるゼミ（演習）は4～10名程度の共
通の関心を持つ学生が集まり、毎週行われる授業の
他、学外研修や、フィールドワークが企画される場合
があります。担当教員が個別のアドバイスを行い、4年
次には卒業研究論文の執筆に展開していきます。

ゼミ（卒業研究演習一覧）

開講科目例

学科基礎科目「国際文化概論」

「国際文化基礎論」等を通じて

基礎を学び、専門分野への足が

かりをつくります。

専門科目が本格的に始動。「専

門外国語」を通じて高度な言語

力を習得。後期には所属ゼミが

決定します。

学科専門の講義では、学びたい

分野の科目を積極的に履修する

とともに、演習（ゼミ）で専門テ

ーマを深く掘り下げていきます。

大学での研究の集大成として、

卒業論文をまとめます。ゼミの

中で執筆計画を立てて着実に

実行。併せて卒業後の進路決

定を進めていきます。

1年次 2年次 3年次 4年次

全 学 科 目

学科基礎

学 部 科 目

専門外国語

演習（ゼミ）・卒業論文

国際文化入門

専門科目群  ■ 日本・東アジア 　■ 地中海・西欧・北米 　■ 多文化共生

4年間の流れ

3つの系統からなる専門的な科目群を横断
的に学ぶことで、卒業研究に向けて自身の
追究したいテーマを模索します。

専門外国語は、英語・中国語・フランス語・
ポルトガル語・韓国語から選択できます。

ゼミ担当教員の声

ゼミ生の声

増永静奈 国際文化学科 4年
福井県立鯖江高校出身

佐野由紀子 教授 　　日本語学／日本語教育

佐野ゼミには、日本語教育に関心を持つ学生、日本語に関心を持つ学生が所属してい

ます。今年度前期は、NPO法人、国際交流協会、定時制高校、他大学などを訪問し、

日本語教育関係者や学習者の方々へのインタビュー調査を行いました。調査の手法

を学ぶとともに、地域の日本語教育の現状や課題を考えました。また今年度後期に

は、様々な言語データから用例を検索することによって、日本語を分析する方法を学

んでいます。参加者の興味によって、今後、方言調査なども行いたいと考えています。

多文化共生に興味を持ち教育現場をフィールドに学んでいたので、地域の日

本語教育について研究できる佐野ゼミへ。外国人労働者が多い浜松市や群馬

県大泉市について資料を調べ、現地調査も行いました。地域の特色を活かし

ながら外国人の暮らしをサポートしてきた両市の実績を、私の地元・越前市に

どう活かせるか、卒業論文を執筆中。大学での学びの集大成にしたいです。

日本語・日本語教育について考える

外国人に対する日本語教育について
各地域の特色や、地元での活用を探求中

ゼミ紹介（一例）

カリキュラム一覧はp098以降をご覧ください。

グローカル化の活動で国・企業・人を繋げる

担当教員 ： 崔 学松 准教授
専門領域 ： 中国文化社会・東アジア国際関係・言語社会学

イギリス伝承文化と児童文学

担当教員 ： 美濃部京子 教授
専門領域 ： イギリス口承文芸

「グローバル社会」の仕組みについて学ぶ

担当教員 ： 西脇靖洋 准教授
専門領域 ： 国際関係論

中東などの近現代史を扱う

担当教員 ： 徳増克己 准教授
専門領域 ： 中東北部と旧ソ連の境界地域史

イタリアを知り、世界の文化を読み解く

担当教員 ： 武田 好 教授
専門領域 ： イタリア語・イタリア文化

一生使える文化人類学

担当教員 ： 内尾太一 准教授
専門領域 ： 文化人類学・フィールドワーク論

現場の視点から「地域の発展」を考えよう

担当教員 ： 武田 淳 准教授
専門領域 ： 開発人類学・環境と開発

我が国とアメリカの教育学 

担当教員 ： 倉本哲男 教授
専門領域 ： 教職実践学・アメリカ教育学

持続可能な未来型共生社会モデルの構築

担当教員 ： 佐伯康考 准教授
専門領域 ： 国際的な人の移動研究

経済を通して中国とアジアを知る

担当教員 ： 兪 嶸 教授
専門領域 ： 中国経済・開発経済学

しなやかな人文知で文明観光を模索する

担当教員 ： 宮崎千穂  准教授
専門領域 ： 旅と病の歴史・日本とシルクロード

未知の関心を深く掘り起こそう

担当教員 ： 下澤 嶽 教授
専門領域 ： 国際協力、NPO・NGO

史料との対話から「今」を問い直す

担当教員 ： 水谷 悟 教授
専門領域 ： 日本近現代史

古文書から地域の歴史を掘りおこす

担当教員 ： 西田かほる 教授
専門領域 ： 日本史・文化史

ヨーロッパの歴史と文化の研究

担当教員 ： 永井敦子 教授
専門領域 ： 西洋史

言語習得メカニズムの探究

担当教員 ： 横田秀樹 教授
専門領域 ： 第二言語習得・心理言語学・英語教育

明の根源を探って光を観る

担当教員 ： 青木 健 教授
専門領域 ： 宗教学・西アジア文明

自分だけの韓国を知る

担当教員 ： 林 在圭 教授
専門領域 ： 韓国文化・韓国語

日本語・日本語教育の研究

担当教員 ： 佐野由紀子 教授
専門領域 ： 日本語学・日本語教育

東南アジアの歴史・文化・社会

担当教員 ： 岡田建志 教授
専門領域 ： 東南アジア史

日本語教育が社会に貢献できることを考える

担当教員 ： 福永達士 准教授
専門領域 ： 日本語教育

Applied Linguistics and Global Culture

担当教員 ： Edward Pearse SARICH 教授
専門領域 ： 英語教育

文学×民俗学＝伝承文学

担当教員 ： 二本松康宏 教授
専門領域 ： 日本文学・伝承文学

開講科目例

Global Culture : Thinking Independently Together

「Culture & Society B」 【2～4年次 ／専門科目】

現場の視点から考える国際協力

「フェアトレード論」

異文化とは何か、異文化とどう向
き合うべきかについて、日本と欧
米の文化比較を例に考えていきま
す。異文化を知ることは楽しいだ
けでなく、誤解が生じたり、時に対
立抗争にもつながったりします。先
人たちの著書を参考にしながら、
文化の違いを冷静に論理的に説明
する手がかりを探しましょう。

この講義は、グローバルな世界で
生きることに関する概念や問題を
理解することを目的にしています。
学生は、簡単な解決策がない現代
社会で私たちが直面しているトピッ
クについて批判的に考え、講義や
グループディスカッションを通じて
様々な視点を得ながら、独自の意
見を形成する能力を養います。

異文化理解の基本を確認する

「比較文化論」

「ビジネスを通じた国際協力」をフ
ェアトレードから学ぶ授業です。フ
ェアトレードは、地域の課題解決の
ための手段であるわけですから、
単にフェアトレードの制度や歴史な
どの知識を学ぶだけでなく、実践
活動を意識した企画・立案・評価手
法についても学びます。

21世紀のアジア経済は、量的に
も、質的にも飛躍的な成長を見せ
ています。本授業はアジア各国の
経済発展の経路と実態を理解した
上で、格差と貧困、環境保全など
共通の課題についても学び、経済
学的視点からアジア理解を深めて
いきます。

【2～4年次／専門科目】

経済の視点からアジアを読み解く

「アジアビジネス論」【2～4年次／専門科目】

【1～4年次／学科基礎】

ゼミ（演習）とは

フランスを学び、フランスから考える

担当教員 ： 中田健太郎 講師
専門領域 ： フランス文学・視覚文化論

English Education and Global Issues

担当教員 ： Jack RYAN 教授
専門領域 ： 英語教育
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国際文化学科で学ぶ4年間

3年次前期から始まるゼミ（演習）は4～10名程度の共
通の関心を持つ学生が集まり、毎週行われる授業の
他、学外研修や、フィールドワークが企画される場合
があります。担当教員が個別のアドバイスを行い、4年
次には卒業研究論文の執筆に展開していきます。

ゼミ（卒業研究演習一覧）

開講科目例

学科基礎科目「国際文化概論」

「国際文化基礎論」等を通じて

基礎を学び、専門分野への足が

かりをつくります。

専門科目が本格的に始動。「専

門外国語」を通じて高度な言語

力を習得。後期には所属ゼミが

決定します。

学科専門の講義では、学びたい

分野の科目を積極的に履修する

とともに、演習（ゼミ）で専門テ

ーマを深く掘り下げていきます。

大学での研究の集大成として、

卒業論文をまとめます。ゼミの

中で執筆計画を立てて着実に

実行。併せて卒業後の進路決

定を進めていきます。

1年次 2年次 3年次 4年次

全 学 科 目

学科基礎

学 部 科 目

専門外国語

演習（ゼミ）・卒業論文

国際文化入門

専門科目群  ■ 日本・東アジア 　■ 地中海・西欧・北米 　■ 多文化共生

4年間の流れ

3つの系統からなる専門的な科目群を横断
的に学ぶことで、卒業研究に向けて自身の
追究したいテーマを模索します。

専門外国語は、英語・中国語・フランス語・
ポルトガル語・韓国語から選択できます。

ゼミ担当教員の声

ゼミ生の声

増永静奈 国際文化学科 4年
福井県立鯖江高校出身

佐野由紀子 教授 　　日本語学／日本語教育

佐野ゼミには、日本語教育に関心を持つ学生、日本語に関心を持つ学生が所属してい

ます。今年度前期は、NPO法人、国際交流協会、定時制高校、他大学などを訪問し、

日本語教育関係者や学習者の方々へのインタビュー調査を行いました。調査の手法

を学ぶとともに、地域の日本語教育の現状や課題を考えました。また今年度後期に

は、様々な言語データから用例を検索することによって、日本語を分析する方法を学

んでいます。参加者の興味によって、今後、方言調査なども行いたいと考えています。

多文化共生に興味を持ち教育現場をフィールドに学んでいたので、地域の日

本語教育について研究できる佐野ゼミへ。外国人労働者が多い浜松市や群馬

県大泉市について資料を調べ、現地調査も行いました。地域の特色を活かし

ながら外国人の暮らしをサポートしてきた両市の実績を、私の地元・越前市に

どう活かせるか、卒業論文を執筆中。大学での学びの集大成にしたいです。

日本語・日本語教育について考える

外国人に対する日本語教育について
各地域の特色や、地元での活用を探求中

ゼミ紹介（一例）

カリキュラム一覧はp098以降をご覧ください。

グローカル化の活動で国・企業・人を繋げる

担当教員 ： 崔 学松 准教授
専門領域 ： 中国文化社会・東アジア国際関係・言語社会学

イギリス伝承文化と児童文学

担当教員 ： 美濃部京子 教授
専門領域 ： イギリス口承文芸

「グローバル社会」の仕組みについて学ぶ

担当教員 ： 西脇靖洋 准教授
専門領域 ： 国際関係論

中東などの近現代史を扱う

担当教員 ： 徳増克己 准教授
専門領域 ： 中東北部と旧ソ連の境界地域史

イタリアを知り、世界の文化を読み解く

担当教員 ： 武田 好 教授
専門領域 ： イタリア語・イタリア文化

一生使える文化人類学

担当教員 ： 内尾太一 准教授
専門領域 ： 文化人類学・フィールドワーク論

現場の視点から「地域の発展」を考えよう

担当教員 ： 武田 淳 准教授
専門領域 ： 開発人類学・環境と開発

我が国とアメリカの教育学 

担当教員 ： 倉本哲男 教授
専門領域 ： 教職実践学・アメリカ教育学

持続可能な未来型共生社会モデルの構築

担当教員 ： 佐伯康考 准教授
専門領域 ： 国際的な人の移動研究

経済を通して中国とアジアを知る

担当教員 ： 兪 嶸 教授
専門領域 ： 中国経済・開発経済学

しなやかな人文知で文明観光を模索する

担当教員 ： 宮崎千穂  准教授
専門領域 ： 旅と病の歴史・日本とシルクロード

未知の関心を深く掘り起こそう

担当教員 ： 下澤 嶽 教授
専門領域 ： 国際協力、NPO・NGO

史料との対話から「今」を問い直す

担当教員 ： 水谷 悟 教授
専門領域 ： 日本近現代史

古文書から地域の歴史を掘りおこす

担当教員 ： 西田かほる 教授
専門領域 ： 日本史・文化史

ヨーロッパの歴史と文化の研究

担当教員 ： 永井敦子 教授
専門領域 ： 西洋史

言語習得メカニズムの探究

担当教員 ： 横田秀樹 教授
専門領域 ： 第二言語習得・心理言語学・英語教育

明の根源を探って光を観る

担当教員 ： 青木 健 教授
専門領域 ： 宗教学・西アジア文明

自分だけの韓国を知る

担当教員 ： 林 在圭 教授
専門領域 ： 韓国文化・韓国語

日本語・日本語教育の研究

担当教員 ： 佐野由紀子 教授
専門領域 ： 日本語学・日本語教育

東南アジアの歴史・文化・社会

担当教員 ： 岡田建志 教授
専門領域 ： 東南アジア史

日本語教育が社会に貢献できることを考える

担当教員 ： 福永達士 准教授
専門領域 ： 日本語教育

Applied Linguistics and Global Culture

担当教員 ： Edward Pearse SARICH 教授
専門領域 ： 英語教育

文学×民俗学＝伝承文学

担当教員 ： 二本松康宏 教授
専門領域 ： 日本文学・伝承文学

開講科目例

Global Culture : Thinking Independently Together

「Culture & Society B」 【2～4年次 ／専門科目】

現場の視点から考える国際協力

「フェアトレード論」

異文化とは何か、異文化とどう向
き合うべきかについて、日本と欧
米の文化比較を例に考えていきま
す。異文化を知ることは楽しいだ
けでなく、誤解が生じたり、時に対
立抗争にもつながったりします。先
人たちの著書を参考にしながら、
文化の違いを冷静に論理的に説明
する手がかりを探しましょう。

この講義は、グローバルな世界で
生きることに関する概念や問題を
理解することを目的にしています。
学生は、簡単な解決策がない現代
社会で私たちが直面しているトピッ
クについて批判的に考え、講義や
グループディスカッションを通じて
様々な視点を得ながら、独自の意
見を形成する能力を養います。

異文化理解の基本を確認する

「比較文化論」

「ビジネスを通じた国際協力」をフ
ェアトレードから学ぶ授業です。フ
ェアトレードは、地域の課題解決の
ための手段であるわけですから、
単にフェアトレードの制度や歴史な
どの知識を学ぶだけでなく、実践
活動を意識した企画・立案・評価手
法についても学びます。

21世紀のアジア経済は、量的に
も、質的にも飛躍的な成長を見せ
ています。本授業はアジア各国の
経済発展の経路と実態を理解した
上で、格差と貧困、環境保全など
共通の課題についても学び、経済
学的視点からアジア理解を深めて
いきます。

【2～4年次／専門科目】

経済の視点からアジアを読み解く

「アジアビジネス論」【2～4年次／専門科目】

【1～4年次／学科基礎】

ゼミ（演習）とは

フランスを学び、フランスから考える

担当教員 ： 中田健太郎 講師
専門領域 ： フランス文学・視覚文化論

English Education and Global Issues

担当教員 ： Jack RYAN 教授
専門領域 ： 英語教育
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「好きな世界史と英語が両方学べる」と、漠然とした気持ちで

進学した自分にとって、様々な国の文化や歴史、政治、民族な

ど幅広い学問領域に出会える本学科は魅力でした。外国にル

ーツを持つ学生が多いキャンパス生活も刺激的で、友人から

聞く身近な出来事が、移民や外国人労働者に関心を持つきっ

かけになったと思います。ゼミでは、世界中で起きている移民

について、歴史や移動のメカニズムに焦点を当て、学びを深め

ている最中。特に日本におけるアジアからの移民や外国人労

働者について深く掘り下げ、卒業論文のテーマとして取り組ん

でいく予定です。2年次から再始動したサークル活動にも力を

入れ、中山間地域の農業やイベント等を手伝うボランティアサ

ークルLA-VoC（ラボック）の副代表としてSNSを活用した情

報発信等をしています。将来は、大学での学びを活かし、地方

に住む外国人の生活をサポートできるような仕事に就きたいと

考えています。残り1年の大学生活、中国留学も含めいろいろ

チャレンジしていきたいです。

中学、高校時代に外国の人と関わる機会が多かったことから、

海外の文化に興味を持ち、本学科へ進学しました。1、2年次

は英語圏の言語や文化を中心に学んでいましたが、世界の

様々な地域の文化や社会など、多彩な分野の学びに触れる中

で、フランスの食文化への関心が高まり、フランス文化のゼミ

を専攻。近世から近代にかけての食文化の変遷を研究してい

ます。デザイン学部の学生と共に学べる授業も選択できるの

で、日本伝統建築やユニバーサルデザインなど、もともと関心

があった分野以外も自由に学びを広げることができました。授

業はもちろん、サークルやイベントなど、自分のやりたいこと

に自分のペースでチャレンジできる自由でアットホームな雰囲

気がSUACの魅力です。いろいろな分野の先生方から刺激を

受け、身につけた知識や経験がつながって、今の自分がある

と思います。卒業後は浜松市役所に勤務。自分が先生方にし

ていただいたように、「この人になら相談できる」と思ってい

ただけるような職員になりたいです。

国際文化学科 4年  愛知県立時習館高校出身

小谷綾花   KOTANI Ayaka

移民や外国人労働者が
暮らしやすい社会へ
役に立てる人になりたい

分野を越えて学べる
自由な環境が
新しい可能性を広げてくれた

国際文化学科の知と実践の力在学生の声

卒業生の主な進路 （令和2年～4年度卒業生、抜粋）

レインボーの色に多様性への思いを込めて。

コーヒーを売って
フィールドワークへ行こう！

Discussing Important Global Issues in English with Students from Around the World

英語模擬国連

COVID-19や円安ショックを受けた渡航費の高騰により、学生たちの研究活

動が困難になる中、国際協力をテーマに研究する武田淳ゼミでは、学生が留

学する地域のコーヒーを販売し、渡航やフィールドワークの費用を捻出するプ

ロジェクトを行いました。コーヒーの焙煎は学生自ら行い、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。

The goal of JEMUN (Japan English Model United Nations) is to positively 
affect the lives of university students and motivate them to become better 
global citizens. Every year at JEMUN, university students from within 
Japan and around the world research and discuss important global 
issues from the perspective of their assigned country. Participation in 
JEMUN deepens the participants' understanding of contemporary 
international issues through consensus building.

（Japan English Model United Nations）

遠鉄システムサービス（株）
GTS協同組合
静岡県民共済生活協同組合
（株）静岡新聞社・静岡放送（株）
（福）春風会
（株）スズキビジネス
生活協同組合コープながの
聖隷クリストファー中・高等学校

静岡大学
静岡県立大学

静岡文化芸術大学

東邦ガステクノ（株）
日本アイ・ビー・エムデジタル
サービス（株）
日本赤十字社 徳島県支部
パーソルキャリア（株）
（株）バンダイナムコスタジオ
（株）マイナビワークス
ヤマハモーターソリューション（株）

岡崎信用金庫
（株）静岡銀行
静銀ビジネスクリエイト（株）
（株）清水銀行
第一生命保険（株）
東海東京フィナンシャル・ホール
ディングス（株）

東京海上日動火災保険（株）
とぴあ浜松農業協同組合
長野県信用組合
西尾信用金庫
日本生命保険（相）
浜松磐田信用金庫

NCAJapan（株）
金谷ホテル観光（株）
（株）上組

（株）自遊人
清和海運（株）
東伸運輸（株）

（株）アイエイアイ
エンシュウ（株）
（株）シャンソン化粧品
スズキ（株）
（株）鈴木楽器製作所
（株）SUBARU
セキスイハイム東海（株）

東海エレクトロニクス（株）
浜松ホトニクス（株）
（株）日立ソリューションズ
ヤマハ発動機（株）
ヤマハモーターエレクトロニクス（株）

ヤマハモーターパワープロダクツ（株）

（株）ユタカ技研

公務

金融・保険業

サービス業など

製造・建設業

運輸・旅行業

大学院進学

（株）アダストリア
イオンリテール（株）
ウエルシア薬局（株）
（株）遠鉄ストア
（株）杏林堂薬局

（株）中部日本プラスチック
トヨタカローラ静岡（株）
（株）ニトリ
浜松日産自動車（株）
（株）ライフコーポレーション

卸売・小売業

静岡県庁（小中学校事務）
石川県庁（行政）
浜松市役所
藤枝市役所
豊橋市役所
静岡県教育委員会（教員）

愛知県教育委員会（教員）
大阪府教育委員会（教員）
横浜市教育委員会（教員）
名古屋市教育委員会（教員）
航空自衛隊（一般曹候補生）

国際文化学科 3年  愛知県立岡崎東高校出身

松田悠作   MATSUDA Yusaku

　　　　　  世界史と英語に興味
があり国際文化系の学科を志望

　　　　 ゼミで日本におけるアジア
系の移民について学び始める。5月
から公務員講座を受講。LA-VoCの
副代表として代表の補佐やSNSの運
用を担当

　　　　コロナ禍で4月は自宅待
機。5月からオンライン授業、後期
から大学に通い始める

3年次

　　　   浜松で下宿生活スタート。
外国にルーツを持つ友達との交流
で、移民に関心を持つ

2年次

1年次

高3のとき

就職データ

　　　　　   ALT教員や留学生
など外国人と関わる機会が多く、
海外の文化に興味を持つ

　　　　 適性検査（SPI3）を用い
た試験で浜松市役所に合格。卒業
論文に取り組む

　　　　浜松市役所

　　　　英語を中心に学ぶ。共通
の趣味がピアノのSARICH先生と
親しくなり英語の楽しさを実感

4年次

進 路

　　　   フランス文化のゼミを専
攻。オンラインでインターンに参
加。就職面接の練習に励む

3年次

　　　   複数の国の文化を学ぶ中
でフランスの食文化に興味を持つ。
バドミントン部で副部長を務める

2年次

1年次

高3のとき

7種類・7か国にま
つわる動物をキャ
ラクターデザイン
し、販売しました。

（2022年度実績）

不動産・
物品賃貸業

サービス業
（情報サービス・広告
・ホテルなど）

卸売業

小売業
金融・保険業

建設業公務

製造業

運輸・通信業

建設業　…4%
製造業　…23%
運輸・通信業　…1%
卸売業　…3%
小売業　…20%
金融・保険業　…8%
不動産業　…1%
サービス業（情報サービス・広告・ホテルなど） …34%
公務　…5%
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「好きな世界史と英語が両方学べる」と、漠然とした気持ちで

進学した自分にとって、様々な国の文化や歴史、政治、民族な

ど幅広い学問領域に出会える本学科は魅力でした。外国にル

ーツを持つ学生が多いキャンパス生活も刺激的で、友人から

聞く身近な出来事が、移民や外国人労働者に関心を持つきっ

かけになったと思います。ゼミでは、世界中で起きている移民

について、歴史や移動のメカニズムに焦点を当て、学びを深め

ている最中。特に日本におけるアジアからの移民や外国人労

働者について深く掘り下げ、卒業論文のテーマとして取り組ん

でいく予定です。2年次から再始動したサークル活動にも力を

入れ、中山間地域の農業やイベント等を手伝うボランティアサ

ークルLA-VoC（ラボック）の副代表としてSNSを活用した情

報発信等をしています。将来は、大学での学びを活かし、地方

に住む外国人の生活をサポートできるような仕事に就きたいと

考えています。残り1年の大学生活、中国留学も含めいろいろ

チャレンジしていきたいです。

中学、高校時代に外国の人と関わる機会が多かったことから、

海外の文化に興味を持ち、本学科へ進学しました。1、2年次

は英語圏の言語や文化を中心に学んでいましたが、世界の

様々な地域の文化や社会など、多彩な分野の学びに触れる中

で、フランスの食文化への関心が高まり、フランス文化のゼミ

を専攻。近世から近代にかけての食文化の変遷を研究してい

ます。デザイン学部の学生と共に学べる授業も選択できるの

で、日本伝統建築やユニバーサルデザインなど、もともと関心

があった分野以外も自由に学びを広げることができました。授

業はもちろん、サークルやイベントなど、自分のやりたいこと

に自分のペースでチャレンジできる自由でアットホームな雰囲

気がSUACの魅力です。いろいろな分野の先生方から刺激を

受け、身につけた知識や経験がつながって、今の自分がある

と思います。卒業後は浜松市役所に勤務。自分が先生方にし

ていただいたように、「この人になら相談できる」と思ってい

ただけるような職員になりたいです。

国際文化学科 4年  愛知県立時習館高校出身

小谷綾花   KOTANI Ayaka

移民や外国人労働者が
暮らしやすい社会へ
役に立てる人になりたい

分野を越えて学べる
自由な環境が
新しい可能性を広げてくれた

国際文化学科の知と実践の力在学生の声

卒業生の主な進路 （令和2年～4年度卒業生、抜粋）

レインボーの色に多様性への思いを込めて。

コーヒーを売って
フィールドワークへ行こう！

Discussing Important Global Issues in English with Students from Around the World

英語模擬国連

COVID-19や円安ショックを受けた渡航費の高騰により、学生たちの研究活

動が困難になる中、国際協力をテーマに研究する武田淳ゼミでは、学生が留

学する地域のコーヒーを販売し、渡航やフィールドワークの費用を捻出するプ

ロジェクトを行いました。コーヒーの焙煎は学生自ら行い、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。

The goal of JEMUN (Japan English Model United Nations) is to positively 
affect the lives of university students and motivate them to become better 
global citizens. Every year at JEMUN, university students from within 
Japan and around the world research and discuss important global 
issues from the perspective of their assigned country. Participation in 
JEMUN deepens the participants' understanding of contemporary 
international issues through consensus building.

（Japan English Model United Nations）

遠鉄システムサービス（株）
GTS協同組合
静岡県民共済生活協同組合
（株）静岡新聞社・静岡放送（株）
（福）春風会
（株）スズキビジネス
生活協同組合コープながの
聖隷クリストファー中・高等学校

静岡大学
静岡県立大学

静岡文化芸術大学

東邦ガステクノ（株）
日本アイ・ビー・エムデジタル
サービス（株）
日本赤十字社 徳島県支部
パーソルキャリア（株）
（株）バンダイナムコスタジオ
（株）マイナビワークス
ヤマハモーターソリューション（株）

岡崎信用金庫
（株）静岡銀行
静銀ビジネスクリエイト（株）
（株）清水銀行
第一生命保険（株）
東海東京フィナンシャル・ホール
ディングス（株）

東京海上日動火災保険（株）
とぴあ浜松農業協同組合
長野県信用組合
西尾信用金庫
日本生命保険（相）
浜松磐田信用金庫

NCAJapan（株）
金谷ホテル観光（株）
（株）上組

（株）自遊人
清和海運（株）
東伸運輸（株）

（株）アイエイアイ
エンシュウ（株）
（株）シャンソン化粧品
スズキ（株）
（株）鈴木楽器製作所
（株）SUBARU
セキスイハイム東海（株）

東海エレクトロニクス（株）
浜松ホトニクス（株）
（株）日立ソリューションズ
ヤマハ発動機（株）
ヤマハモーターエレクトロニクス（株）

ヤマハモーターパワープロダクツ（株）

（株）ユタカ技研

公務

金融・保険業

サービス業など

製造・建設業

運輸・旅行業

大学院進学

（株）アダストリア
イオンリテール（株）
ウエルシア薬局（株）
（株）遠鉄ストア
（株）杏林堂薬局

（株）中部日本プラスチック
トヨタカローラ静岡（株）
（株）ニトリ
浜松日産自動車（株）
（株）ライフコーポレーション

卸売・小売業

静岡県庁（小中学校事務）
石川県庁（行政）
浜松市役所
藤枝市役所
豊橋市役所
静岡県教育委員会（教員）

愛知県教育委員会（教員）
大阪府教育委員会（教員）
横浜市教育委員会（教員）
名古屋市教育委員会（教員）
航空自衛隊（一般曹候補生）

国際文化学科 3年  愛知県立岡崎東高校出身

松田悠作   MATSUDA Yusaku

　　　　　  世界史と英語に興味
があり国際文化系の学科を志望

　　　　 ゼミで日本におけるアジア
系の移民について学び始める。5月
から公務員講座を受講。LA-VoCの
副代表として代表の補佐やSNSの運
用を担当

　　　　コロナ禍で4月は自宅待
機。5月からオンライン授業、後期
から大学に通い始める

3年次

　　　   浜松で下宿生活スタート。
外国にルーツを持つ友達との交流
で、移民に関心を持つ

2年次

1年次

高3のとき

就職データ

　　　　　   ALT教員や留学生
など外国人と関わる機会が多く、
海外の文化に興味を持つ

　　　　 適性検査（SPI3）を用い
た試験で浜松市役所に合格。卒業
論文に取り組む

　　　　浜松市役所

　　　　英語を中心に学ぶ。共通
の趣味がピアノのSARICH先生と
親しくなり英語の楽しさを実感

4年次

進 路

　　　   フランス文化のゼミを専
攻。オンラインでインターンに参
加。就職面接の練習に励む

3年次

　　　   複数の国の文化を学ぶ中
でフランスの食文化に興味を持つ。
バドミントン部で副部長を務める

2年次

1年次

高3のとき

7種類・7か国にま
つわる動物をキャ
ラクターデザイン
し、販売しました。

（2022年度実績）

不動産・
物品賃貸業

サービス業
（情報サービス・広告
・ホテルなど）

卸売業

小売業
金融・保険業

建設業公務

製造業

運輸・通信業

建設業　…4%
製造業　…23%
運輸・通信業　…1%
卸売業　…3%
小売業　…20%
金融・保険業　…8%
不動産業　…1%
サービス業（情報サービス・広告・ホテルなど） …34%
公務　…5%
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生活の質や生きがいの向上を目標に、
地域社会と産業の持続可能な姿を探究し
学際的・実践的なカリキュラムを通じて、
それを実現するための構想力と実行力を培う。
「文化政策」とは、より良い社会のあり方を探究し、これを実現するための

方策を意味します。そして、その方策について、文化政策学科では、主として

社会科学の視点から学びます。特に「政策」「経営」「情報」という３つの分野を、

総合的かつ集中的に学ぶ特色あるカリキュラムを用意しています。

地域社会や企業の様々な課題を総合的に捉え、持続可能で包摂的な社会の実現に向けた、

行政施策・企業戦略・市民活動などを構想し、

それを有効に実現することができる人材を養成します。

文化政策学科の多角的な学び

文化政策学科の学びの体系

学科必修

●リサーチ＆プランニング基礎／応用／実習　   ●経済学　   ●社会学

卒業研究

専門科目

●政治学
●地域計画論
●地域情報サービス論
●地域福祉論

●行政学
●地域社会論
●地方財政論
●創造都市論 など

文化政策学科には、政策や行政、経済や経営、文化や情報、社会や心理、法律など多岐にわたる専門分野の教員がいます。

まず入学から２年間は、多様な学科科目を履修しながらじっくりと学びたい分野やテーマを設定します。

３年次からのゼミや４年次の卒業論文・プロジェクトでは、自らが関心を持ったテーマについて、

専門知識を持つ教員の指導のもとで学びを深めていきます。専門的な指導にあたっては、

５５名の入学定員に対し、１４名の専任教員を擁し、きめ細かな少人数クラスでの教育を行います。

文化政策学部 定員55名文化政策学科

教育職員免許状：中学校教諭一種
［社会］

教育職員免許状：高等学校教諭一種
［公民］

図書館司書

学校図書館司書教諭

日本語教員養成課程

社会調査士

●文化政策演習 Ⅰ～Ⅳ　　●卒業論文・プロジェクト

政策
●経営学
●産業組織論
●日本経済論
●産業遺産と産業史

●マーケティング論
●地域ビジネス論
●地域産業論
●経営戦略論 など

経営
●情報システム論
●社会統計分析
●広報・広告論
●質的調査法

●社会理論
●臨床社会心理学
●マスコミュニケーション論
●学術情報論 など

情報

学科必修では、文化政策の基礎となる知識と共に、基本的なアカデミックス

キルや実践的な調査研究・企画立案手法を学びます。また、政策、経営、情報

の３つの視点から現代社会の様々な課題を理解し、実社会での問題の解決

に貢献できる知識と実践力を養っていきます。

1

2

産業社会の
あるべき形を考える

地域社会の豊かさ
を構想する

調査研究や企画立案の
手法を身につける

3

都市や農山漁村、コミュニティや集落、組織や集団を主な調査研究対象とし

て、そこに住み、働く人々の生活や考え方を、観察やインタビューを通じて調

べます。そして、多様な学科科目から学んだ知識を、調査で得られた情報の

分析に応用しながら理解を深め、問題点を明らかにし、解決策を提言します。

こうして、現実的で実現可能性の高い政策や事業計画を立案する力を習得

します。

地域における製造業、サービス業、農林水産業の実態、様々な種類や規模の

企業や公共団体の経営・運営について、統計的なデータはもちろんのこと、

現場の経営者や労働者、そして消費者の体験や視点を踏まえながら学びま

す。さらに、企業や公共団体の経営戦略や運営形態を調査して、評価方法な

どを習得します。企業の社会的責任など企業と地域社会の関係についても

学びます。

取得可能な資格 詳しくはp080をご覧ください。
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生活の質や生きがいの向上を目標に、
地域社会と産業の持続可能な姿を探究し
学際的・実践的なカリキュラムを通じて、
それを実現するための構想力と実行力を培う。
「文化政策」とは、より良い社会のあり方を探究し、これを実現するための

方策を意味します。そして、その方策について、文化政策学科では、主として

社会科学の視点から学びます。特に「政策」「経営」「情報」という３つの分野を、

総合的かつ集中的に学ぶ特色あるカリキュラムを用意しています。

地域社会や企業の様々な課題を総合的に捉え、持続可能で包摂的な社会の実現に向けた、

行政施策・企業戦略・市民活動などを構想し、

それを有効に実現することができる人材を養成します。

文化政策学科の多角的な学び

文化政策学科の学びの体系

学科必修

●リサーチ＆プランニング基礎／応用／実習　   ●経済学　   ●社会学

卒業研究

専門科目

●政治学
●地域計画論
●地域情報サービス論
●地域福祉論

●行政学
●地域社会論
●地方財政論
●創造都市論 など

文化政策学科には、政策や行政、経済や経営、文化や情報、社会や心理、法律など多岐にわたる専門分野の教員がいます。

まず入学から２年間は、多様な学科科目を履修しながらじっくりと学びたい分野やテーマを設定します。

３年次からのゼミや４年次の卒業論文・プロジェクトでは、自らが関心を持ったテーマについて、

専門知識を持つ教員の指導のもとで学びを深めていきます。専門的な指導にあたっては、

５５名の入学定員に対し、１４名の専任教員を擁し、きめ細かな少人数クラスでの教育を行います。

文化政策学部 定員55名文化政策学科

教育職員免許状：中学校教諭一種
［社会］

教育職員免許状：高等学校教諭一種
［公民］

図書館司書

学校図書館司書教諭

日本語教員養成課程

社会調査士

●文化政策演習 Ⅰ～Ⅳ　　●卒業論文・プロジェクト

政策
●経営学
●産業組織論
●日本経済論
●産業遺産と産業史

●マーケティング論
●地域ビジネス論
●地域産業論
●経営戦略論 など

経営
●情報システム論
●社会統計分析
●広報・広告論
●質的調査法

●社会理論
●臨床社会心理学
●マスコミュニケーション論
●学術情報論 など

情報

学科必修では、文化政策の基礎となる知識と共に、基本的なアカデミックス

キルや実践的な調査研究・企画立案手法を学びます。また、政策、経営、情報

の３つの視点から現代社会の様々な課題を理解し、実社会での問題の解決

に貢献できる知識と実践力を養っていきます。

1

2

産業社会の
あるべき形を考える

地域社会の豊かさ
を構想する

調査研究や企画立案の
手法を身につける

3

都市や農山漁村、コミュニティや集落、組織や集団を主な調査研究対象とし

て、そこに住み、働く人々の生活や考え方を、観察やインタビューを通じて調

べます。そして、多様な学科科目から学んだ知識を、調査で得られた情報の

分析に応用しながら理解を深め、問題点を明らかにし、解決策を提言します。

こうして、現実的で実現可能性の高い政策や事業計画を立案する力を習得

します。

地域における製造業、サービス業、農林水産業の実態、様々な種類や規模の

企業や公共団体の経営・運営について、統計的なデータはもちろんのこと、

現場の経営者や労働者、そして消費者の体験や視点を踏まえながら学びま

す。さらに、企業や公共団体の経営戦略や運営形態を調査して、評価方法な

どを習得します。企業の社会的責任など企業と地域社会の関係についても

学びます。

取得可能な資格 詳しくはp080をご覧ください。
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文化政策学科で学ぶ4年間

3年次前期から始まるゼミナール（演習）は4～15名程
度の共通の関心を持つ学生が集まり、毎週行われる授
業のほか、現場研修や、フィールドワークが企画される
場合があります。担当教員が個別のアドバイスを行
い、4年次には卒業論文の執筆に展開していきます。

ゼミ（卒業研究演習一覧）

開講科目例

この講義では、現代社会における広報・広告のそれ

ぞれの役割や機能、また両者の関係性について考え

ます。グローバル化やデジタル化の進展、広告表現

をめぐる問題など、企業や行政における広報・広告を

めぐる環境は、現在大きく変化しています。そのため

講義では従来の広報・広告論の視座に加え、映像文

化論やコミュニケーション論の知見も取り入れ、広

報・広告のあり方を学びます。

経営とは、人々を通じて企業目標の達成を目指す営

みです。良い経営を行おうとすれば、企業の向かう

方向をどう定めるか、人々をどう束ね動機付けるか、

どのような製品を開発するべきか、日々の仕事の管

理をどう行うかなど、多様な視点が必要になります。

この授業では、経営分野の学びの導入科目として、

幅広い視点から企業経営を考えるための基本的な

理論やフレームワークについて学びます。

社会をみつめる視座と
基礎的能力の開拓
幅広い教養科目といくつかの学科
基礎科目の履修を通じて、文化政
策を学ぶことの意義や、自らの目
指す分野について考えます。同時
に、情報リテラシー、データ検索、
レポート作成、プレゼンテーション
などの基礎能力を身につけます。

多様な専門知識の
習得
多様な学部・学科科目の履修を通
じて自らの専門領域の確立を目指
します。また、企画立案や社会調査
士資格に関する科目の履修を通し
て調査研究能力を高めます。2年
次の終わりには卒業後の進路選択
も視野に入れつつ、3年次から始ま
る演習（ゼミ）を決定します。

演習（ゼミ）を通じた
専門の深化
いよいよ演習（ゼミ）が始まります。
担当教員の指導のもと、少人数で
学習に取り組むことにより、専門知
識を深化させるとともに、自ら課題
を発見・分析・解決していく能力に磨
きをかけます。学外のプレゼンテー
ションイベントにも参加します。

「大学での学び」の
集大成
大学生の総仕上げの学年です。こ
れまでの3年間の学習成果の集大
成として、ゼミ担当教員のもとで
卒業論文の執筆や卒業研究プロ
ジェクトに取り組みます。こうして
培われた幅広い知識と実践力を
活かして、就職や大学院進学など
の進路を決定します。

1年次 2年次 3年次 4年次

全 学 科 目

学 科 必 修   ● リサーチ＆プランニング  ● 社会学  ● 経済学

学 部 科 目

学 科 科 目  ● 政策  ● 経営  ● 情報

演習（ゼミ）・卒業論文・プロジェクト

都市・地域にかかる計画は今日、行政や専門家の主

導する計画から市民協働に舵を切り、かつ、社会構

造変化に伴う喫緊の課題への対処を迫られていま

す。都市計画の制度や技法に依拠しつつ、都市・地域

を取り巻く今日の課題を概観し、課題解決方策を考

察します。都市・地域分野は幅広い事柄に関連する

ことが特徴的で、なぜ、どのようにといった好奇心と

主体性の引き出しを重視しています。

調査研究や企画立案の手法を体系的に学び、データ

分析と課題解決の能力を身につけるための科目群

です。「基礎」「応用」「実習」の３科目（必修）で構成

されています。「基礎」と「応用」では、データ分析の

基礎と社会調査手法を学びます。「実習」では、公共

政策や企業経営などに関する課題を設定し、各自が

調査研究に基づき課題解決策を立案し、その結果の

プレゼンテーションを行います。

4年間の流れ

都市・文化をめぐる行政規制や資金をめぐる法を学ぶ
担当教員 ： 塩見佳也 准教授 

文化政策を行政規制や資金調達の側面から考察し、公民連
携をめぐる基本的な法の仕組みやPFIの実施事例を研究し
ます。その際、都市や文化財保護をめぐる法技術を修得し、
理論的背景も考慮しながら複眼的に考察していきます。

マイノリティ（社会的少数者）をめぐる問題を中心
に、ある種の人びとが、なぜ、どのようにして社会的
に排除されている／きたのかを、社会学や近接領域
の文献を参照しながら考えていきます。

行動や政策についての経済学的研究
担当教員 ： 鈴木浩孝 教授

消費者や企業にとっての合理的行動をベースに、社
会にとって望ましい状態を実現するためのルールや
産業政策について、経済学の見地から客観的に考え
ていきます。

メディア・消費文化から社会を見る
担当教員 ： 加藤裕治 教授

メディアや消費の文化と日常文化が分かちがたく結びつ
いている現代社会の状況を理解し、その課題を明らかに
していきます。ゼミでは社会学を中心とした方法や研究
をもとに、各自の研究テーマに取り組むことになります。

経営戦略論、組織論を切り口に企業を研究
担当教員 ： 曽根秀一 教授 

経営学、とりわけ経営戦略論、組織論、経営史の視
点から現代社会において重要な位置を占める大小
様々な「企業（会社）」について、理論およびフィー
ルドワークも交えながら、研究を進めていきます。

情報技術を活用した社会の研究
担当教員 ： 野村卓志 教授

生活の質を向上させるための社会システムを考える
のが文化政策です。そこで、情報技術を活かした社
会をつくるにはどうするかをテーマとして、各学生は
研究を進めています。

公共図書館を通して地域を見る
担当教員 ： 林 左和子 教授

公共図書館を研究するにはその地域についても知
る必要があります。図書館を通して地域にアプロー
チし、地域のために図書館は何ができるかを考える
ことを目標としています。

都市・地域計画、まちづくりの研究
担当教員 ： 藤井康幸 教授

都市・地域の計画、まちづくりは間口が広く、幅広い
トピックの学習、分析から入り、卒業論文に向けて関
心分野を絞り込んでいきます。事例研究とフィールド
ワークを重視します。

公共政策の分析と評価
担当教員 ： 田中 啓 教授

公共政策の対象となる社会や地域の現状を深く理解
することを重視します。その上で、社会的課題の解
決方法や政策の有効性を分析・評価する技法につい
て学び、自身の関心のあるテーマに応用します。

マーケティング視点で社会と向き合う
担当教員 ： 森山一郎 教授

経営やマーケティング分野の研究を行います。つねに生
活者の立場で発想し、それを具体的な行動につなげてい
く。このような姿勢を養うために、講義等で身につけた知
識を現実社会の様々な課題に対して活用していきます。

経済史・産業史から現代を見る
担当教員 ： 四方田雅史 教授

経済学・経営学の基本的な考え方を学ぶとともに、こ
れまで経済・産業・企業がどのような変遷をたどった
か、その背景にある経済・経営的要因について分析
し、討論します。

中山間地域についての社会学的研究
担当教員 ： 舩戸修一 教授

排除の力学の社会学的研究
担当教員 ： 野島那津子 准教授 

ゼミでは、まずフィールドワークを通して中山間地域（農
山村）の現状や課題を社会学的に把握することを学び
ます。そして各自で研究テーマを設定し、入念な現地調
査をした上で、中山間地域を社会学的に分析します。

家族と地域福祉に関するライフコース研究
担当教員 ： 小林淑恵 准教授

個人や家族のライフコースと地域福祉の関係を扱い
ます。行政機関との連携活動を通じて地域福祉に関
する理解を深め、各自の設定した課題について実証
的な研究としてまとめることを目指します。

社会の中の人間の心に関する研究
担当教員 ： 小杉大輔 教授

まず、心理学の研究法について、グループで体験的
に学びます。そして、社会心理学を中心とした最新の
研究動向を参考に、各自で研究テーマを決定し、調
査を実践していきます。

ゼミナール（演習）とは

学科必修では、幅広い分野の専門知識
を体系的に修得し、実践に活かすための
基礎を学びます。

2年次からは「政策」「経営」「情報」の学科
基幹科目を総合的に学び、さらに展開科目
へと発展させることで応用力を磨きます。

ゼミでは専門知識を深めるとともに、課題の発見・分析・解
決方法を学び、社会での実践能力を身につけます。

ゼミ担当教員の声

ゼミ生の声

中安彩乃 文化政策学科 3年
静岡県立浜松湖南高校

小林淑恵  准教授 　　女性のライフコース／政策／地域福祉

ゼミでは教育、福祉、働き方といった人々の暮らしに関する諸問題について扱います。

若い世代は自分自身の内面について深く考え、まだ確立していない自己や家族の問

題、また他者とのやり取りに悩んでいる人が多いように感じます。しかし自分の内面だ

けを探っていても答えは出てきません。人々の選択行動や社会の変化を理論的、実証

的に分析する力を養うと同時に、官学連携活動やフィールドワークを通じて、様々な立

場の人たちと協働し、議論しつつ、社会の問題へと関心を広げていきます。

地域福祉に興味があり、小林ゼミに入りました。官学連携で障害者アート

展を行う機会があり、学生主体で障害者の方と一緒にワークショップを

開催しました。参加者に喜んでいただくことができ、活動の意義を実感。

今後は障害者福祉についてさらに学びを深め、将来は自治体等で社会

福祉の分野に携わりたいと思っています。

官学連携活動やフィールドワークを通じて
地域社会に関する理解を深める

ゼミ紹介（一例）

障害者アートの企画・運営を通して
地域福祉への思いが深まった

カリキュラム一覧はp098以降をご覧ください。

地域の課題解決策を立案するプロセス

「リサーチ＆プランニング 基礎／応用／実習」【1～4年次／学科科目】
都市・地域を取り巻く課題を理解する 

「地域計画論」 【2～4年次／学科科目】

多様な視点から良い経営を考える

「経営学」 【1～4年次／学科科目】
現代社会における広報・広告のあり方とは

「広報・広告論」 【2～4年次／学科科目】
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文化政策学科で学ぶ4年間

3年次前期から始まるゼミナール（演習）は4～15名程
度の共通の関心を持つ学生が集まり、毎週行われる授
業のほか、現場研修や、フィールドワークが企画される
場合があります。担当教員が個別のアドバイスを行
い、4年次には卒業論文の執筆に展開していきます。

ゼミ（卒業研究演習一覧）

開講科目例

この講義では、現代社会における広報・広告のそれ

ぞれの役割や機能、また両者の関係性について考え

ます。グローバル化やデジタル化の進展、広告表現

をめぐる問題など、企業や行政における広報・広告を

めぐる環境は、現在大きく変化しています。そのため

講義では従来の広報・広告論の視座に加え、映像文

化論やコミュニケーション論の知見も取り入れ、広

報・広告のあり方を学びます。

経営とは、人々を通じて企業目標の達成を目指す営

みです。良い経営を行おうとすれば、企業の向かう

方向をどう定めるか、人々をどう束ね動機付けるか、

どのような製品を開発するべきか、日々の仕事の管

理をどう行うかなど、多様な視点が必要になります。

この授業では、経営分野の学びの導入科目として、

幅広い視点から企業経営を考えるための基本的な

理論やフレームワークについて学びます。

社会をみつめる視座と
基礎的能力の開拓
幅広い教養科目といくつかの学科
基礎科目の履修を通じて、文化政
策を学ぶことの意義や、自らの目
指す分野について考えます。同時
に、情報リテラシー、データ検索、
レポート作成、プレゼンテーション
などの基礎能力を身につけます。

多様な専門知識の
習得
多様な学部・学科科目の履修を通
じて自らの専門領域の確立を目指
します。また、企画立案や社会調査
士資格に関する科目の履修を通し
て調査研究能力を高めます。2年
次の終わりには卒業後の進路選択
も視野に入れつつ、3年次から始ま
る演習（ゼミ）を決定します。

演習（ゼミ）を通じた
専門の深化
いよいよ演習（ゼミ）が始まります。
担当教員の指導のもと、少人数で
学習に取り組むことにより、専門知
識を深化させるとともに、自ら課題
を発見・分析・解決していく能力に磨
きをかけます。学外のプレゼンテー
ションイベントにも参加します。

「大学での学び」の
集大成
大学生の総仕上げの学年です。こ
れまでの3年間の学習成果の集大
成として、ゼミ担当教員のもとで
卒業論文の執筆や卒業研究プロ
ジェクトに取り組みます。こうして
培われた幅広い知識と実践力を
活かして、就職や大学院進学など
の進路を決定します。

1年次 2年次 3年次 4年次

全 学 科 目

学 科 必 修   ● リサーチ＆プランニング  ● 社会学  ● 経済学

学 部 科 目

学 科 科 目  ● 政策  ● 経営  ● 情報

演習（ゼミ）・卒業論文・プロジェクト

都市・地域にかかる計画は今日、行政や専門家の主

導する計画から市民協働に舵を切り、かつ、社会構

造変化に伴う喫緊の課題への対処を迫られていま

す。都市計画の制度や技法に依拠しつつ、都市・地域

を取り巻く今日の課題を概観し、課題解決方策を考

察します。都市・地域分野は幅広い事柄に関連する

ことが特徴的で、なぜ、どのようにといった好奇心と

主体性の引き出しを重視しています。

調査研究や企画立案の手法を体系的に学び、データ

分析と課題解決の能力を身につけるための科目群

です。「基礎」「応用」「実習」の３科目（必修）で構成

されています。「基礎」と「応用」では、データ分析の

基礎と社会調査手法を学びます。「実習」では、公共

政策や企業経営などに関する課題を設定し、各自が

調査研究に基づき課題解決策を立案し、その結果の

プレゼンテーションを行います。

4年間の流れ

都市・文化をめぐる行政規制や資金をめぐる法を学ぶ
担当教員 ： 塩見佳也 准教授 

文化政策を行政規制や資金調達の側面から考察し、公民連
携をめぐる基本的な法の仕組みやPFIの実施事例を研究し
ます。その際、都市や文化財保護をめぐる法技術を修得し、
理論的背景も考慮しながら複眼的に考察していきます。

マイノリティ（社会的少数者）をめぐる問題を中心
に、ある種の人びとが、なぜ、どのようにして社会的
に排除されている／きたのかを、社会学や近接領域
の文献を参照しながら考えていきます。

行動や政策についての経済学的研究
担当教員 ： 鈴木浩孝 教授

消費者や企業にとっての合理的行動をベースに、社
会にとって望ましい状態を実現するためのルールや
産業政策について、経済学の見地から客観的に考え
ていきます。

メディア・消費文化から社会を見る
担当教員 ： 加藤裕治 教授

メディアや消費の文化と日常文化が分かちがたく結びつ
いている現代社会の状況を理解し、その課題を明らかに
していきます。ゼミでは社会学を中心とした方法や研究
をもとに、各自の研究テーマに取り組むことになります。

経営戦略論、組織論を切り口に企業を研究
担当教員 ： 曽根秀一 教授 

経営学、とりわけ経営戦略論、組織論、経営史の視
点から現代社会において重要な位置を占める大小
様々な「企業（会社）」について、理論およびフィー
ルドワークも交えながら、研究を進めていきます。

情報技術を活用した社会の研究
担当教員 ： 野村卓志 教授

生活の質を向上させるための社会システムを考える
のが文化政策です。そこで、情報技術を活かした社
会をつくるにはどうするかをテーマとして、各学生は
研究を進めています。

公共図書館を通して地域を見る
担当教員 ： 林 左和子 教授

公共図書館を研究するにはその地域についても知
る必要があります。図書館を通して地域にアプロー
チし、地域のために図書館は何ができるかを考える
ことを目標としています。

都市・地域計画、まちづくりの研究
担当教員 ： 藤井康幸 教授

都市・地域の計画、まちづくりは間口が広く、幅広い
トピックの学習、分析から入り、卒業論文に向けて関
心分野を絞り込んでいきます。事例研究とフィールド
ワークを重視します。

公共政策の分析と評価
担当教員 ： 田中 啓 教授

公共政策の対象となる社会や地域の現状を深く理解
することを重視します。その上で、社会的課題の解
決方法や政策の有効性を分析・評価する技法につい
て学び、自身の関心のあるテーマに応用します。

マーケティング視点で社会と向き合う
担当教員 ： 森山一郎 教授

経営やマーケティング分野の研究を行います。つねに生
活者の立場で発想し、それを具体的な行動につなげてい
く。このような姿勢を養うために、講義等で身につけた知
識を現実社会の様々な課題に対して活用していきます。

経済史・産業史から現代を見る
担当教員 ： 四方田雅史 教授

経済学・経営学の基本的な考え方を学ぶとともに、こ
れまで経済・産業・企業がどのような変遷をたどった
か、その背景にある経済・経営的要因について分析
し、討論します。

中山間地域についての社会学的研究
担当教員 ： 舩戸修一 教授

排除の力学の社会学的研究
担当教員 ： 野島那津子 准教授 

ゼミでは、まずフィールドワークを通して中山間地域（農
山村）の現状や課題を社会学的に把握することを学び
ます。そして各自で研究テーマを設定し、入念な現地調
査をした上で、中山間地域を社会学的に分析します。

家族と地域福祉に関するライフコース研究
担当教員 ： 小林淑恵 准教授

個人や家族のライフコースと地域福祉の関係を扱い
ます。行政機関との連携活動を通じて地域福祉に関
する理解を深め、各自の設定した課題について実証
的な研究としてまとめることを目指します。

社会の中の人間の心に関する研究
担当教員 ： 小杉大輔 教授

まず、心理学の研究法について、グループで体験的
に学びます。そして、社会心理学を中心とした最新の
研究動向を参考に、各自で研究テーマを決定し、調
査を実践していきます。

ゼミナール（演習）とは

学科必修では、幅広い分野の専門知識
を体系的に修得し、実践に活かすための
基礎を学びます。

2年次からは「政策」「経営」「情報」の学科
基幹科目を総合的に学び、さらに展開科目
へと発展させることで応用力を磨きます。

ゼミでは専門知識を深めるとともに、課題の発見・分析・解
決方法を学び、社会での実践能力を身につけます。

ゼミ担当教員の声

ゼミ生の声

中安彩乃 文化政策学科 3年
静岡県立浜松湖南高校

小林淑恵  准教授 　　女性のライフコース／政策／地域福祉

ゼミでは教育、福祉、働き方といった人々の暮らしに関する諸問題について扱います。

若い世代は自分自身の内面について深く考え、まだ確立していない自己や家族の問

題、また他者とのやり取りに悩んでいる人が多いように感じます。しかし自分の内面だ

けを探っていても答えは出てきません。人々の選択行動や社会の変化を理論的、実証

的に分析する力を養うと同時に、官学連携活動やフィールドワークを通じて、様々な立

場の人たちと協働し、議論しつつ、社会の問題へと関心を広げていきます。

地域福祉に興味があり、小林ゼミに入りました。官学連携で障害者アート

展を行う機会があり、学生主体で障害者の方と一緒にワークショップを

開催しました。参加者に喜んでいただくことができ、活動の意義を実感。

今後は障害者福祉についてさらに学びを深め、将来は自治体等で社会

福祉の分野に携わりたいと思っています。

官学連携活動やフィールドワークを通じて
地域社会に関する理解を深める

ゼミ紹介（一例）

障害者アートの企画・運営を通して
地域福祉への思いが深まった

カリキュラム一覧はp098以降をご覧ください。

地域の課題解決策を立案するプロセス

「リサーチ＆プランニング 基礎／応用／実習」【1～4年次／学科科目】
都市・地域を取り巻く課題を理解する 

「地域計画論」 【2～4年次／学科科目】

多様な視点から良い経営を考える

「経営学」 【1～4年次／学科科目】
現代社会における広報・広告のあり方とは

「広報・広告論」 【2～4年次／学科科目】
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社会学を入口に
学びと経験を積み重ねる日々。
やりたいことが明確に

文化政策学科の知と実践の力在学生の声

卒業生の主な進路 （抜粋）

　　　　　   野球一筋で夏から
受験に取り組む。社会学を学べ、
教職課程が取れる大学を探す

　　　　 新聞制作のプロジェクト
に参加し、実践的な学びを深めつ
つ、軽音楽部では碧風祭で初舞台
を満喫

　　　　コロナ禍で前期はオンラ
イン授業。大学での友人づくりも
オンライン上からスタート

3年次

　　　   社会学、経済学と興味を
広げながら、メディア・広告に面白さ
を感じゼミを専攻する

2年次

1年次

高3のとき

経営学の視点から地域経済や社会問題を考える

曽根ゼミでは、経済ゼミナール大会等に出場し、研究成果の報告、他大学の学生

との議論を通じ交流を深めています。日本学生経済ゼミナール大会は、全国の経

済・経営の学生を中心に約70年続く国内最大規模（1,500人参加）の学術大会

として知られます。各学生の興味・関心に沿って、「経営」、「地域経済」等の分野

にエントリーし、2016年に経営分野で優勝および全国4位、2017年は2分野で

優勝、2018年には3チームすべてが準優勝しました。また、2022年には農業、地

場産業に関心を持った学生がアグリカルチャーコンペティション全国大会に出場

し、学術研究部門でブロック優勝を果たすなどSUAC生が躍動しています。理論

や現地調査など、日々の努力と経験を今後に活かしてほしいと思います。

日本学生経済ゼミナール大会
アグリカルチャーコンペティション
全国大会

障害を持つ方と社会とをアートでつなぐ

小林ゼミでは、障害を持つ方の作品展を開催する官学連携活動を行っています。

展示の副題となった「碧い翔け橋2022」は、障害のある方々が社会と広くつなが

るために、碧（あお）をスクールカラーとした本学の学生が、翔け橋になるという思い

を込めたものです。展示に先立ち、自由創造工房において学生と障害のある方が

共に創作活動に取り組むワークショップを開催しました。１対１で互いに名前を呼び

つつ、展示テーマの「風を創る」にちなんだ「風鈴」を作ることで、会場は和やかで

温かい不思議な雰囲気に包まれていきました。ワークショップの記録動画は学生自

身が撮影・編集を行い、本学の作品展だけでなく静岡県の芸術祭でも上映され、

多くの方にご覧頂きました。2023年度は地域連携演習としても実施予定です。

風を創るひとたち展 
～碧い翔け橋2022～

公務

大和ハウス工業（株） ミサワホーム（株）

（株）SBSプロモーション
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
サーラエナジー（株）
（株）しずおかオンライン
（株）静岡新聞社・静岡放送（株）
（株）静岡博報堂
生活協同組合ユーコープ
（福）聖隷福祉事業団

（株）中日新聞社
（福）天竜厚生会
（株）TOKAIホールディングス
日本郵便（株）
日本放送協会
浜松商工会議所
（株）船井総合研究所
（株）マイナビ

（株）遠鉄百貨店
鈴与商事（株）

（株）長坂養蜂場
（株）ロフト

遠州鉄道（株）
（株）ジェイアール東海ツアーズ
静岡鉄道（株）

名古屋鉄道（株）
日本交通（株）
富士山静岡空港（株）

（株）河合楽器製作所 スズキ（株）

はごろもフーズ（株）
浜松ホトニクス（株）
（株）ヤタロー

ヤマハ発動機（株）
ヤマハモーターソリューション（株）
ローランド（株）

建設業

サービス業（教育・広告・ホテルなど）・医療福祉

製造業

運輸・旅行業

卸売・小売業金融・保険業

東京学芸大学
静岡文化芸術大学

筑波大学
名古屋大学

大学院進学

社会学に興味があり、経営学や経済学、マーケティング論など

社会的な学問を体系的に学べる本学科を志望しました。ゼミ

では広告論をもとに“YouTubeのサムネイル研究”に力を入

れています。3年次後期から、地元新聞社との連携による特別

共同授業で“新聞記者をやってみようプロジェクト”に参加。新

聞業界の方のアドバイスを受けながら誌面作りに携われる貴

重な機会なので、普段以上に世の中の動きにアンテナを張り、

取り組んでいきたいと思っています。SUACは他学科の講義

でも、興味があれば受けられるのも魅力。芸術文化学科科目

の「アートマネジメント」の授業では、コンセプトの策定やマー

ケティングなど、文化政策学科で学ぶ自分にも得るものが多

く、知識の引き出しを増やすことができました。デザインと文

化政策の2学部の学生が共に学ぶSUACには、様々なスキル

や価値観を持つ学生が混在しているので、いろいろな人と出

会い、いろいろな経験を積むことができます。ここで自分の未

来を切り拓きましょう！

文化政策学科 3年  和歌山県立桐蔭高校出身

須佐寛太   SUSA Kanta

静岡地方検察庁
静岡労働局
東北運輸局
愛知県庁
岐阜県庁
群馬県庁
静岡県庁
山梨県庁
静岡県警察本部
静岡市役所
浜松市役所
磐田市役所
御前崎市役所
掛川市役所

菊川市役所
沼津市役所
袋井市役所
富士市役所
三島市役所
焼津市役所
蒲郡市役所
新城市役所
豊橋市役所
福井市役所
渋谷区役所
杉並区役所
静岡県教育委員会（教員）
浜松市教育委員会（教員）

遠州信用金庫
岡崎信用金庫
蒲郡信用金庫
（株）静岡銀行
静岡県経済農業協同組合連合会
静岡県労働金庫
静岡東海証券（株）
しずおか焼津信用金庫
静銀ティーエム証券（株）
静銀ビジネスクリエイト（株）
島田掛川信用金庫
（株）清水銀行

住友生命保険（相）
静清信用金庫
損害保険ジャパン（株）
第一生命保険（株）
東京海上日動火災保険（株）
とぴあ浜松農業協同組合
豊橋信用金庫
日本銀行静岡支店
日本生命保険（相）
沼津信用金庫
浜松磐田信用金庫
三ヶ日町農業協同組合

就職データ

フィールドワークで取り組んだ
様々な地域の課題
自分にできることを考え続けたい

高3の時、本学科の舩戸先生の出前授業を受けたことがきっか

けで、「大学での学びを地域貢献に活かしたい」と考えるように

なりました。静岡県をフィールドとして学べる地域連携演習があ

る点も魅力に感じ、SUACを選びました。ゼミ活動の「引佐耕作

隊」では、耕作放棄地の棚田を借り、1年間を通して現地に通

い、米作りの全工程を体験。今は、卒業論文に向けて、獣害対

策に悩む中山間地に出向き、狩猟者の高齢化や減少という課題

も目の当たりにしつつ、研究を進めています。座学だけでなく、

地域に何度も足を運び、人々の話を聞き、現状を自分の目で見

て、考えることの重要さを知りました。実践を通して得られるリ

アルな学びは、社会に出てからも役に立つと感じています。

元々、「やりたいことはやってみる」タイプでしたが、ゼミの先輩

から「やりたくないことでも、思い切ってやってみる」と背中を

押され、体を動かした4年間。経験したことは、いずれ活きる時

がくるはずです。SUACでやりたいことをみつけてください。

文化政策学科 4年  静岡県立焼津中央高校出身

八木彩樺   YAGI Ayaka　

　　　　　   大学模擬授業で舩
戸先生の出前授業を受け、地域に
貢献できる学びに興味を持つ

　　　　 ボランティア活動で「や
いづライフ」のライターを務めつ
つ、卒論に取り組む日々

　　　　株式会社静岡新聞社

　　　　心理学や観光学など、興
味のある分野を幅広く学ぶ

3年次

進 路

　　　   引佐耕作隊として棚田で
の米作り活動を本格化。新聞取材
も受けるようになる

2年次

　　　   夏から舩戸ゼミの活動に
参加。下宿生活に切り替えアルバ
イトも始める

2年次

1年次

高3のとき

就職データ

（2022年度実績）

サービス業
（情報サービス・広告
・ホテルなど）

小売業
金融・保険業

公務 建設業

製造業

電気・ガス・
熱供給・水道業

農業非営利団体・宗教

農業　…2%
建設業　…4%
製造業　…25%
電気・ガス・熱供給・水道業　…2%
小売業　…16%
金融・保険業　…8%
サービス業（情報サービス・広告・ホテルなど） …33%
公務　…8%
非営利団体・宗教　…2%
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社会学を入口に
学びと経験を積み重ねる日々。
やりたいことが明確に

文化政策学科の知と実践の力在学生の声

卒業生の主な進路 （抜粋）

　　　　　   野球一筋で夏から
受験に取り組む。社会学を学べ、
教職課程が取れる大学を探す

　　　　 新聞制作のプロジェクト
に参加し、実践的な学びを深めつ
つ、軽音楽部では碧風祭で初舞台
を満喫

　　　　コロナ禍で前期はオンラ
イン授業。大学での友人づくりも
オンライン上からスタート

3年次

　　　   社会学、経済学と興味を
広げながら、メディア・広告に面白さ
を感じゼミを専攻する

2年次

1年次

高3のとき

経営学の視点から地域経済や社会問題を考える

曽根ゼミでは、経済ゼミナール大会等に出場し、研究成果の報告、他大学の学生

との議論を通じ交流を深めています。日本学生経済ゼミナール大会は、全国の経

済・経営の学生を中心に約70年続く国内最大規模（1,500人参加）の学術大会

として知られます。各学生の興味・関心に沿って、「経営」、「地域経済」等の分野

にエントリーし、2016年に経営分野で優勝および全国4位、2017年は2分野で

優勝、2018年には3チームすべてが準優勝しました。また、2022年には農業、地

場産業に関心を持った学生がアグリカルチャーコンペティション全国大会に出場

し、学術研究部門でブロック優勝を果たすなどSUAC生が躍動しています。理論

や現地調査など、日々の努力と経験を今後に活かしてほしいと思います。

日本学生経済ゼミナール大会
アグリカルチャーコンペティション
全国大会

障害を持つ方と社会とをアートでつなぐ

小林ゼミでは、障害を持つ方の作品展を開催する官学連携活動を行っています。

展示の副題となった「碧い翔け橋2022」は、障害のある方々が社会と広くつなが

るために、碧（あお）をスクールカラーとした本学の学生が、翔け橋になるという思い

を込めたものです。展示に先立ち、自由創造工房において学生と障害のある方が

共に創作活動に取り組むワークショップを開催しました。１対１で互いに名前を呼び

つつ、展示テーマの「風を創る」にちなんだ「風鈴」を作ることで、会場は和やかで

温かい不思議な雰囲気に包まれていきました。ワークショップの記録動画は学生自

身が撮影・編集を行い、本学の作品展だけでなく静岡県の芸術祭でも上映され、

多くの方にご覧頂きました。2023年度は地域連携演習としても実施予定です。

風を創るひとたち展 
～碧い翔け橋2022～

公務

大和ハウス工業（株） ミサワホーム（株）

（株）SBSプロモーション
（株）エヌ・ティ・ティ・データ
サーラエナジー（株）
（株）しずおかオンライン
（株）静岡新聞社・静岡放送（株）
（株）静岡博報堂
生活協同組合ユーコープ
（福）聖隷福祉事業団

（株）中日新聞社
（福）天竜厚生会
（株）TOKAIホールディングス
日本郵便（株）
日本放送協会
浜松商工会議所
（株）船井総合研究所
（株）マイナビ

（株）遠鉄百貨店
鈴与商事（株）

（株）長坂養蜂場
（株）ロフト

遠州鉄道（株）
（株）ジェイアール東海ツアーズ
静岡鉄道（株）

名古屋鉄道（株）
日本交通（株）
富士山静岡空港（株）

（株）河合楽器製作所 スズキ（株）

はごろもフーズ（株）
浜松ホトニクス（株）
（株）ヤタロー

ヤマハ発動機（株）
ヤマハモーターソリューション（株）
ローランド（株）

建設業

サービス業（教育・広告・ホテルなど）・医療福祉

製造業

運輸・旅行業

卸売・小売業金融・保険業

東京学芸大学
静岡文化芸術大学

筑波大学
名古屋大学

大学院進学

社会学に興味があり、経営学や経済学、マーケティング論など

社会的な学問を体系的に学べる本学科を志望しました。ゼミ

では広告論をもとに“YouTubeのサムネイル研究”に力を入

れています。3年次後期から、地元新聞社との連携による特別

共同授業で“新聞記者をやってみようプロジェクト”に参加。新

聞業界の方のアドバイスを受けながら誌面作りに携われる貴

重な機会なので、普段以上に世の中の動きにアンテナを張り、

取り組んでいきたいと思っています。SUACは他学科の講義

でも、興味があれば受けられるのも魅力。芸術文化学科科目

の「アートマネジメント」の授業では、コンセプトの策定やマー

ケティングなど、文化政策学科で学ぶ自分にも得るものが多

く、知識の引き出しを増やすことができました。デザインと文

化政策の2学部の学生が共に学ぶSUACには、様々なスキル

や価値観を持つ学生が混在しているので、いろいろな人と出

会い、いろいろな経験を積むことができます。ここで自分の未

来を切り拓きましょう！

文化政策学科 3年  和歌山県立桐蔭高校出身

須佐寛太   SUSA Kanta

静岡地方検察庁
静岡労働局
東北運輸局
愛知県庁
岐阜県庁
群馬県庁
静岡県庁
山梨県庁
静岡県警察本部
静岡市役所
浜松市役所
磐田市役所
御前崎市役所
掛川市役所

菊川市役所
沼津市役所
袋井市役所
富士市役所
三島市役所
焼津市役所
蒲郡市役所
新城市役所
豊橋市役所
福井市役所
渋谷区役所
杉並区役所
静岡県教育委員会（教員）
浜松市教育委員会（教員）

遠州信用金庫
岡崎信用金庫
蒲郡信用金庫
（株）静岡銀行
静岡県経済農業協同組合連合会
静岡県労働金庫
静岡東海証券（株）
しずおか焼津信用金庫
静銀ティーエム証券（株）
静銀ビジネスクリエイト（株）
島田掛川信用金庫
（株）清水銀行

住友生命保険（相）
静清信用金庫
損害保険ジャパン（株）
第一生命保険（株）
東京海上日動火災保険（株）
とぴあ浜松農業協同組合
豊橋信用金庫
日本銀行静岡支店
日本生命保険（相）
沼津信用金庫
浜松磐田信用金庫
三ヶ日町農業協同組合

就職データ

フィールドワークで取り組んだ
様々な地域の課題
自分にできることを考え続けたい

高3の時、本学科の舩戸先生の出前授業を受けたことがきっか

けで、「大学での学びを地域貢献に活かしたい」と考えるように

なりました。静岡県をフィールドとして学べる地域連携演習があ

る点も魅力に感じ、SUACを選びました。ゼミ活動の「引佐耕作

隊」では、耕作放棄地の棚田を借り、1年間を通して現地に通

い、米作りの全工程を体験。今は、卒業論文に向けて、獣害対

策に悩む中山間地に出向き、狩猟者の高齢化や減少という課題

も目の当たりにしつつ、研究を進めています。座学だけでなく、

地域に何度も足を運び、人々の話を聞き、現状を自分の目で見

て、考えることの重要さを知りました。実践を通して得られるリ

アルな学びは、社会に出てからも役に立つと感じています。

元々、「やりたいことはやってみる」タイプでしたが、ゼミの先輩

から「やりたくないことでも、思い切ってやってみる」と背中を

押され、体を動かした4年間。経験したことは、いずれ活きる時

がくるはずです。SUACでやりたいことをみつけてください。

文化政策学科 4年  静岡県立焼津中央高校出身

八木彩樺   YAGI Ayaka　

　　　　　   大学模擬授業で舩
戸先生の出前授業を受け、地域に
貢献できる学びに興味を持つ

　　　　 ボランティア活動で「や
いづライフ」のライターを務めつ
つ、卒論に取り組む日々

　　　　株式会社静岡新聞社

　　　　心理学や観光学など、興
味のある分野を幅広く学ぶ

3年次

進 路

　　　   引佐耕作隊として棚田で
の米作り活動を本格化。新聞取材
も受けるようになる

2年次

　　　   夏から舩戸ゼミの活動に
参加。下宿生活に切り替えアルバ
イトも始める

2年次

1年次

高3のとき

就職データ

（2022年度実績）

サービス業
（情報サービス・広告
・ホテルなど）

小売業
金融・保険業

公務 建設業

製造業

電気・ガス・
熱供給・水道業

農業非営利団体・宗教

農業　…2%
建設業　…4%
製造業　…25%
電気・ガス・熱供給・水道業　…2%
小売業　…16%
金融・保険業　…8%
サービス業（情報サービス・広告・ホテルなど） …33%
公務　…8%
非営利団体・宗教　…2%
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人文科学と社会科学を多角的に学ぶ充実したカリキュラム

3つの系統からなる専門的な科目群

芸術文化学科は芸術や文化について多角的に学ぶことができる学科です。芸術を主専攻としながらも政治・経済・経営・法律等

についても十分な理解を持とうとする学生、芸術について深い知識を持ちつつ社会科学の専門知識を駆使できるアートマネー

ジャーや官民の政策プランナー等を志望する学生などを求めています。芸術文化学科のプログラムは2010年には芸術経営教

育者協会（Association of Arts Administration Educators、AAAE）に正会員として加盟し、グローバルな視点からも通

用するよう教育のさらなる充実を図っています。

文化政策学部 定員55名芸術文化学科

多様な芸術、文化のありようについて学び、その
諸相を探究します。歴史的認識の醸成と、最新の
知識の修得によって、豊かな芸術、文化の内容を
理解し、それらが現代に生きる私たちの感覚、意
識をどのように形づくっているかを考えます。

人間の芸術活動を理解するためには、芸術作品
や芸術家について理解するだけでは不十分で
す。芸術文化学科では、文化経済学等を基礎と
して、様々な制度・政策や国・自治体・企業等によ
る支援、そして芸術組織等の経営について学び
ます。 

芸術文化学科では「文化と芸術」「政策とマネジ
メント」というカリキュラムにおける2つの柱を設
け、芸術や文化について人文科学と社会科学の
両面から学びます。加えて、実践にも対応できる
科目も開講し、理論と実践とのバランスのとれた
カリキュラムを用意しています。入学定員55名に
対し14名の専任教員を擁し、きめ細かい少人数
教育を行います。

日本語教員養成課程

図書館司書 博物館学芸員

社会調査士

政策とマネジメント 文化と芸術

芸術運営の
実践手法を学ぶ
●劇場プロデュース論

●展示プロデュース論　

●舞台運営論　

●保存と修復

●芸術文化政策の理論

●芸術文化政策の国際比較

●地域社会と芸術文化

●現代社会と芸術文化

●文化施設の管理と運営

●アートマネジメント

●文化財保護政策

●文化と芸術

●音楽史

●演劇史

●美術史（西洋）

●美術史（日本・東洋）

●現代芸術論

●芸術特論

●鑑賞と批評

芸術文化学科での学びの基礎は、高等学校
の「地歴・公民」です。

「地理」で学ぶ地域文化と「日本史」、「世界
史」で学ぶ文化史を深めるのが、美術史、音
楽史、演劇史等の科目です。

「倫理」で学ぶ思想や哲学が美学につなが
り、「現代社会」、「政治経済」の学びが「政策
とマネジメント」の科目群の基礎となります。

○

○

○

2
芸術を社会科学の
視点から学ぶ

3
2つの側面から
多角的に学ぶ

今日の社会における
芸術の可能性を求めて。
複数形のArtsで表記される今日の芸術。

音楽、演劇、絵画、映像など単体で表現することもあれば、複数のジャンルが

コラボレートして、新しい芸術ジャンルを生み出すこともあります。

芸術が社会でその力を発揮するためには、芸術が市民に受け入れられなくてはなりません。

芸術を生み出す芸術家のほかにも、芸術を学問的に研究する人、美術館や劇場など

芸術組織の運営に携わる人や、より広い視点から政治や経済の仕組みを

考える人などが必要となります。

芸術文化学科では、多角的な視野に立って芸術と芸術を支える社会システムの

両面を理解し、多様な分野で芸術の持つ力を社会に

活かすことのできる人材を養成します。

1
芸術・文化を
理解する

取得可能な資格 詳しくはp080をご覧ください。
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人文科学と社会科学を多角的に学ぶ充実したカリキュラム

3つの系統からなる専門的な科目群

芸術文化学科は芸術や文化について多角的に学ぶことができる学科です。芸術を主専攻としながらも政治・経済・経営・法律等

についても十分な理解を持とうとする学生、芸術について深い知識を持ちつつ社会科学の専門知識を駆使できるアートマネー

ジャーや官民の政策プランナー等を志望する学生などを求めています。芸術文化学科のプログラムは2010年には芸術経営教

育者協会（Association of Arts Administration Educators、AAAE）に正会員として加盟し、グローバルな視点からも通

用するよう教育のさらなる充実を図っています。

文化政策学部 定員55名芸術文化学科

多様な芸術、文化のありようについて学び、その
諸相を探究します。歴史的認識の醸成と、最新の
知識の修得によって、豊かな芸術、文化の内容を
理解し、それらが現代に生きる私たちの感覚、意
識をどのように形づくっているかを考えます。

人間の芸術活動を理解するためには、芸術作品
や芸術家について理解するだけでは不十分で
す。芸術文化学科では、文化経済学等を基礎と
して、様々な制度・政策や国・自治体・企業等によ
る支援、そして芸術組織等の経営について学び
ます。 

芸術文化学科では「文化と芸術」「政策とマネジ
メント」というカリキュラムにおける2つの柱を設
け、芸術や文化について人文科学と社会科学の
両面から学びます。加えて、実践にも対応できる
科目も開講し、理論と実践とのバランスのとれた
カリキュラムを用意しています。入学定員55名に
対し14名の専任教員を擁し、きめ細かい少人数
教育を行います。

日本語教員養成課程

図書館司書 博物館学芸員

社会調査士

政策とマネジメント 文化と芸術

芸術運営の
実践手法を学ぶ
●劇場プロデュース論

●展示プロデュース論　

●舞台運営論　

●保存と修復

●芸術文化政策の理論

●芸術文化政策の国際比較

●地域社会と芸術文化

●現代社会と芸術文化

●文化施設の管理と運営

●アートマネジメント

●文化財保護政策

●文化と芸術

●音楽史

●演劇史

●美術史（西洋）

●美術史（日本・東洋）

●現代芸術論

●芸術特論

●鑑賞と批評

芸術文化学科での学びの基礎は、高等学校
の「地歴・公民」です。

「地理」で学ぶ地域文化と「日本史」、「世界
史」で学ぶ文化史を深めるのが、美術史、音
楽史、演劇史等の科目です。

「倫理」で学ぶ思想や哲学が美学につなが
り、「現代社会」、「政治経済」の学びが「政策
とマネジメント」の科目群の基礎となります。

○

○

○

2
芸術を社会科学の
視点から学ぶ

3
2つの側面から
多角的に学ぶ

今日の社会における
芸術の可能性を求めて。
複数形のArtsで表記される今日の芸術。

音楽、演劇、絵画、映像など単体で表現することもあれば、複数のジャンルが

コラボレートして、新しい芸術ジャンルを生み出すこともあります。

芸術が社会でその力を発揮するためには、芸術が市民に受け入れられなくてはなりません。

芸術を生み出す芸術家のほかにも、芸術を学問的に研究する人、美術館や劇場など

芸術組織の運営に携わる人や、より広い視点から政治や経済の仕組みを

考える人などが必要となります。

芸術文化学科では、多角的な視野に立って芸術と芸術を支える社会システムの

両面を理解し、多様な分野で芸術の持つ力を社会に

活かすことのできる人材を養成します。

1
芸術・文化を
理解する

取得可能な資格 詳しくはp080をご覧ください。
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芸術文化学科で学ぶ4年間

3年次前期から始まるゼミナール（演習）は4～15名程
度の共通の関心を持つ学生が集まり、毎週行われる授
業のほか、現場研修や、フィールドワークが企画される
場合があります。担当教員が個別のアドバイスを行
い、4年次には卒業論文の執筆に展開していきます。

ゼミ生の声

須川凜音 芸術文化学科 3年　
岐阜県立加納高校出身

南田明美 講師 　　芸術社会学／アートマネジメント／文化政策論

本ゼミでは、芸術社会学の観点からアートマネジメント・文化政策論を扱います。とりわけ、

市井の人々の声を拾いながら、芸術文化活動を通して「皆が憩える場」「居場所」「心の

安全地帯」を創造していくことについて考察を深めていきます。その際に、「理論と現場」

の往復が欠かせません。理論では、現代社会問題に関する文献を輪読します。一方、フィ

ールドワークでは、ゼミ生の興味関心を尊重しながら、社会包摂に取り組む公立文化施

設、アートNPO法人、地域社会を訪れ、感性を育成し、現場を「翻訳」する力を養います。

ホスピタルアート活動に参加していることもあり、社会包摂をテーマにアート活

動を研究できる南田ゼミを選びました。高齢者施設に音楽療法を導入すること

で、ケアラーにどの様な変化がみられるかを研究するために、フィールドワーク

に向けて様々な文献を読み、課題を見つけ出しながら入念に準備しています。

ゼミを通して、自分の考えを上手く言語化し、伝える力も養っていきたいです。

ゼミ（卒業研究演習一覧）

開講科目例

新しい視点の開拓
◎芸術文化を多様な側面から捉
え、アカデミックな見方の可能性を
体感する。◎1年次から多くの専
門科目を開放。◎興味のある分野
から、自分なりの新しい視点を開
拓する、大学生としての学習をス
タート。

芸術を多角的に捉える
◎諸芸術に関する基礎理論の充
実。◎芸術を支える様々な条件や
環境を、人文科学的な観点からだ
けでなく、社会科学的な視点からも
捉える力を養う。◎「芸術文化基
礎」で、自分がこれから関心を深め
ていく領域と濃密に向き合い、確信
を持ってアプローチする力を養う。

知識と実践力を身につける
◎各自ゼミに所属し、自分が深めよ
うとする研究領域の手がかりを見
つけ、身につけた基礎知識と研究
方法を活用し、独自の課題に取り
組む。◎「芸術特論」などで、より専
門的な知識や思考法を学びつつ、
「芸術運営の実践」などの科目群を
積極的に活用しながら、知識と実
践を結びつける。

テーマを深化させる
◎卒業論文のテーマを決め、論文
の完成を目指す。◎ゼミを通して
培ってきた専門領域の知識を深
め、これまでに学んだことを総動
員して、大学生活の集大成とする。

1年次 2年次 3年次 4年次

全 学 科 目

学 科 基 礎

学 部 科 目

演習（ゼミ）・卒業論文

4年間の流れ
過去の音楽文化から「現代社会」を考える
担当教員 ： 奥中康人 教授

地方創生の掛け声のもとで ―「Ｂ級グルメ」や「ゆる
キャラ」のように― 音楽を利用するのはもうウンザ
リ。身近な音楽に目を配り、文化や芸術の枠組み自
体を再考してゆくことを目的としています。

現地調査を通じて音楽と社会に向き合う
担当教員 ： 梅田英春 教授

世界中の音楽は社会と深く関わっています。ゼミ生
は民族音楽学の基礎を学んだ後、国内外で音楽に関
するフィールドワークを一人で行い、その成果をもと
に音楽と社会のつながりについて考えます。

残された美術作品に向き合う
担当教員 ： 片桐弥生 教授

日本美術史の基本的な研究方法を、実際に作品をじっ
くり見て、研究論文などを読むことで身につけます。残
された美術作品が制作当時、何を意図して作られ享受
されていたのかを明らかにすることを目指します。

現代芸術・視覚文化への理論的アプローチ
担当教員 ： 谷川真美 教授

多様な形態をみせる現代の芸術や、日常生活をとり
まく様々な視覚文化について、芸術の歴史と思想を
手がかりとしながらその本質について考え、私たち
の生きる現代とはどういうものかを考えます。

文化・芸術活動を担う人々や団体を見る
担当教員 ： 高島知佐子 教授

文化・芸術活動を経営の視点から見ます。フィールド
ワーク（現地調査）を通して、活動内容や活動の背景
をひもときます。また、社会に関する文献を多く読
み、理論と現場から思考力・分析力を養います。

演劇・劇場の学問は現場から生まれる
担当教員 ： 永井聡子 教授

演出理念、空間、運営のメカニズムを分析する力を養
います。帝国劇場、築地小劇場、東京宝塚劇場が海
外の演劇史と作品を革命的に変えたように、観客が
仕上げる演劇の本質を理論と実践から探究します。

西洋の音楽文化・音楽と社会の関係を探る
担当教員 ： 上山典子 教授 

西洋を中心とする音楽文化や、音楽と社会、音楽と
政治、音楽と戦争などをテーマに、基本文献から最
新の論文までを読み、議論を重ねることで、知識と
視野を広げていきます。

博物館・美術館の機能と役割を考える
担当教員 ： 田中裕二 准教授

社会のニーズが多様化し、博物館に求められることも変わ
り、運営には学芸員だけではなく多彩な人材が必要とされ
ています。博物館が直面する現状と課題を認識し、博物館
の最適な運営手法や社会的な役割を考えていきます。

劇作品を内(内容)と外(背景)から考える
担当教員 ： 稲山 玲 講師 

戦後日本の劇作家たちが生み出した作品の中から具
体的な作品を取り上げ、そのテキスト、演出を分析し
ます。加えて、上演当時の社会背景、制作環境を調査
することで総合的に作品を考察します。

舞台芸術創造環境と地域社会に関する研究
担当教員 ： 佐藤良子 准教授 

厳しい課題に直面する地域社会を踏まえ、音楽や舞
台芸術を取り巻く環境・制度をテーマに、フィールド
ワークを交えた質的調査によって実態を把握し、国
や自治体による支援のあり方を考察します。

芸術文化で人々を幸せにする政策の研究
担当教員 ： 片山泰輔 教授

芸術文化は単なる趣味や娯楽ではなく、公益であ
り、人権です。芸術団体や文化施設の課題や、教育
や福祉等、社会の様々な課題を芸術文化によって解
決するための政策のあり方を研究しています。

芸術文化を通して皆が憩える広場を創る
担当教員 ： 南田明美 講師

芸術文化を通して社会的弱者が声をあげやすい場
を創るには、どのような要素が必要なのか。そもそも
芸術文化の力とは何なのか。質的調査を通して、そ
れらの問いを追究していきます。

「理論と現場」を往復しながら
芸術を通して皆が憩える場づくりを考える

フィールドワークの多様さを知り
研究に取り組む意欲が高まった

ゼミ紹介（一例）

ゼミナール（演習）とは

専門科目

■政策とマネジメント

■芸術運営の実践

■文化と芸術

多様な研究領域を持つ専任教員のもとで、自
分の関心に合った領域を学ぶことができます。

全学、学部科目に加え、1年次から専門科
目を履修することができます。

近代日本の音楽文化を振り返り、未来を創造する

「音楽史Ⅱ」

研究対象としての美術作品の見方を実地に学ぶ

「鑑賞と批評Ⅰ・Ⅱ」

公共性を持つ非営利芸術組織のマ
ネジメントであるアートマネジメン
トの各論を学びます。非営利芸術
組織の特徴、および日本のそれら
が持つ課題を踏まえて、課題解決
のために必要となる、より専門的な
領域についての理論的、実践的な
知識を身につけます。

私たちは、当たり前のようにピアノ
やギターの音楽を楽しんでいます
が、それはどのような道筋をたどっ
てきたのでしょう。音楽史Ⅱは、こ
れからの音楽文化を構想・創造す
るために、幕末・明治維新以降150
年間を丁寧に振り返り、再考するこ
とを目的としています。

アートを運営する組織を取り巻く環境を学ぶ

「アートマネジメントA・B」

実際に様々なジャンルの展覧会等
に行き作品を観察することで、作品
についての基本的知識を学ぶとと
もに、どのように作品を見るか実体
験を通して修得します。その作品観
察をもとに思考し記述する力を身
につけるため、見学後は毎回テー
マを設定しレポートを作成します。

芸術文化演習によって獲得した知
識、情報の活用方法を駆使し、自ら
の考えを論理的にまとめます。文
献資料収集、読解、分析をし、これ
に基づいて理論を立てる作業を担
当教員の指導とともに繰り返して
卒業論文を作成します。

【1～4年次／専門科目】

【3・4年次／専門科目】

自らの考えを論理的な文章にまとめる

「卒業論文」【4年次／演習（ゼミ）・卒業論文】

【2～4年次／専門科目】

ゼミ担当教員の声



※学生の学年表記は取材時（2022年度）のものです。 SUAC_040

Faculty of Cultural Policy and M
anagem

ent ／
 Departm

ent of Art M
anagem

ent

文
化
政
策
学
部
／
芸
術
文
化
学
科

SUAC_039

　国
際
文
化
学
科

　芸
術
文
化
学
科

　文
化
政
策
学
科

　デ
ザ
イ
ン
学
科

　キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト

も
っ
と
！
S
U
A
C

16
の
質
問

　文
化・芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

　大
学
院

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
／

支
援
制
度
／
入
試
情
報

国
際
交
流
／
多
文
化・多

言
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

芸術文化学科で学ぶ4年間

3年次前期から始まるゼミナール（演習）は4～15名程
度の共通の関心を持つ学生が集まり、毎週行われる授
業のほか、現場研修や、フィールドワークが企画される
場合があります。担当教員が個別のアドバイスを行
い、4年次には卒業論文の執筆に展開していきます。

ゼミ生の声

須川凜音 芸術文化学科 3年　
岐阜県立加納高校出身

南田明美 講師 　　芸術社会学／アートマネジメント／文化政策論

本ゼミでは、芸術社会学の観点からアートマネジメント・文化政策論を扱います。とりわけ、

市井の人々の声を拾いながら、芸術文化活動を通して「皆が憩える場」「居場所」「心の

安全地帯」を創造していくことについて考察を深めていきます。その際に、「理論と現場」

の往復が欠かせません。理論では、現代社会問題に関する文献を輪読します。一方、フィ

ールドワークでは、ゼミ生の興味関心を尊重しながら、社会包摂に取り組む公立文化施

設、アートNPO法人、地域社会を訪れ、感性を育成し、現場を「翻訳」する力を養います。

ホスピタルアート活動に参加していることもあり、社会包摂をテーマにアート活

動を研究できる南田ゼミを選びました。高齢者施設に音楽療法を導入すること

で、ケアラーにどの様な変化がみられるかを研究するために、フィールドワーク

に向けて様々な文献を読み、課題を見つけ出しながら入念に準備しています。

ゼミを通して、自分の考えを上手く言語化し、伝える力も養っていきたいです。

ゼミ（卒業研究演習一覧）

開講科目例

新しい視点の開拓
◎芸術文化を多様な側面から捉
え、アカデミックな見方の可能性を
体感する。◎1年次から多くの専
門科目を開放。◎興味のある分野
から、自分なりの新しい視点を開
拓する、大学生としての学習をス
タート。

芸術を多角的に捉える
◎諸芸術に関する基礎理論の充
実。◎芸術を支える様々な条件や
環境を、人文科学的な観点からだ
けでなく、社会科学的な視点からも
捉える力を養う。◎「芸術文化基
礎」で、自分がこれから関心を深め
ていく領域と濃密に向き合い、確信
を持ってアプローチする力を養う。

知識と実践力を身につける
◎各自ゼミに所属し、自分が深めよ
うとする研究領域の手がかりを見
つけ、身につけた基礎知識と研究
方法を活用し、独自の課題に取り
組む。◎「芸術特論」などで、より専
門的な知識や思考法を学びつつ、
「芸術運営の実践」などの科目群を
積極的に活用しながら、知識と実
践を結びつける。

テーマを深化させる
◎卒業論文のテーマを決め、論文
の完成を目指す。◎ゼミを通して
培ってきた専門領域の知識を深
め、これまでに学んだことを総動
員して、大学生活の集大成とする。

1年次 2年次 3年次 4年次

全 学 科 目

学 科 基 礎

学 部 科 目

演習（ゼミ）・卒業論文

4年間の流れ
過去の音楽文化から「現代社会」を考える
担当教員 ： 奥中康人 教授

地方創生の掛け声のもとで ―「Ｂ級グルメ」や「ゆる
キャラ」のように― 音楽を利用するのはもうウンザ
リ。身近な音楽に目を配り、文化や芸術の枠組み自
体を再考してゆくことを目的としています。

現地調査を通じて音楽と社会に向き合う
担当教員 ： 梅田英春 教授

世界中の音楽は社会と深く関わっています。ゼミ生
は民族音楽学の基礎を学んだ後、国内外で音楽に関
するフィールドワークを一人で行い、その成果をもと
に音楽と社会のつながりについて考えます。

残された美術作品に向き合う
担当教員 ： 片桐弥生 教授

日本美術史の基本的な研究方法を、実際に作品をじっ
くり見て、研究論文などを読むことで身につけます。残
された美術作品が制作当時、何を意図して作られ享受
されていたのかを明らかにすることを目指します。

現代芸術・視覚文化への理論的アプローチ
担当教員 ： 谷川真美 教授

多様な形態をみせる現代の芸術や、日常生活をとり
まく様々な視覚文化について、芸術の歴史と思想を
手がかりとしながらその本質について考え、私たち
の生きる現代とはどういうものかを考えます。

文化・芸術活動を担う人々や団体を見る
担当教員 ： 高島知佐子 教授

文化・芸術活動を経営の視点から見ます。フィールド
ワーク（現地調査）を通して、活動内容や活動の背景
をひもときます。また、社会に関する文献を多く読
み、理論と現場から思考力・分析力を養います。

演劇・劇場の学問は現場から生まれる
担当教員 ： 永井聡子 教授

演出理念、空間、運営のメカニズムを分析する力を養
います。帝国劇場、築地小劇場、東京宝塚劇場が海
外の演劇史と作品を革命的に変えたように、観客が
仕上げる演劇の本質を理論と実践から探究します。

西洋の音楽文化・音楽と社会の関係を探る
担当教員 ： 上山典子 教授 

西洋を中心とする音楽文化や、音楽と社会、音楽と
政治、音楽と戦争などをテーマに、基本文献から最
新の論文までを読み、議論を重ねることで、知識と
視野を広げていきます。

博物館・美術館の機能と役割を考える
担当教員 ： 田中裕二 准教授

社会のニーズが多様化し、博物館に求められることも変わ
り、運営には学芸員だけではなく多彩な人材が必要とされ
ています。博物館が直面する現状と課題を認識し、博物館
の最適な運営手法や社会的な役割を考えていきます。

劇作品を内(内容)と外(背景)から考える
担当教員 ： 稲山 玲 講師 

戦後日本の劇作家たちが生み出した作品の中から具
体的な作品を取り上げ、そのテキスト、演出を分析し
ます。加えて、上演当時の社会背景、制作環境を調査
することで総合的に作品を考察します。

舞台芸術創造環境と地域社会に関する研究
担当教員 ： 佐藤良子 准教授 

厳しい課題に直面する地域社会を踏まえ、音楽や舞
台芸術を取り巻く環境・制度をテーマに、フィールド
ワークを交えた質的調査によって実態を把握し、国
や自治体による支援のあり方を考察します。

芸術文化で人々を幸せにする政策の研究
担当教員 ： 片山泰輔 教授

芸術文化は単なる趣味や娯楽ではなく、公益であ
り、人権です。芸術団体や文化施設の課題や、教育
や福祉等、社会の様々な課題を芸術文化によって解
決するための政策のあり方を研究しています。

芸術文化を通して皆が憩える広場を創る
担当教員 ： 南田明美 講師

芸術文化を通して社会的弱者が声をあげやすい場
を創るには、どのような要素が必要なのか。そもそも
芸術文化の力とは何なのか。質的調査を通して、そ
れらの問いを追究していきます。

「理論と現場」を往復しながら
芸術を通して皆が憩える場づくりを考える

フィールドワークの多様さを知り
研究に取り組む意欲が高まった

ゼミ紹介（一例）

ゼミナール（演習）とは

専門科目

■政策とマネジメント

■芸術運営の実践

■文化と芸術

多様な研究領域を持つ専任教員のもとで、自
分の関心に合った領域を学ぶことができます。

全学、学部科目に加え、1年次から専門科
目を履修することができます。

近代日本の音楽文化を振り返り、未来を創造する

「音楽史Ⅱ」

研究対象としての美術作品の見方を実地に学ぶ

「鑑賞と批評Ⅰ・Ⅱ」

公共性を持つ非営利芸術組織のマ
ネジメントであるアートマネジメン
トの各論を学びます。非営利芸術
組織の特徴、および日本のそれら
が持つ課題を踏まえて、課題解決
のために必要となる、より専門的な
領域についての理論的、実践的な
知識を身につけます。

私たちは、当たり前のようにピアノ
やギターの音楽を楽しんでいます
が、それはどのような道筋をたどっ
てきたのでしょう。音楽史Ⅱは、こ
れからの音楽文化を構想・創造す
るために、幕末・明治維新以降150
年間を丁寧に振り返り、再考するこ
とを目的としています。

アートを運営する組織を取り巻く環境を学ぶ

「アートマネジメントA・B」

実際に様々なジャンルの展覧会等
に行き作品を観察することで、作品
についての基本的知識を学ぶとと
もに、どのように作品を見るか実体
験を通して修得します。その作品観
察をもとに思考し記述する力を身
につけるため、見学後は毎回テー
マを設定しレポートを作成します。

芸術文化演習によって獲得した知
識、情報の活用方法を駆使し、自ら
の考えを論理的にまとめます。文
献資料収集、読解、分析をし、これ
に基づいて理論を立てる作業を担
当教員の指導とともに繰り返して
卒業論文を作成します。

【1～4年次／専門科目】

【3・4年次／専門科目】

自らの考えを論理的な文章にまとめる

「卒業論文」【4年次／演習（ゼミ）・卒業論文】

【2～4年次／専門科目】

ゼミ担当教員の声



※学生の学年表記は取材時（2022年度）のものです。 SUAC_042

Faculty of Cultural Policy and M
anagem

ent ／
 Departm

ent of Art M
anagem

ent

文
化
政
策
学
部
／
芸
術
文
化
学
科

SUAC_041

　国
際
文
化
学
科

　芸
術
文
化
学
科

　文
化
政
策
学
科

　デ
ザ
イ
ン
学
科

　キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト

も
っ
と
！
S
U
A
C

16
の
質
問

　文
化・芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

　大
学
院

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
／

支
援
制
度
／
入
試
情
報

国
際
交
流
／
多
文
化・多

言
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

高校卒業後、社会人として働きながら地元の劇団で演出や音

響を学んでいましたが、劇団の運営や財政面に様々な問題を

感じ、その分野を学ぶならSUACしかないと思い進学しまし

た。本学科は、芸術文化に関心がある人にはワクワクする授業

ばかりで、演劇や美術、アートマネジメントなど幅広く学べま

す。芸術文化を享受する上での地方と都会の地域格差や社会

的包摂についてなど、社会と芸術の関係について深く考え、学

ぶ日々です。今、力を入れているのは子どもたちに向けたワー

クショップを考えること。文化に触れたり楽しんだりするきっか

けになればと、自分なりの小さな社会運動として取り組んでい

ます。SUACは先生方との距離や、地域の方たちとの距離が近

いので、やりたいことや考えていることを伝えやすく、実行に

移しやすいのも魅力です。恵まれた環境下で、自分の好きなこ

とを全力で好きでありつつ、その周りの芸術まで調べ尽くすこ

とを大切に、大学最後の1年間、学べば学ぶほど広がる世界を

楽しんでいきます。

もともと音楽や絵を描くことが好きだったこともあり、芸術文化

の歴史やそれを支える社会の仕組みを学びたいと思い、本学科

を選びました。印象に残っているのは、障がい者アートを取り上

げた授業。美しさや楽しさだけでなく、その裏にあるものを考察

することで、芸術と生の強い結びつきについて深く学ぶことがで

きました。一人ひとりの生き方を尊重する多文化共生や多様性

の考え方も、SUACだからこそ身についたと思います。1年次

に、地域連携授業でHAPS（ホスピタルアートプロジェクトしずお

か）の活動に参加し、病院で過ごす子どもたちと星のランプをつ

くるワークショップを体験。その時、星に関する絵本に出会ったこ

とで出版社を志すようになり、就職につなげることができました。

卒業後は、本と人をつなぐ架け橋になりたいと思っています。コ

ロナ禍の学生生活の中で、放送部の部長として仲間みんなでや

り遂げたオープンキャンパスの放送は、最高の思い出です。大好

きなSUACで、あなたも大切なものを見つけてください。

芸術文化学科 4年  広島県立尾道東高校出身

吉原美優   YOSHIHARA Miyu

芸術文化の学びにも
多文化共生の視点を。
SUACならではアプローチ

芸術文化学科の知と実践の力在学生の声

卒業生の主な進路 （抜粋）

　　　　    青春=放送部の日々。
ドキュメント番組の制作等で全国
大会に出場。声を通して支えること
を経験

　　　　 放送部の部長としてオー
プンキャンパスを開催、仲間と協力
して生配信をやり遂げる

　　　　地域連携授業でHAPSの
活動に参加。病院で過ごす子ども
たちにワークショップを開催 

3年次

　　　    仲間や先生のサポートを受
けつつ就職活動。卒業論文に取り組む
4年次

　　　    株式会社アリス館進路

1年次

　　　　コロナ禍での学生生活。ア
ルバイトや趣味（ギター演奏）、資格
取得に力を入れた

2年次

芸術文化学科 3年  島根県立松江工業高校出身

福井健吾   FUKUI Kengo

　　　　　    企業で働きながら
地元の劇団に所属し、演出や音響
を学ぶうちに劇団の運営に興味を
持ち、進学を考える

　　　　「とよはし芸術劇場PLAT」
でアルバイト。ゼミの研究テーマと
して伝統芸能にたどり着く

　　　　前期はオンライン授業。
浜松の商店街のスペースで展覧
会を企画する

3年次

　　　   演劇サークルを立ち上げ
る。京都国際舞台芸術祭にインター
ンシップで参加

2年次

1年次

高校卒業後

（株）エスピーエスたくみ

（株）共立ファシリティ・マネージメント

（株）ケイミックスパブリックビジネス

サントリーパブリシティサービス（株）

（株）シグマコミュニケーションズ

（株）宝塚舞台

（株）博多座

（株）若尾綜合舞台

磐田市香りの博物館

小泉八雲記念館

（独）日本芸術文化振興会

（公財）静岡県文化財団
（公財）三重県文化振興事業団

（公財）静岡市文化振興財団

（公財）浜松市文化振興財団

（公財）名古屋市文化振興事業団

（公財）しまね文化振興財団

（公財）豊橋文化振興財団

（公財）横浜市芸術文化振興財団

（公財）平野美術館

人形劇団むすび座

（有）劇団かかし座

静岡県庁（行政・警察行政）

掛川市役所

静岡市役所

浜松市役所

岐阜市役所

江南市役所

豊橋市役所

福知山市役所

松本市役所

三島市役所

（株）キョードー東京

（株）ＳＢＳプロモーション

（株）ＳＢＳメディアビジョン

（株）静岡新聞社

静岡放送（株）

（株）テレビ山梨

浜松ケーブルテレビ（株）

（株）ピーエーシー

文化財団・文化施設など

マスコミ・広告

公務

（株）アプライズ

スズキ（株）

（株）石舟庵

チャコット（株）

（株）デンソー

浜名湖電装（株）

矢崎総業（株）

（株）ヤタロー

製造業

あいち中央農業協同組合

遠州中央農業協同組合

静銀ティーエム証券（株）

静岡県信用保証協会

（株）静岡銀行

（株）清水銀行

（株）常陽銀行

第一生命保険（株）

（株）徳島大正銀行

日本生命保険（相）

浜松磐田信用金庫
山梨信用金庫

天方産業（株）

（株）安心堂

資生堂販売（株）

（株）ハンズ

ネッツトヨタ静浜（株）

（株）ヤマハミュージック東海

遠州鉄道（株）

近畿日本鉄道（株）

中部国際空港旅客サービス（株）

鈴与（株）

（株）TOKAIホールディングス

サーラエナジー（株）

金融・保険業

ガス・運輸・旅行業

卸売・小売業

（株）アリス館

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株）

国立大学法人静岡大学（職員）

（一財）静岡県建築住宅
まちづくりセンター

（株）秀英予備校

（株）全国商店街支援センター

（株）スペース

（株）丹青ディスプレイ

デジタルハリウッド（株）

テレビ静岡システムクリエイツ（株）

（株）ドリームプラザ

日本郵政（株）

LEGOLAND Japan（同）

（株）墨仁堂

サービス業・その他

静岡大学

静岡文化芸術大学

成城大学

立命館大学

大学院進学

高3のとき

＜学科基礎＞

芸術表現
バリ島の伝統音楽ガムランの実習の中では伝統舞

踊も学びます。音楽と舞踊は密接に関係しているこ

とを身をもって知るためです。それだけではなく、音楽

や舞踊の多様性、文化相対主義を学ぶことにもつ

ながります。

■ 担当教員…梅田英春 教授

アートマネジメントの根幹をなす劇場（ホール）プロ

デュースを、劇場見学や企画・制作の実践を通して

学び、劇場における諸問題を考察していきます。

■ 担当教員…永井聡子 教授

＜芸術運営の実践＞

劇場プロデュース論

卒業論文発表会
卒業研究の成果を発表するため、毎年論文の発

表会を開催しています。2022年度は9本の発表

が行われました。卒業生も、新年度入学予定者も

集まって、「ゲイブン」での学びの集大成に接する

機会となります。

興味が広がる授業ばかり。
芸術や社会に対する
解像度があがった

就職データ

金融・保険業
不動産業

サービス業
（情報サービス・広告
・ホテルなど）

非営利団体・宗教

公務

製造業

小売業

運輸・通信業

卸売業

（2022年度実績）

製造業　…6%
運輸・通信業　…2%
卸売業　…2%
小売業　…20%
金融・保険業　…14%
不動産業　…4%
サービス業（情報サービス・広告・ホテルなど） 

公務　…8%
非営利団体・宗教　…8%

…35%
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高校卒業後、社会人として働きながら地元の劇団で演出や音

響を学んでいましたが、劇団の運営や財政面に様々な問題を

感じ、その分野を学ぶならSUACしかないと思い進学しまし

た。本学科は、芸術文化に関心がある人にはワクワクする授業

ばかりで、演劇や美術、アートマネジメントなど幅広く学べま

す。芸術文化を享受する上での地方と都会の地域格差や社会

的包摂についてなど、社会と芸術の関係について深く考え、学

ぶ日々です。今、力を入れているのは子どもたちに向けたワー

クショップを考えること。文化に触れたり楽しんだりするきっか

けになればと、自分なりの小さな社会運動として取り組んでい

ます。SUACは先生方との距離や、地域の方たちとの距離が近

いので、やりたいことや考えていることを伝えやすく、実行に

移しやすいのも魅力です。恵まれた環境下で、自分の好きなこ

とを全力で好きでありつつ、その周りの芸術まで調べ尽くすこ

とを大切に、大学最後の1年間、学べば学ぶほど広がる世界を

楽しんでいきます。

もともと音楽や絵を描くことが好きだったこともあり、芸術文化

の歴史やそれを支える社会の仕組みを学びたいと思い、本学科

を選びました。印象に残っているのは、障がい者アートを取り上

げた授業。美しさや楽しさだけでなく、その裏にあるものを考察

することで、芸術と生の強い結びつきについて深く学ぶことがで

きました。一人ひとりの生き方を尊重する多文化共生や多様性

の考え方も、SUACだからこそ身についたと思います。1年次

に、地域連携授業でHAPS（ホスピタルアートプロジェクトしずお

か）の活動に参加し、病院で過ごす子どもたちと星のランプをつ

くるワークショップを体験。その時、星に関する絵本に出会ったこ

とで出版社を志すようになり、就職につなげることができました。

卒業後は、本と人をつなぐ架け橋になりたいと思っています。コ

ロナ禍の学生生活の中で、放送部の部長として仲間みんなでや

り遂げたオープンキャンパスの放送は、最高の思い出です。大好

きなSUACで、あなたも大切なものを見つけてください。

芸術文化学科 4年  広島県立尾道東高校出身

吉原美優   YOSHIHARA Miyu

芸術文化の学びにも
多文化共生の視点を。
SUACならではアプローチ

芸術文化学科の知と実践の力在学生の声

卒業生の主な進路 （抜粋）

　　　　    青春=放送部の日々。
ドキュメント番組の制作等で全国
大会に出場。声を通して支えること
を経験

　　　　 放送部の部長としてオー
プンキャンパスを開催、仲間と協力
して生配信をやり遂げる

　　　　地域連携授業でHAPSの
活動に参加。病院で過ごす子ども
たちにワークショップを開催 

3年次

　　　    仲間や先生のサポートを受
けつつ就職活動。卒業論文に取り組む
4年次

　　　    株式会社アリス館進路

1年次

　　　　コロナ禍での学生生活。ア
ルバイトや趣味（ギター演奏）、資格
取得に力を入れた

2年次

芸術文化学科 3年  島根県立松江工業高校出身

福井健吾   FUKUI Kengo

　　　　　    企業で働きながら
地元の劇団に所属し、演出や音響
を学ぶうちに劇団の運営に興味を
持ち、進学を考える

　　　　「とよはし芸術劇場PLAT」
でアルバイト。ゼミの研究テーマと
して伝統芸能にたどり着く

　　　　前期はオンライン授業。
浜松の商店街のスペースで展覧
会を企画する

3年次

　　　   演劇サークルを立ち上げ
る。京都国際舞台芸術祭にインター
ンシップで参加

2年次

1年次

高校卒業後

（株）エスピーエスたくみ

（株）共立ファシリティ・マネージメント

（株）ケイミックスパブリックビジネス

サントリーパブリシティサービス（株）

（株）シグマコミュニケーションズ

（株）宝塚舞台

（株）博多座

（株）若尾綜合舞台

磐田市香りの博物館

小泉八雲記念館

（独）日本芸術文化振興会

（公財）静岡県文化財団
（公財）三重県文化振興事業団

（公財）静岡市文化振興財団

（公財）浜松市文化振興財団

（公財）名古屋市文化振興事業団

（公財）しまね文化振興財団

（公財）豊橋文化振興財団

（公財）横浜市芸術文化振興財団

（公財）平野美術館

人形劇団むすび座

（有）劇団かかし座

静岡県庁（行政・警察行政）

掛川市役所

静岡市役所

浜松市役所

岐阜市役所

江南市役所

豊橋市役所

福知山市役所

松本市役所

三島市役所

（株）キョードー東京

（株）ＳＢＳプロモーション

（株）ＳＢＳメディアビジョン

（株）静岡新聞社

静岡放送（株）

（株）テレビ山梨

浜松ケーブルテレビ（株）

（株）ピーエーシー

文化財団・文化施設など

マスコミ・広告

公務

（株）アプライズ

スズキ（株）

（株）石舟庵

チャコット（株）

（株）デンソー

浜名湖電装（株）

矢崎総業（株）

（株）ヤタロー

製造業

あいち中央農業協同組合

遠州中央農業協同組合

静銀ティーエム証券（株）

静岡県信用保証協会

（株）静岡銀行

（株）清水銀行

（株）常陽銀行

第一生命保険（株）

（株）徳島大正銀行

日本生命保険（相）

浜松磐田信用金庫
山梨信用金庫

天方産業（株）

（株）安心堂

資生堂販売（株）

（株）ハンズ

ネッツトヨタ静浜（株）

（株）ヤマハミュージック東海

遠州鉄道（株）

近畿日本鉄道（株）

中部国際空港旅客サービス（株）

鈴与（株）

（株）TOKAIホールディングス

サーラエナジー（株）

金融・保険業

ガス・運輸・旅行業

卸売・小売業

（株）アリス館

エヌ・ティ・ティ・システム開発（株）

国立大学法人静岡大学（職員）

（一財）静岡県建築住宅
まちづくりセンター

（株）秀英予備校

（株）全国商店街支援センター

（株）スペース

（株）丹青ディスプレイ

デジタルハリウッド（株）

テレビ静岡システムクリエイツ（株）

（株）ドリームプラザ

日本郵政（株）

LEGOLAND Japan（同）

（株）墨仁堂

サービス業・その他

静岡大学

静岡文化芸術大学

成城大学

立命館大学

大学院進学

高3のとき

＜学科基礎＞

芸術表現
バリ島の伝統音楽ガムランの実習の中では伝統舞

踊も学びます。音楽と舞踊は密接に関係しているこ

とを身をもって知るためです。それだけではなく、音楽

や舞踊の多様性、文化相対主義を学ぶことにもつ

ながります。

■ 担当教員…梅田英春 教授

アートマネジメントの根幹をなす劇場（ホール）プロ

デュースを、劇場見学や企画・制作の実践を通して

学び、劇場における諸問題を考察していきます。

■ 担当教員…永井聡子 教授

＜芸術運営の実践＞

劇場プロデュース論

卒業論文発表会
卒業研究の成果を発表するため、毎年論文の発

表会を開催しています。2022年度は9本の発表

が行われました。卒業生も、新年度入学予定者も

集まって、「ゲイブン」での学びの集大成に接する

機会となります。

興味が広がる授業ばかり。
芸術や社会に対する
解像度があがった

就職データ

金融・保険業
不動産業

サービス業
（情報サービス・広告
・ホテルなど）

非営利団体・宗教

公務

製造業

小売業

運輸・通信業

卸売業

（2022年度実績）

製造業　…6%
運輸・通信業　…2%
卸売業　…2%
小売業　…20%
金融・保険業　…14%
不動産業　…4%
サービス業（情報サービス・広告・ホテルなど） 

公務　…8%
非営利団体・宗教　…8%

…35%
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世界と日本をつなぎ、観光立国を目指す時代へ。
新しい学問領域から、次世代の人材を育成します。
世界中の人々が、魅力的な出会いを求めて旅をする観光のグローバル化が進む中、観光は日本や地域の経

済を活性化させる重要な成長分野になっています。そのような社会に求められているのは、文明という広い

視野から観光というものの持つ創造力を捉えようとする新しい学問領域です。本コースは、その知見に基づ

いて、新たな観光資源の発掘や文化・芸術を活用した観光事業の開発に携わる人材の育成を目指します。

文化政策学部 3学科共通 ： 国際文化学科／文化政策学科／芸術文化学科

文明観光学コース

コースの仕組み
本コースは、文化政策学部の3学科すべての学生が履修するこ
とができます。

◎1年次のガイダンスで、カリキュラム（必修・選択科目、ゼミ選択
　など）についての説明を受け、該当する科目を1～2年次の間
　に履修します。

◎2年次に、ゼミ説明会や面談などを経た上で、文明観光学ゼミ
　を選択します（一定の定員があります）。

◎3年次から、文明観光学コース専任教員によるゼミに所属し、
　卒業研究の指導を受けます。

◎文明観光学コースを履修した学生は、文化政策学部各学科の卒
　業証書に加え、文明観光学コースの修了証を取得します。

目指す人物像
新しい観光資源の発掘
◎名所・旧跡や食・温泉などの観光資源に加え、文化遺産や産
　業遺産、芸術文化活動など、新しい観光資源の発掘を担え
　る人材を育成します。

観光分野における地域活性化
◎静岡県内を中心に行うフィールドワークの体験を活かし、地場産
　業や伝統文化を踏まえて、観光分野における地域活性化を推進
　できる人材を育成します。

グローバルな視野による貢献
◎実践的な外国語能力と文化・芸術分野の実務能力を備え、
　グローバルな視野から地域の観光産業に貢献できる人材を
　育成します。

文化政策学科 芸術文化学科国際文化学科

文 明 観 光 学コース

ゼミ（卒業研究演習）

Civilizations and Tourism Studies Course

写真 ： 静岡県観光協会

開講科目例

文明と観光

■担当教員…横山俊夫 学長 ほか   ■開講年次…1年次前期

観光学概論観光地理学

文明観光学コースの基礎となる必修科目です。まず
「文明」と「観光」の概念が多様であることを示し
て、その上で、現代の世界や日本の諸地域に望まし
い「文明」を考えつつ、「観光」について考えます。

世界と日本における観光の発祥から、団体旅行など
のマスツーリズムへの発展と課題、その後のオルタ
ナティブ・ツーリズムやサステイナブル・ツーリズ
ムへの展開など、観光の歴史的潮流を広い視野から
学びます。

自然環境と社会の関係を解く地理学の視点から、観
光について考えます。特に、異なる文化圏の人々が
交流し交易した、日本の東海道、ユーラシアのシル
クロードなどの街道を取り上げ、観光資源としての
魅力を探ります。

■担当教員…青木 健 教授　■開講年次…2年次後期 ■担当教員…宮崎千穂 准教授　■開講年次…1年次前期

コース選択・履修の流れ

観光関連産業
（企画、開発部門、通訳）

官公庁、自治体
（観光、企画、広報部門）

劇場、美術館・博物館、文化施設、NPO等
（企画、広報部門）

国際文化学科 文化政策学科 芸術文化学科

【必修科目】
観光学概論／観光社会学／グローバル観光論／観光地理学／観光ビジネス論

全学科目

卒業研究

想定される卒業後
の進路

学部科目

【選択科目】
日本文化史／西欧・北米文化論／

韓国社会文化論／中国の社会と文化／
 東南アジアの文化と社会A・B／

ルネサンス文化史／フランス文化論／
国際紛争論／英語上級観光英語

【必修科目】
多文化とエスニシティ／

文化交流論

【必修科目】
産業遺産と産業史／

地域観光論

【必修科目】
文化財保護政策／

文化施設の管理と運営

【選択科目】
人文地理学／地誌学／

情報システム論／広報・広告論／
マーケティング論／地域計画論／ 
メディア文化論／創造都市論

【選択科目】
文化政策概論／音楽文化論／演劇文化論／視覚芸術論／非営利セクターの経営／

都市経営論／アートマネジメント概論／NPO・NGO論／テキスタイル概論／日本伝統建築

【選択科目】
音楽史I・II／演劇史I・II／

美術史（西洋）・（日本・東洋）I・II／
現代美術論A

下記で示す科目以外に、学部卒業要件に必要な科目や、関心や卒業研究のテーマに応じた科目を履修することができます。
カリキュラムの詳細はp098をご覧ください。

【選択科目】
宗教学／文学／現代の国際社会／日本文化論／文化人類学

文化政策学部卒業・文明観光学コース修了

学科科目

【必修科目】
文明と観光／ユーラシア文明論／静岡学／地域連携演習A・B

【必修科目】
文明観光学演習Ⅰ～Ⅳ／卒業論文

※地域連携演習の中から、文明観光学コース指定の実習を含むプログラムを履修します。

所属ゼミ希望提出（文明観光学コースゼミから選択）

明の根源を探って光を観る
担当教員 ： 青木 健  教授

人類最古の文明を築いた西アジアに焦点を当てつ
つ、ユーラシア規模での文明の交流を概観し、21
世紀の人類が如何にしてそこに光を見出すかを考
察します。

しなやかな人文知で文明観光を模索する
担当教員 ： 宮崎千穂  准教授

旅・移動と異文化接触により生じる医学衛生やジェ
ンダー等の社会的問題、文化・芸術の交流につい
て、歴史学的に研究しています。



SUAC_044

Faculty of Cultural Policy and M
anagem

ent  ／
 Civilizations and Tourism

 Studies Course

文
化
政
策
学
部
／
文
明
観
光
学
コ
ー
ス

SUAC_043

　国
際
文
化
学
科

　文
化
政
策
学
科

　芸
術
文
化
学
科

　デ
ザ
イ
ン
学
科

　キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト

も
っ
と
！
S
U
A
C

16
の
質
問

　文
化・芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

　大
学
院

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
／

支
援
制
度
／
入
試
情
報

国
際
交
流
／
多
文
化・多

言
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

世界と日本をつなぎ、観光立国を目指す時代へ。
新しい学問領域から、次世代の人材を育成します。
世界中の人々が、魅力的な出会いを求めて旅をする観光のグローバル化が進む中、観光は日本や地域の経

済を活性化させる重要な成長分野になっています。そのような社会に求められているのは、文明という広い

視野から観光というものの持つ創造力を捉えようとする新しい学問領域です。本コースは、その知見に基づ

いて、新たな観光資源の発掘や文化・芸術を活用した観光事業の開発に携わる人材の育成を目指します。

文化政策学部 3学科共通 ： 国際文化学科／文化政策学科／芸術文化学科

文明観光学コース

コースの仕組み
本コースは、文化政策学部の3学科すべての学生が履修するこ
とができます。

◎1年次のガイダンスで、カリキュラム（必修・選択科目、ゼミ選択
　など）についての説明を受け、該当する科目を1～2年次の間
　に履修します。

◎2年次に、ゼミ説明会や面談などを経た上で、文明観光学ゼミ
　を選択します（一定の定員があります）。

◎3年次から、文明観光学コース専任教員によるゼミに所属し、
　卒業研究の指導を受けます。

◎文明観光学コースを履修した学生は、文化政策学部各学科の卒
　業証書に加え、文明観光学コースの修了証を取得します。

目指す人物像
新しい観光資源の発掘
◎名所・旧跡や食・温泉などの観光資源に加え、文化遺産や産
　業遺産、芸術文化活動など、新しい観光資源の発掘を担え
　る人材を育成します。

観光分野における地域活性化
◎静岡県内を中心に行うフィールドワークの体験を活かし、地場産
　業や伝統文化を踏まえて、観光分野における地域活性化を推進
　できる人材を育成します。

グローバルな視野による貢献
◎実践的な外国語能力と文化・芸術分野の実務能力を備え、
　グローバルな視野から地域の観光産業に貢献できる人材を
　育成します。

文化政策学科 芸術文化学科国際文化学科

文 明 観 光 学コース

ゼミ（卒業研究演習）

Civilizations and Tourism Studies Course

写真 ： 静岡県観光協会

開講科目例

文明と観光

■担当教員…横山俊夫 学長 ほか   ■開講年次…1年次前期

観光学概論観光地理学

文明観光学コースの基礎となる必修科目です。まず
「文明」と「観光」の概念が多様であることを示し
て、その上で、現代の世界や日本の諸地域に望まし
い「文明」を考えつつ、「観光」について考えます。

世界と日本における観光の発祥から、団体旅行など
のマスツーリズムへの発展と課題、その後のオルタ
ナティブ・ツーリズムやサステイナブル・ツーリズ
ムへの展開など、観光の歴史的潮流を広い視野から
学びます。

自然環境と社会の関係を解く地理学の視点から、観
光について考えます。特に、異なる文化圏の人々が
交流し交易した、日本の東海道、ユーラシアのシル
クロードなどの街道を取り上げ、観光資源としての
魅力を探ります。

■担当教員…青木 健 教授　■開講年次…2年次後期 ■担当教員…宮崎千穂 准教授　■開講年次…1年次前期

コース選択・履修の流れ

観光関連産業
（企画、開発部門、通訳）

官公庁、自治体
（観光、企画、広報部門）

劇場、美術館・博物館、文化施設、NPO等
（企画、広報部門）

国際文化学科 文化政策学科 芸術文化学科

【必修科目】
観光学概論／観光社会学／グローバル観光論／観光地理学／観光ビジネス論

全学科目

卒業研究

想定される卒業後
の進路

学部科目

【選択科目】
日本文化史／西欧・北米文化論／

韓国社会文化論／中国の社会と文化／
 東南アジアの文化と社会A・B／

ルネサンス文化史／フランス文化論／
国際紛争論／英語上級観光英語

【必修科目】
多文化とエスニシティ／

文化交流論

【必修科目】
産業遺産と産業史／

地域観光論

【必修科目】
文化財保護政策／

文化施設の管理と運営

【選択科目】
人文地理学／地誌学／

情報システム論／広報・広告論／
マーケティング論／地域計画論／ 
メディア文化論／創造都市論

【選択科目】
文化政策概論／音楽文化論／演劇文化論／視覚芸術論／非営利セクターの経営／

都市経営論／アートマネジメント概論／NPO・NGO論／テキスタイル概論／日本伝統建築

【選択科目】
音楽史I・II／演劇史I・II／

美術史（西洋）・（日本・東洋）I・II／
現代美術論A

下記で示す科目以外に、学部卒業要件に必要な科目や、関心や卒業研究のテーマに応じた科目を履修することができます。
カリキュラムの詳細はp098をご覧ください。

【選択科目】
宗教学／文学／現代の国際社会／日本文化論／文化人類学

文化政策学部卒業・文明観光学コース修了

学科科目

【必修科目】
文明と観光／ユーラシア文明論／静岡学／地域連携演習A・B

【必修科目】
文明観光学演習Ⅰ～Ⅳ／卒業論文

※地域連携演習の中から、文明観光学コース指定の実習を含むプログラムを履修します。

所属ゼミ希望提出（文明観光学コースゼミから選択）

明の根源を探って光を観る
担当教員 ： 青木 健  教授

人類最古の文明を築いた西アジアに焦点を当てつ
つ、ユーラシア規模での文明の交流を概観し、21
世紀の人類が如何にしてそこに光を見出すかを考
察します。

しなやかな人文知で文明観光を模索する
担当教員 ： 宮崎千穂  准教授

旅・移動と異文化接触により生じる医学衛生やジェ
ンダー等の社会的問題、文化・芸術の交流につい
て、歴史学的に研究しています。
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文化政策学科 芸術文化学科国 際 文 化 学 科

イギリス口承文芸
教授

美濃部 京子  MINOBE Kyoko

英語で伝承された昔
話や伝説などを研究し
ています。世界の類話
の比較もしています。

日本近現代史
教授

水谷  悟  MIZUTANI Satoru

専門は日本近現代史
です。明治・大正・昭
和期の雑誌による思
想運動を、政治・メディ
ア・地域等に注目して
研究しています。

国際協力／
ＮＧＯ・ＮＰＯ

教授／多文化・多言語
教育研究センター長

下澤  嶽  SHIMOSAWA Takashi

国際協力、ＮＧＯやＮ
ＰＯの未来社会にお
ける役割、可能性に
ついて一緒に考えて
いきたいと思います。

イタリア語／
イタリア文化

教授

武田  好  TAKEDA Yoshimi

研究対象はイタリア
語・イタリア文化です。
ルネサンス期から近
現代に至る文化を個
人と国家との関わりか
ら考えていきます。

中国経済／
開発経済学

教授

兪  嶸  YU Rong

中国の格差問題、財
政制度について研究
しています。特に、経
済成長と格差の関係
に関心があります。

開発人類学／
環境と開発

准教授

武田  淳  TAKEDA Jun

フェアトレードや観光を
切り口に、開発途上
国の貧困や環境問題
を研究しています。現
場の視点から「地域の
発展」を考えましょう。

西洋史
教授

永井 敦子 NAGAI Atsuko

近世フランスの都市文
化を研究し、講義では
西洋近代文明にも触
れます。ゼミでは外国語
文献を使って西洋の歴
史と文化を考察します。

韓国文化／韓国語
教授

林  在圭  LIM Jaegyu

専門は韓国文化・韓
国語で、特に日本や
韓国の村落社会を対
象とした伝統的・基層
的な生活文化を研究
しています。

宗教学／
西アジア文明

教授

青木 健  AOKI Takeshi

古代オリエントからイス
ラーム期にかけての西
アジアの宗教を研究
しています。特に、古
代ペルシアのゾロアス
ター教が専門です。

中東北部と旧ソ連の
境界地域史

准教授

徳増 克己 TOKUMASU Katsumi

主に「アゼルバイジャン
人」等の民族形成の過
程を研究しています。
ゼミでは内外の文献を
通して近代以降の中東
について考えます。

国際関係論
准教授

西脇 靖洋 NISHIWAKI Yasuhiro

主としてEU（欧州連
合）を事例とした地域
統合や、ポルトガルを
中心とした南欧諸国
の政治外交について
研究しています。

フランス文学／
視覚文化論

講師

中田 健太郎  NAKATA Kentaro

フランスで始まったシ
ュルレアリスム運動
について、またシュル
レアリスム以降の視
覚文化について研究
をしています。

旅と病の歴史／
日本とシルクロード

准教授

宮崎 千穂  MIYAZAKI Chiho

旅・移動と異文化接触
により生じる医学衛生
やジェンダー等の社会
的問題、文化・芸術の
交流について、歴史学
的に研究しています。

教職実践学／
アメリカ教育学

教授

倉本 哲男  KURAMOTO Tetsuo

アメリカ等の教育学の
知見を我が国に「輸
入する」研究・教育活
動と我が国の教職実
践を「輸出する」活動
を行っています。

国際的な人の移動
研究／多文化共生

准教授

佐伯 康考  SAEKI Yasutaka

異質な存在を排除す
るのではなく、異なるも
のが混ざり合う中で生
じる摩擦を原動力に、
新しい価値を共創する
方策を考えましょう。

日本語教育
准教授

福永 達士  FUKUNAGA Tatsushi

専門は日本語教育で
す。多文化社会の町
である浜松、そして国
際社会に貢献できる
日本語教育者の育成
に取り組んでいます。

日本語学／
日本語教育

教授

佐野 由紀子  SANO Yukiko

現代日本語の研究を
しています。学生の皆
さんと一緒に地域の
日本語教育にも関わ
っていきたいと思いま
す。

英語教育
教授

Jack RYAN

英語への好奇心を引
き出し、国際社会で
活躍できるよう育成す
るとともにコミュニケ
ーション能力、読み書
き能力の向上も支援
します。

中国文化社会／東アジア
国際関係／言語社会学

准教授

崔  学松  CUI Xuesong

東アジア国際関係が
円滑でない今日、多民
族社会の中国など周
辺地域と共に逞しく生
きる知恵について一緒
に考えていきたいです。

文化人類学
准教授

内尾 太一  UCHIO Taichi

この学問の魅力はな
んといってもフィールド
ワーク。他者との出会
いを通じて、自分の常
識や価値観をアップ
デートしてみませんか。

日本史／文化史
教授

西田 かほる  NISHIDA Kaoru

日本近世史、特に宗教
史・文化史が専門で
す。ゼミでは近世以降
の史料読解を中心に、
身近な歴史・文化・地
域を考察していきます。

東南アジア史
教授

岡田 建志 OKADA Takeshi

専門はベトナム史です。
20世紀初めのベトナム
の民族運動を中心に研
究しています。授業で
は、広く東南アジアの歴
史や社会を考察します。

第二言語習得／
心理言語学／英語教育

教授／学科長　

横田 秀樹 YOKOTA Hideki

第二言語（外国語）習
得のメカニズムを、理
論言語学に基づいて
調べています。また、外
国語の学習方法につ
いても研究しています。

日本文学／伝承文学
教授

二本松 康宏  NIHONMATSU Yasuhiro

物語や伝説・信仰など
が生まれる環境や風
土の研究をしていま
す。こだわりたいのは
フィールドワークによる
感動と実証です。

教育心理学／
発達心理学

教授

高木 邦子 TAKAGI Kuniko

青年期の有能感の特
徴と形成要因につい
ての研究と、青年期の
対人関係や職業選択
要因についての研究
をしています。

英語教育
教授

Edward Pearse SARICH

学生が使える英語を
修得できるような支援
体制を整えていきま
す。学生自らの「やり
たい」という気持ちを
大切にしています。

図書館情報学

教授／入学試験・高校
大学連携センター長

林  左和子  HAYASHI Sawako

公共図書館はなぜ無料
なのか、を考えるために、
外国の図書館史や児
童サービス、特にユニバ
ーサルデザイン絵本を研
究テーマとしています。

心理学
教授／教務部長

小杉 大輔  KOSUGI Daisuke

人間が社会の中で、
何をどのように感じ、考
え、行動し、発達するの
かについて、心理学的
に研究しています。

行政学／
政策評価・行政評価

教授

教授

田中  啓  TANAKA Hiraki

行政機関が有効に機
能するための仕組み
のあり方や、政策の評
価について研究して
います。

経営戦略・組織論、経
年的視点から、特に老
舗企業や地場産業の
存続と衰退について、
国際比較も含め研究
しています。

准教授

野島 那津子  NOJIMA Natsuko

制度に包摂されない病
者・障害者の問題や、
ある種の人びとの排除
を促進させる社会的振
り分けのプロセスにつ
いて研究しています。

文化社会学／メディア論

教授／大学院
文化政策研究科長

教授／学部長

加藤 裕治 KATO Yuji

メディアを通して形成
される文化が社会に
与える影響について、
マスメディアの歴史
的研究の立場から考
察しています。

社会学／地域社会学
教授

舩戸 修一  FUNATO Shuichi

農山村は人口減少や
高齢化が進んでいま
す。このような地域の
存続可能性を「社会
学」の立場から研究し
ています。

経営学／
マーケティング論

医療社会学／
福祉社会論

教授

森山 一郎 MORIYAMA Ichiro

製造業や小売業のマ
ーケティング戦略につ
いて研究しています。
これからの市場創造
のあり方を共に学ん
でいきましょう。

情報アーキテクチャ

野村 卓志 NOMURA Takashi

情報技術の面から文
化政策を考え、より良
い生活を達成する社
会システムについて
研究しています。

都市・地域計画／
まちづくり／創造都市

教授

藤井 康幸 FUJII Yasuyuki

都市・地域の計画や
経営、まちづくりにつ
いて、個性的で魅力
ある都市、持続可能
な都市を意識しつつ、
研究しています。

社会経済史／
産業史

教授／学科長

四方田 雅史  YOMODA Masafumi

日本やアジアに存在
する産業やその産地
が現在の状況に至っ
た過程や原因につい
て、戦前まで歴史を遡
って研究しています。

応用ミクロ経済学／
産業組織論

教授

鈴木 浩孝 SUZUKI Hirotaka

複占・寡占市場での
企業間の競争や取引
について、その仕組み
を数理的に解明する
研究をしています。

芸術文化政策／
財政・公共経済

演劇・舞台芸術論／
演劇プロデュース論

教授

永井 聡子 NAGAI Satoko

感動とは何か。西洋と
日本の演劇・劇場史と
舞台芸術の現場から
理論を研究。舞台と
観客の可能性を探り
ます。

梅田 英春 UMEDA Hideharu

アジア各地の音楽を
研究しています。授業
では、普段聞き慣れな
い音楽を通して、音楽
と社会の関係につい
て考えます。

教授

片山 泰輔 KATAYAMA Taisuke 

人々が芸術を楽しみ、
創造的で活力ある社
会をつくるために、行政
の役割や、社会の仕組
みを研究しています。

現代美術／
芸術学

教授／学生部長

谷川 真美 TANIGAWA Mami

現代の芸術現象を手
がかりに、私たちが生
きているこの時代に
関わる思想や世界の
ありようを研究してい
ます。

音楽学 音楽学
教授／学科長

奥中 康人 OKUNAKA Yasuto

専門は近現代日本の
音楽史。特に日本に外
国音楽が流入すること
によって生じる文化変
容や土着化現象につ
いて研究しています。

演劇学／
現代日本演劇

講師

稲山 玲  INAYAMA Rei

田中 裕二 TANAKA Yuji

専門は現代日本演
劇です。「王権表象」
をキーワードに戦後日
本の劇作家たちが生
み出した作品を研究
しています。

舞台芸術政策論／
地域文化振興論

准教授

佐藤 良子  SATO Yoshiko

西洋音楽史
教授

上山 典子 KAMIYAMA Noriko

専門は西洋の音楽史
や文化研究で、音楽
が社会の中でどのよ
うに生み出され、受容
されていくのかに関心
があります。

音楽や舞台芸術など
の活動を持続可能な
ものとするための政
策や地域社会との関
わりについて研究し
ています。

アートマネジメント
教授

高島 知佐子  TAKASHIMA Chisako

文化芸術団体はどうや
って活動を継続、発展
させているのか。活動
を担う人々、それを支え
る組織や産業に着目し
研究をしています。

女性のライフコース／
政策／地域福祉

准教授

小林 淑恵 KOBAYASHI Yoshie

家族形成や就業とい
ったライフコースと政
策や福祉制度との関
係について研究して
います。

経営学／経営戦略論／
経営組織論

教授

曽根 秀一  SONE Hidekazu

日本美術史
教授

片桐 弥生  KATAGIRI Yayoi

私たちの祖先が創り
出してきた美術作品
には何が求められてい
たのか、その歴史的位
置づけを明らかにしつ
つ、探っていきます。

国法学（行政法・憲法）
／ドイツ法

准教授

塩見 佳也  SHIOMI Yoshinari

法規制の、市民の行動
を縛るだけではなく、国家
と市場との関係を整備
し、価値や情報を生み出
す社会的機能や可能性
について、考えています。

芸術社会学／アートマネジ
メント／文化政策論

講師

南田 明美  MINAMIDA Akemi

社会的弱者に寄り添っ
た芸術文化活動につい
て、日本とシンガポールを
比較しながら研究してい
ます。「理論と現場の往
復」を大切にしています。

教員紹介

博物館学／
日本近代史

准教授

博物館の運営や近現
代の企業による芸術
支援について研究し
ています。学科では博
物館学芸員の資格課
程も担当しています。
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文化政策学科 芸術文化学科国 際 文 化 学 科

イギリス口承文芸
教授

美濃部 京子  MINOBE Kyoko

英語で伝承された昔
話や伝説などを研究し
ています。世界の類話
の比較もしています。

日本近現代史
教授

水谷  悟  MIZUTANI Satoru

専門は日本近現代史
です。明治・大正・昭
和期の雑誌による思
想運動を、政治・メディ
ア・地域等に注目して
研究しています。

国際協力／
ＮＧＯ・ＮＰＯ

教授／多文化・多言語
教育研究センター長

下澤  嶽  SHIMOSAWA Takashi

国際協力、ＮＧＯやＮ
ＰＯの未来社会にお
ける役割、可能性に
ついて一緒に考えて
いきたいと思います。

イタリア語／
イタリア文化

教授

武田  好  TAKEDA Yoshimi

研究対象はイタリア
語・イタリア文化です。
ルネサンス期から近
現代に至る文化を個
人と国家との関わりか
ら考えていきます。

中国経済／
開発経済学

教授

兪  嶸  YU Rong

中国の格差問題、財
政制度について研究
しています。特に、経
済成長と格差の関係
に関心があります。

開発人類学／
環境と開発

准教授

武田  淳  TAKEDA Jun

フェアトレードや観光を
切り口に、開発途上
国の貧困や環境問題
を研究しています。現
場の視点から「地域の
発展」を考えましょう。

西洋史
教授

永井 敦子 NAGAI Atsuko

近世フランスの都市文
化を研究し、講義では
西洋近代文明にも触
れます。ゼミでは外国語
文献を使って西洋の歴
史と文化を考察します。

韓国文化／韓国語
教授

林  在圭  LIM Jaegyu

専門は韓国文化・韓
国語で、特に日本や
韓国の村落社会を対
象とした伝統的・基層
的な生活文化を研究
しています。

宗教学／
西アジア文明

教授

青木 健  AOKI Takeshi

古代オリエントからイス
ラーム期にかけての西
アジアの宗教を研究
しています。特に、古
代ペルシアのゾロアス
ター教が専門です。

中東北部と旧ソ連の
境界地域史

准教授

徳増 克己 TOKUMASU Katsumi

主に「アゼルバイジャン
人」等の民族形成の過
程を研究しています。
ゼミでは内外の文献を
通して近代以降の中東
について考えます。

国際関係論
准教授

西脇 靖洋 NISHIWAKI Yasuhiro

主としてEU（欧州連
合）を事例とした地域
統合や、ポルトガルを
中心とした南欧諸国
の政治外交について
研究しています。

フランス文学／
視覚文化論

講師

中田 健太郎  NAKATA Kentaro

フランスで始まったシ
ュルレアリスム運動
について、またシュル
レアリスム以降の視
覚文化について研究
をしています。

旅と病の歴史／
日本とシルクロード

准教授

宮崎 千穂  MIYAZAKI Chiho

旅・移動と異文化接触
により生じる医学衛生
やジェンダー等の社会
的問題、文化・芸術の
交流について、歴史学
的に研究しています。

教職実践学／
アメリカ教育学

教授

倉本 哲男  KURAMOTO Tetsuo

アメリカ等の教育学の
知見を我が国に「輸
入する」研究・教育活
動と我が国の教職実
践を「輸出する」活動
を行っています。

国際的な人の移動
研究／多文化共生

准教授

佐伯 康考  SAEKI Yasutaka

異質な存在を排除す
るのではなく、異なるも
のが混ざり合う中で生
じる摩擦を原動力に、
新しい価値を共創する
方策を考えましょう。

日本語教育
准教授

福永 達士  FUKUNAGA Tatsushi

専門は日本語教育で
す。多文化社会の町
である浜松、そして国
際社会に貢献できる
日本語教育者の育成
に取り組んでいます。

日本語学／
日本語教育

教授

佐野 由紀子  SANO Yukiko

現代日本語の研究を
しています。学生の皆
さんと一緒に地域の
日本語教育にも関わ
っていきたいと思いま
す。

英語教育
教授

Jack RYAN

英語への好奇心を引
き出し、国際社会で
活躍できるよう育成す
るとともにコミュニケ
ーション能力、読み書
き能力の向上も支援
します。

中国文化社会／東アジア
国際関係／言語社会学

准教授

崔  学松  CUI Xuesong

東アジア国際関係が
円滑でない今日、多民
族社会の中国など周
辺地域と共に逞しく生
きる知恵について一緒
に考えていきたいです。

文化人類学
准教授

内尾 太一  UCHIO Taichi

この学問の魅力はな
んといってもフィールド
ワーク。他者との出会
いを通じて、自分の常
識や価値観をアップ
デートしてみませんか。

日本史／文化史
教授

西田 かほる  NISHIDA Kaoru

日本近世史、特に宗教
史・文化史が専門で
す。ゼミでは近世以降
の史料読解を中心に、
身近な歴史・文化・地
域を考察していきます。

東南アジア史
教授

岡田 建志 OKADA Takeshi

専門はベトナム史です。
20世紀初めのベトナム
の民族運動を中心に研
究しています。授業で
は、広く東南アジアの歴
史や社会を考察します。

第二言語習得／
心理言語学／英語教育

教授／学科長　

横田 秀樹 YOKOTA Hideki

第二言語（外国語）習
得のメカニズムを、理
論言語学に基づいて
調べています。また、外
国語の学習方法につ
いても研究しています。

日本文学／伝承文学
教授

二本松 康宏  NIHONMATSU Yasuhiro

物語や伝説・信仰など
が生まれる環境や風
土の研究をしていま
す。こだわりたいのは
フィールドワークによる
感動と実証です。

教育心理学／
発達心理学

教授

高木 邦子 TAKAGI Kuniko

青年期の有能感の特
徴と形成要因につい
ての研究と、青年期の
対人関係や職業選択
要因についての研究
をしています。

英語教育
教授

Edward Pearse SARICH

学生が使える英語を
修得できるような支援
体制を整えていきま
す。学生自らの「やり
たい」という気持ちを
大切にしています。

図書館情報学

教授／入学試験・高校
大学連携センター長

林  左和子  HAYASHI Sawako

公共図書館はなぜ無料
なのか、を考えるために、
外国の図書館史や児
童サービス、特にユニバ
ーサルデザイン絵本を研
究テーマとしています。

心理学
教授／教務部長

小杉 大輔  KOSUGI Daisuke

人間が社会の中で、
何をどのように感じ、考
え、行動し、発達するの
かについて、心理学的
に研究しています。

行政学／
政策評価・行政評価

教授

教授

田中  啓  TANAKA Hiraki

行政機関が有効に機
能するための仕組み
のあり方や、政策の評
価について研究して
います。

経営戦略・組織論、経
年的視点から、特に老
舗企業や地場産業の
存続と衰退について、
国際比較も含め研究
しています。

准教授

野島 那津子  NOJIMA Natsuko

制度に包摂されない病
者・障害者の問題や、
ある種の人びとの排除
を促進させる社会的振
り分けのプロセスにつ
いて研究しています。

文化社会学／メディア論

教授／大学院
文化政策研究科長

教授／学部長

加藤 裕治 KATO Yuji

メディアを通して形成
される文化が社会に
与える影響について、
マスメディアの歴史
的研究の立場から考
察しています。

社会学／地域社会学
教授

舩戸 修一  FUNATO Shuichi

農山村は人口減少や
高齢化が進んでいま
す。このような地域の
存続可能性を「社会
学」の立場から研究し
ています。

経営学／
マーケティング論

医療社会学／
福祉社会論

教授

森山 一郎 MORIYAMA Ichiro

製造業や小売業のマ
ーケティング戦略につ
いて研究しています。
これからの市場創造
のあり方を共に学ん
でいきましょう。

情報アーキテクチャ

野村 卓志 NOMURA Takashi

情報技術の面から文
化政策を考え、より良
い生活を達成する社
会システムについて
研究しています。

都市・地域計画／
まちづくり／創造都市

教授

藤井 康幸 FUJII Yasuyuki

都市・地域の計画や
経営、まちづくりにつ
いて、個性的で魅力
ある都市、持続可能
な都市を意識しつつ、
研究しています。

社会経済史／
産業史

教授／学科長

四方田 雅史  YOMODA Masafumi

日本やアジアに存在
する産業やその産地
が現在の状況に至っ
た過程や原因につい
て、戦前まで歴史を遡
って研究しています。

応用ミクロ経済学／
産業組織論

教授

鈴木 浩孝 SUZUKI Hirotaka

複占・寡占市場での
企業間の競争や取引
について、その仕組み
を数理的に解明する
研究をしています。

芸術文化政策／
財政・公共経済

演劇・舞台芸術論／
演劇プロデュース論

教授

永井 聡子 NAGAI Satoko

感動とは何か。西洋と
日本の演劇・劇場史と
舞台芸術の現場から
理論を研究。舞台と
観客の可能性を探り
ます。

梅田 英春 UMEDA Hideharu

アジア各地の音楽を
研究しています。授業
では、普段聞き慣れな
い音楽を通して、音楽
と社会の関係につい
て考えます。

教授

片山 泰輔 KATAYAMA Taisuke 

人々が芸術を楽しみ、
創造的で活力ある社
会をつくるために、行政
の役割や、社会の仕組
みを研究しています。

現代美術／
芸術学

教授／学生部長

谷川 真美 TANIGAWA Mami

現代の芸術現象を手
がかりに、私たちが生
きているこの時代に
関わる思想や世界の
ありようを研究してい
ます。

音楽学 音楽学
教授／学科長

奥中 康人 OKUNAKA Yasuto

専門は近現代日本の
音楽史。特に日本に外
国音楽が流入すること
によって生じる文化変
容や土着化現象につ
いて研究しています。

演劇学／
現代日本演劇

講師

稲山 玲  INAYAMA Rei

田中 裕二 TANAKA Yuji

専門は現代日本演
劇です。「王権表象」
をキーワードに戦後日
本の劇作家たちが生
み出した作品を研究
しています。

舞台芸術政策論／
地域文化振興論

准教授

佐藤 良子  SATO Yoshiko

西洋音楽史
教授

上山 典子 KAMIYAMA Noriko

専門は西洋の音楽史
や文化研究で、音楽
が社会の中でどのよ
うに生み出され、受容
されていくのかに関心
があります。

音楽や舞台芸術など
の活動を持続可能な
ものとするための政
策や地域社会との関
わりについて研究し
ています。

アートマネジメント
教授

高島 知佐子  TAKASHIMA Chisako

文化芸術団体はどうや
って活動を継続、発展
させているのか。活動
を担う人々、それを支え
る組織や産業に着目し
研究をしています。

女性のライフコース／
政策／地域福祉

准教授

小林 淑恵 KOBAYASHI Yoshie

家族形成や就業とい
ったライフコースと政
策や福祉制度との関
係について研究して
います。

経営学／経営戦略論／
経営組織論

教授

曽根 秀一  SONE Hidekazu

日本美術史
教授

片桐 弥生  KATAGIRI Yayoi

私たちの祖先が創り
出してきた美術作品
には何が求められてい
たのか、その歴史的位
置づけを明らかにしつ
つ、探っていきます。

国法学（行政法・憲法）
／ドイツ法

准教授

塩見 佳也  SHIOMI Yoshinari

法規制の、市民の行動
を縛るだけではなく、国家
と市場との関係を整備
し、価値や情報を生み出
す社会的機能や可能性
について、考えています。

芸術社会学／アートマネジ
メント／文化政策論

講師

南田 明美  MINAMIDA Akemi

社会的弱者に寄り添っ
た芸術文化活動につい
て、日本とシンガポールを
比較しながら研究してい
ます。「理論と現場の往
復」を大切にしています。

教員紹介

博物館学／
日本近代史

准教授

博物館の運営や近現
代の企業による芸術
支援について研究し
ています。学科では博
物館学芸員の資格課
程も担当しています。
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デザイン学部で学べること。
デザイン6領域での関連ワード
デザイン学科では、１年次から２年次前期までに幅広くデザインの

現況、歴史、技法、素材の特性など、すべてのデザイナーにとって

必要な要素を学びます。その後、6つの領域から専門とする分野を

選択して深く学んでいきます。

6つの領域は、広いデザイン世界の中の主な柱となる分野を選び出

し、設置しています。領域選択後でも、他領域と融合した作品制作

や研究なども可能で、思索の範囲は狭まりません。現代社会で活き

るデザイン力を身につけることのできる教育体制となっています。

デザイン
フィロソフィー領域

インタラクション領域

ビジュアル・
サウンド領域

Audio and Visual Communications

Interaction Design

Design Philosophy

建築・環境領域

プロダクト領域

匠領域
Takumi  Design

Product Design

Architecture and Landscape

デザイン学科 6領域での関連ワード

デジタル造形

モーショングラフィックス

デジタル映像表現

インタラクションデザイン

CGアニメ

ヒューマンインターフェイス

ユーザーエクスペリエンス

CAD

Webデザイン

キネマティクス

Webベースラーニング

ゲームデザイン

メディアパフォーマンス

匠の技術

伝統建築

木工芸

染織

伝統工芸

文化財保存・活用

古民家再生

構造デザイン

都市計画

建築デザイン

ランドスケープデザイン
一級建築士

ユニバーサルデザイン

インクルーシブデザイン

建築人間工学

環境・設備デザイン

空間デザイン

広告

グラフィックデザイン
ブランド戦略

商品イメージ戦略

ライフスタイル

パッケージデザイン

クレイモデリング

金属造形

パブリックデザイン ソーシャルデザイン

デザインシンキング

エルゴデザイン

地域産業デザイン

プロダクト領域 インタラクション領域

匠領域
デザイン
フィロソフィー領域

建築・環境領域ビジュアル・サウンド領域

基礎演習A～F／ユニバーサルデザイン

デザイン基礎／デザイン技法

6つの領域

金属工芸

デザイン学科での学び

デザイナーとしての基礎となる色彩やデッサン、デザインを取り巻く文化や歴史、社会でデザインが果たす役割を学

び、「デザインする」ことを多角的に理解した上で、より良いデザインの提案やそのためのスキルを修得していきます。

社会でのデザインの役割を考える

デザイン共通科目として、専門の学びの前に様々な素材、加工法など、技術の基本を広く学びます。これらの実践的な

知識があってこそ、新しく機能的な提案を生み出すことができます。「表現技法Ⅰ・Ⅱ」、「立体造形Ⅰ・Ⅱ」では、デザイナー

の創造を支える、モノを見る力、成り立ちを理解する力を養います。

造形基礎力 →応用的造形技法の修得というステップを重視

自動車のデザインを体系的に学べるクレイモデル室、塗装乾燥室、撮影スタジオや木材・金属・プラスティック・ガラス等

各種素材を学べる一般工房。またはCG制作、デジタル合成などを行うグラフィックWS室やマルチメディア室、CAD・

CAMを使ったデザインのための3Dプリンターを備えたCAMモデル室など、情報系工房を取り揃えた多彩な工房群と

共に過ごす4年間は、創造の力を伸ばすのに絶好の環境です。

充実した工房群で自由な創作活動

デザイン学科

ユニバーサルデザインを基本に、使う人の立場に立った提案を
時代と共に変化する人間や文化の多様性を視野に入れながら、ユニバーサルデザインの理念の

もと、デザインによって誰もが快適に生活できる環境を提案し、社会の発展と文化の向上に貢献

するために、国際的に活躍できる能力を養い、生活文化と技術、環境との調和のとれた関係を、

美的感覚を持ってつくりあげていくことのできる人材を育てます。また、デザインを通して、人と

人、人と技術、人と環境、人と情報とのより良い関係を考え、これからの人間社会に必要な生活文

化を創造していくためのデザイン活動に必要な素養を磨いていきます。

デザイン学部

デザイン学科の6領域で
取得可能な資格

◆一級・二級建築士 木造建築士試験 受験資格

◆インテリアプランナー資格

◆商業施設士補資格

◆日本語教員養成課程

◆社会調査士

※詳しくはp081 へ
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デザイン学部で学べること。
デザイン6領域での関連ワード
デザイン学科では、１年次から２年次前期までに幅広くデザインの

現況、歴史、技法、素材の特性など、すべてのデザイナーにとって

必要な要素を学びます。その後、6つの領域から専門とする分野を

選択して深く学んでいきます。

6つの領域は、広いデザイン世界の中の主な柱となる分野を選び出

し、設置しています。領域選択後でも、他領域と融合した作品制作

や研究なども可能で、思索の範囲は狭まりません。現代社会で活き

るデザイン力を身につけることのできる教育体制となっています。

デザイン
フィロソフィー領域

インタラクション領域

ビジュアル・
サウンド領域

Audio and Visual Communications

Interaction Design

Design Philosophy

建築・環境領域

プロダクト領域

匠領域
Takumi  Design

Product Design

Architecture and Landscape

デザイン学科 6領域での関連ワード

デジタル造形

モーショングラフィックス

デジタル映像表現

インタラクションデザイン

CGアニメ

ヒューマンインターフェイス

ユーザーエクスペリエンス

CAD

Webデザイン

キネマティクス

Webベースラーニング

ゲームデザイン

メディアパフォーマンス

匠の技術

伝統建築

木工芸

染織

伝統工芸

文化財保存・活用

古民家再生

構造デザイン

都市計画

建築デザイン

ランドスケープデザイン
一級建築士

ユニバーサルデザイン

インクルーシブデザイン

建築人間工学

環境・設備デザイン

空間デザイン

広告

グラフィックデザイン
ブランド戦略

商品イメージ戦略

ライフスタイル

パッケージデザイン

クレイモデリング

金属造形

パブリックデザイン ソーシャルデザイン

デザインシンキング

エルゴデザイン

地域産業デザイン

プロダクト領域 インタラクション領域

匠領域
デザイン
フィロソフィー領域

建築・環境領域ビジュアル・サウンド領域

基礎演習A～F／ユニバーサルデザイン

デザイン基礎／デザイン技法

6つの領域

金属工芸

デザイン学科での学び

デザイナーとしての基礎となる色彩やデッサン、デザインを取り巻く文化や歴史、社会でデザインが果たす役割を学

び、「デザインする」ことを多角的に理解した上で、より良いデザインの提案やそのためのスキルを修得していきます。

社会でのデザインの役割を考える

デザイン共通科目として、専門の学びの前に様々な素材、加工法など、技術の基本を広く学びます。これらの実践的な

知識があってこそ、新しく機能的な提案を生み出すことができます。「表現技法Ⅰ・Ⅱ」、「立体造形Ⅰ・Ⅱ」では、デザイナー

の創造を支える、モノを見る力、成り立ちを理解する力を養います。

造形基礎力 →応用的造形技法の修得というステップを重視

自動車のデザインを体系的に学べるクレイモデル室、塗装乾燥室、撮影スタジオや木材・金属・プラスティック・ガラス等

各種素材を学べる一般工房。またはCG制作、デジタル合成などを行うグラフィックWS室やマルチメディア室、CAD・

CAMを使ったデザインのための3Dプリンターを備えたCAMモデル室など、情報系工房を取り揃えた多彩な工房群と

共に過ごす4年間は、創造の力を伸ばすのに絶好の環境です。

充実した工房群で自由な創作活動

デザイン学科

ユニバーサルデザインを基本に、使う人の立場に立った提案を
時代と共に変化する人間や文化の多様性を視野に入れながら、ユニバーサルデザインの理念の

もと、デザインによって誰もが快適に生活できる環境を提案し、社会の発展と文化の向上に貢献

するために、国際的に活躍できる能力を養い、生活文化と技術、環境との調和のとれた関係を、

美的感覚を持ってつくりあげていくことのできる人材を育てます。また、デザインを通して、人と

人、人と技術、人と環境、人と情報とのより良い関係を考え、これからの人間社会に必要な生活文

化を創造していくためのデザイン活動に必要な素養を磨いていきます。

デザイン学部

デザイン学科の6領域で
取得可能な資格

◆一級・二級建築士 木造建築士試験 受験資格

◆インテリアプランナー資格

◆商業施設士補資格

◆日本語教員養成課程

◆社会調査士

※詳しくはp081 へ
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基礎教育から進路までのイメージ

デザイン基礎
社会が求める統合的かつ多様なデザイン力を涵養するため、幅広いデザイン領域に共通する概念や理論の修得および現代
のデザインへつながる歴史やデザインをとりまく社会等に関する知識の修得、国際的なデザイン活動を支える基礎力の修得
を目指す科目群から学びます。

デザイン技法
豊かな感性と想像力を備えたデザイナーとして社会で活躍するために、考えたアイデアを平面や立体に的確に表現すること
で、デザイナーに必要とされる顧客や社会とのコミュニケーションを図る手法を学ぶとともに、新たなアイデアの創造につな
がるデザインの基礎から応用にわたる造形技法を修得するための科目群から学びます。

ユニバーサルデザイン
SUACのデザイン教育・デザイン研究の基調となる、文化・能力・年齢・性別等の違いにかかわらずすべての人にやさしいユニ

バーサルデザイン、あらゆる立場の人を含むインクルーシブデザインの考え方を理解し、社会の中で幅広く実践できる能力を
養う科目群から学びます。

学科専門
1年次後期から2年次前期において、複数領域の基礎演習を体験することを通じて専門的な知識や造形技法を修得し、デザ
インを総合的に捉え、実践できる力を養う科目群から学びます。

2年次前期 2年次後期 3年次前期 4年次前期3年次後期 4年次後期1年次前期 1年次後期

■プロダクトデザイナー
■Webデザイナー
■エディトリアルデザイナー
■グラフィックデザイナー
■ゲームデザイナー
■インターフェイスデザイナー
■クラフトデザイナー
■テキスタイルデザイナー
■商品企画
■デザインディレクター
■パッケージデザイナー
■CGデザイナー
■家具デザイナー
■インテリアプランナー
■一級・二級建築士
■木造建築士
■商業施設士
■公務員
■伝統工芸作家
■大学院進学

・基礎演習A=デザインフィロソフィー領域
・基礎演習B=プロダクト領域
・基礎演習C=ビジュアル・サウンド領域

左記の基礎演習A～Fの内3つを選択

3年次後期からそれぞれの領域内でさらに担当教員（ゼミ）

を選択し、卒業研究・制作につながる専門分野の知識や技

能を深化させます。

デザインフィロソフィー領域

プロダクト領域

ビジュアル・サウンド領域

建築・環境領域

インタラクション領域

匠領域

卒業研究・制作とゼミ
について

■学科専門
・基礎演習D=建築・環境領域
・基礎演習E=インタラクション領域
・基礎演習F=匠領域

幅広いデザイン知識と技術の修得
１年次から２年次の前期までの期間、デザイン共通科目の３つのカテゴリー ①デ

ザイン基礎 ②デザイン技法 ③ユニバーサルデザインから幅広くデザインについ

て学びます。さらに、複数領域の基礎演習の体験を通して、社会の変化に対応で

きる柔軟なデザイン思考力を養います。

希望と適性に基づく領域の選択
デザインの基礎を身につけてデザイン分野の幅広い進路を理解した後、一人ひと

りの学生の興味と希望を尊重しつつ、学業成績に基づいた適性判断や卒業後の進

路などについて教員と相談しながら、2年次後期に所属するデザイン専門領域を

選択していきます。

希
望
を
提
出
し
、領
域
を
選
択

領域にまたがる専門的な学び
各領域の専門的な学びにつながる多様な科目が学科専門科目として配置されて

います。学科専門科目は領域ごとの区分が設けられていませんので、選択した領

域や領域担当教員の科目だけでなく、多くの専門科目から興味や希望に合った科

目を選択して履修することができます。

多様な活躍の場
現代の社会状況にあって、デザインを総合的に捉える力を専門分野での実践で活

かす場は大きく広がっています。各分野のデザイナーをはじめ、企業や官公庁

など、4年間の学びで培われた力を活かすことのできる、多様な活躍の場が待

っています。

デザイン学科の
Webサイトのご案内

教員や在学生・卒業生の作品をポート
フォリオ形式で見ることができます。

進 路 （例）

デザイン学部 定員110名デザイン学科

基礎的な学び

4つの特長

専門的な学び
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基礎教育から進路までのイメージ

デザイン基礎
社会が求める統合的かつ多様なデザイン力を涵養するため、幅広いデザイン領域に共通する概念や理論の修得および現代
のデザインへつながる歴史やデザインをとりまく社会等に関する知識の修得、国際的なデザイン活動を支える基礎力の修得
を目指す科目群から学びます。

デザイン技法
豊かな感性と想像力を備えたデザイナーとして社会で活躍するために、考えたアイデアを平面や立体に的確に表現すること
で、デザイナーに必要とされる顧客や社会とのコミュニケーションを図る手法を学ぶとともに、新たなアイデアの創造につな
がるデザインの基礎から応用にわたる造形技法を修得するための科目群から学びます。

ユニバーサルデザイン
SUACのデザイン教育・デザイン研究の基調となる、文化・能力・年齢・性別等の違いにかかわらずすべての人にやさしいユニ

バーサルデザイン、あらゆる立場の人を含むインクルーシブデザインの考え方を理解し、社会の中で幅広く実践できる能力を
養う科目群から学びます。

学科専門
1年次後期から2年次前期において、複数領域の基礎演習を体験することを通じて専門的な知識や造形技法を修得し、デザ
インを総合的に捉え、実践できる力を養う科目群から学びます。

2年次前期 2年次後期 3年次前期 4年次前期3年次後期 4年次後期1年次前期 1年次後期

■プロダクトデザイナー
■Webデザイナー
■エディトリアルデザイナー
■グラフィックデザイナー
■ゲームデザイナー
■インターフェイスデザイナー
■クラフトデザイナー
■テキスタイルデザイナー
■商品企画
■デザインディレクター
■パッケージデザイナー
■CGデザイナー
■家具デザイナー
■インテリアプランナー
■一級・二級建築士
■木造建築士
■商業施設士
■公務員
■伝統工芸作家
■大学院進学

・基礎演習A=デザインフィロソフィー領域
・基礎演習B=プロダクト領域
・基礎演習C=ビジュアル・サウンド領域

左記の基礎演習A～Fの内3つを選択

3年次後期からそれぞれの領域内でさらに担当教員（ゼミ）

を選択し、卒業研究・制作につながる専門分野の知識や技

能を深化させます。

デザインフィロソフィー領域

プロダクト領域

ビジュアル・サウンド領域

建築・環境領域

インタラクション領域

匠領域

卒業研究・制作とゼミ
について

■学科専門
・基礎演習D=建築・環境領域
・基礎演習E=インタラクション領域
・基礎演習F=匠領域

幅広いデザイン知識と技術の修得
１年次から２年次の前期までの期間、デザイン共通科目の３つのカテゴリー ①デ

ザイン基礎 ②デザイン技法 ③ユニバーサルデザインから幅広くデザインについ

て学びます。さらに、複数領域の基礎演習の体験を通して、社会の変化に対応で

きる柔軟なデザイン思考力を養います。

希望と適性に基づく領域の選択
デザインの基礎を身につけてデザイン分野の幅広い進路を理解した後、一人ひと

りの学生の興味と希望を尊重しつつ、学業成績に基づいた適性判断や卒業後の進

路などについて教員と相談しながら、2年次後期に所属するデザイン専門領域を

選択していきます。

希
望
を
提
出
し
、領
域
を
選
択

領域にまたがる専門的な学び
各領域の専門的な学びにつながる多様な科目が学科専門科目として配置されて

います。学科専門科目は領域ごとの区分が設けられていませんので、選択した領

域や領域担当教員の科目だけでなく、多くの専門科目から興味や希望に合った科

目を選択して履修することができます。

多様な活躍の場
現代の社会状況にあって、デザインを総合的に捉える力を専門分野での実践で活

かす場は大きく広がっています。各分野のデザイナーをはじめ、企業や官公庁

など、4年間の学びで培われた力を活かすことのできる、多様な活躍の場が待

っています。

デザイン学科の
Webサイトのご案内

教員や在学生・卒業生の作品をポート
フォリオ形式で見ることができます。

進 路 （例）

デザイン学部 定員110名デザイン学科

基礎的な学び

4つの特長

専門的な学び



※学生の学年表記は取材時（2022年度）のものです。 SUAC_052

Faculty of Design ／
 Departm

ent of Design

デ
ザ
イ
ン
学
部
／
デ
ザ
イ
ン
学
科

SUAC_051

　国
際
文
化
学
科

　文
化
政
策
学
科

　芸
術
文
化
学
科

　デ
ザ
イ
ン
学
科

　キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト

も
っ
と
！
S
U
A
C

16
の
質
問

　文
化・芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

　大
学
院

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
／

支
援
制
度
／
入
試
情
報

国
際
交
流
／
多
文
化・多

言
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

デザインフィロソフィー領域
Design Philosophy

デザインとは何かを考える
デザインの基本は考えることです。デザインフィロソフィー領域では、

学部を超えた様々な専門領域と連携し、芸術的感性だけでなく、歴史・文化・科学の知識を活かしながら、

身近な暮らしや社会の中に問題を発見し、どのようなモノやコトがあれば解決できるのかを論理的、

実証的かつトータルに考えます。そして、様々な知恵やアイデアを結い合わせ、解決策の実現を目指します。

このプロセスを通して、デザイン論や手法を具体的に理解しながら、

主に次のような分野についての研究や制作を進めていきます。

歴史・文化・技術等の学術的な知見をもとに、社会の幅広い分野において

デザインの役割を拡張できる人材を養成していきます。

開講科目例

卒業制作作品紹介

SUACの強みは、深く学ぶきっかけをくれる講義

や設備が充実していること。自分が挑戦したいと

思うことは、学内でほぼ完結できるのが魅力で

す。私の場合、フォトグラフィクスの授業で写真の

技術や表現に興味が湧き、SUACの撮影スタジ

オを活用。他にも金属などの素材加工、レーザー

プリンターや3Dプリンターなど、工房や設備を有

意義に使うことで、自分の表現したいことを模索

できています。広い視野で考えたいと専攻したデ

ザインフィロソフィー領域で、興味のあるものす

べてにトライしています。

学内の活動では、プロダクト、インフォグラフィッ

クなど、領域を絞らずにチャレンジすることで「デ

ザイン」の大枠を掴むように心がけ、今はAIとプ

ロダクトデザインの可能性について研究中。学外

では、SUACの先輩が設立したデザイン事務所

でのアルバイトや、ファッション関連のアシスタ

ント業務に携わり、実践の場での体験が授業の課

題とは別の貴重な時間になっています。この先も

プロダクトデザインを通じて、ファブリックやイン

ダストリアルなど様々なものにアプローチしてい

きたいです。

興味のあることを一つずつ、着実に。進んだ先に広がる世界

在学生の声

デザインフィロソフィー領域 3年  愛知県立豊田高校出身

小菅陽生  KOSUGE Yosei 

専門教員・研究分野

小浜朋子 教授  ユニバーサルデザイン（UD）／デザインリサーチ 　　　　迫  秀樹 教授  人間工学　　　　 宮地良治 准教授  インターフェイス（UI/UXデザイン）

水野英恵

川﨑由季子

●私もお姫様になりたかった
　～めんどくさい女の子の説明書～
　（本・カルタ）
情緒不安定な女の子たちの悩みや本音を一冊の本と
カルタにまとめた。興味や共感が持てる部分を見つけ
て欲しい。

● 魅力が分かるよ！47都道府県！
　（タイポグラフィ）
「都道府県に興味をもつキッカケ」となることを目的とし
たタイポグラフィ。47都道府県、それぞれの魅力を一つ
組み込むことで、一目で伝わるデザインを目指した。

伊藤寛人

2022年度卒
愛知県立西春高校出身

森下菜実 2021年度卒
静岡県立磐田南高校出身

2019年度卒
岡山県立岡山芳泉高校出身

2021年度卒
三重県立四日市西高校出身

社会の中の仕組みとコミュニケーション

のデザイン、地域の特性に応じた産業を

活性化するデザイン、まちづくり・リノベ

ーションとコミュニティのデザインなど

デザインの職能と専門性、運動としての

デザインと社会への作用、近・現代のデ

ザインの歴史、技術・芸術・産業・文化と

デザインなど

人間工学に基づくデザイン、多様なユー

ザを理解するユニバーサルデザインに

おけるUI/UXデザインの手法の探求や

アプリケーションデザインなど

デザイン論

デザイン史

デザインで全体を調和させるプロセスと

仕組み、デザインマーケティング、セー

ルスプロモーション、企業や商品のブラ

ンドデザイン戦略など
●LOOKIT （コミュニケーションデザイン）
昔、気に入っていたものの色や、人それぞれの色の
見え方などの記憶をビジュアル化しつつ、楽しみな
がら色に関する知識を深めるキット。色を介したコミ
ュニケーションツールにもなる。

佐藤芽維 2020年度卒
静岡市立高校出身

●23のいばしょ図鑑（冊子）
居ると気持ちがほぐれる、自分を取り戻せる場所を「い
ばしょ」と表現し、調査から得られた様々な人にとって
の「いばしょ」を写真と文章で紹介。

社会デザイン

地域デザイン

人間中心デザイン

デザイン方法論

デザインマネジメント

プロモーション

●作品名／日本服装図vol.1（雑誌）
話題にされにくい「日本のファッション」について、独自の

データ収集や分析、それを表すインフォグラフィックスをまと

めた雑誌。日本のブランドの勢力図を標高に置き換えた図

や、独自のランキングトップ36など、全26ページ、文字量は

約2万字に及びます。

新たな価値を見出して独自に発展するKPOPの
CDデザインを、デザイナーの目線から紹介する
書籍と展示。

基礎演習Ａ ユニバーサルデザインⅡ フィッティングデザイン

■担当教員…各教員
■開講年次…1年次後期

ポスターやコンビニなど身近なモノやサービス・空

間を対象に、着目した課題を様々な手法を使って分

析し、気づいたことや新しいデザインの方向性など

を個々に発表します。様々な視点からのフィードバ

ックを通して、デザインプロセスをより論理的に学

びます。

自分と異なる特性を持つ人と共に行動し、観察、分

析、ディスカッションを通して日常生活における課題

を明確にし、考案した解決策を発表します。3日間集

中して、ＵＤを具現化するために必要な一連のノウ

ハウを、机上の授業だけでは得られない体感を通し

て総合的に学びます。

すべての人に合ったものをデザインするのは難しいこ

とです。それは、使う人の身体的特性や心理的特性が

多様だからです。この授業では、使用者の特性に応じ

た製品や空間をデザインするための考え方や適合度

を検討するための手法について習得します。

■担当教員…小浜朋子 教授　
■開講年次…2年次前期集中

■担当教員…迫 秀樹 教授   
■開講年次…2年次後期

●ひよこデザイナーなKPOPオタクとみる
　KPOPアルバムデザインの世界
　（書籍、展示）
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デザインフィロソフィー領域
Design Philosophy

デザインとは何かを考える
デザインの基本は考えることです。デザインフィロソフィー領域では、

学部を超えた様々な専門領域と連携し、芸術的感性だけでなく、歴史・文化・科学の知識を活かしながら、

身近な暮らしや社会の中に問題を発見し、どのようなモノやコトがあれば解決できるのかを論理的、

実証的かつトータルに考えます。そして、様々な知恵やアイデアを結い合わせ、解決策の実現を目指します。

このプロセスを通して、デザイン論や手法を具体的に理解しながら、

主に次のような分野についての研究や制作を進めていきます。

歴史・文化・技術等の学術的な知見をもとに、社会の幅広い分野において

デザインの役割を拡張できる人材を養成していきます。

開講科目例

卒業制作作品紹介

SUACの強みは、深く学ぶきっかけをくれる講義

や設備が充実していること。自分が挑戦したいと

思うことは、学内でほぼ完結できるのが魅力で

す。私の場合、フォトグラフィクスの授業で写真の

技術や表現に興味が湧き、SUACの撮影スタジ

オを活用。他にも金属などの素材加工、レーザー

プリンターや3Dプリンターなど、工房や設備を有

意義に使うことで、自分の表現したいことを模索

できています。広い視野で考えたいと専攻したデ

ザインフィロソフィー領域で、興味のあるものす

べてにトライしています。

学内の活動では、プロダクト、インフォグラフィッ

クなど、領域を絞らずにチャレンジすることで「デ

ザイン」の大枠を掴むように心がけ、今はAIとプ

ロダクトデザインの可能性について研究中。学外

では、SUACの先輩が設立したデザイン事務所

でのアルバイトや、ファッション関連のアシスタ

ント業務に携わり、実践の場での体験が授業の課

題とは別の貴重な時間になっています。この先も

プロダクトデザインを通じて、ファブリックやイン

ダストリアルなど様々なものにアプローチしてい

きたいです。

興味のあることを一つずつ、着実に。進んだ先に広がる世界

在学生の声

デザインフィロソフィー領域 3年  愛知県立豊田高校出身

小菅陽生  KOSUGE Yosei 

専門教員・研究分野

小浜朋子 教授  ユニバーサルデザイン（UD）／デザインリサーチ 　　　　迫  秀樹 教授  人間工学　　　　 宮地良治 准教授  インターフェイス（UI/UXデザイン）

水野英恵

川﨑由季子

●私もお姫様になりたかった
　～めんどくさい女の子の説明書～
　（本・カルタ）
情緒不安定な女の子たちの悩みや本音を一冊の本と
カルタにまとめた。興味や共感が持てる部分を見つけ
て欲しい。

● 魅力が分かるよ！47都道府県！
　（タイポグラフィ）
「都道府県に興味をもつキッカケ」となることを目的とし
たタイポグラフィ。47都道府県、それぞれの魅力を一つ
組み込むことで、一目で伝わるデザインを目指した。

伊藤寛人

2022年度卒
愛知県立西春高校出身

森下菜実 2021年度卒
静岡県立磐田南高校出身

2019年度卒
岡山県立岡山芳泉高校出身

2021年度卒
三重県立四日市西高校出身

社会の中の仕組みとコミュニケーション

のデザイン、地域の特性に応じた産業を

活性化するデザイン、まちづくり・リノベ

ーションとコミュニティのデザインなど

デザインの職能と専門性、運動としての

デザインと社会への作用、近・現代のデ

ザインの歴史、技術・芸術・産業・文化と

デザインなど

人間工学に基づくデザイン、多様なユー

ザを理解するユニバーサルデザインに

おけるUI/UXデザインの手法の探求や

アプリケーションデザインなど

デザイン論

デザイン史

デザインで全体を調和させるプロセスと

仕組み、デザインマーケティング、セー

ルスプロモーション、企業や商品のブラ

ンドデザイン戦略など
●LOOKIT （コミュニケーションデザイン）
昔、気に入っていたものの色や、人それぞれの色の
見え方などの記憶をビジュアル化しつつ、楽しみな
がら色に関する知識を深めるキット。色を介したコミ
ュニケーションツールにもなる。

佐藤芽維 2020年度卒
静岡市立高校出身

●23のいばしょ図鑑（冊子）
居ると気持ちがほぐれる、自分を取り戻せる場所を「い
ばしょ」と表現し、調査から得られた様々な人にとって
の「いばしょ」を写真と文章で紹介。

社会デザイン

地域デザイン

人間中心デザイン

デザイン方法論

デザインマネジメント

プロモーション

●作品名／日本服装図vol.1（雑誌）
話題にされにくい「日本のファッション」について、独自の

データ収集や分析、それを表すインフォグラフィックスをまと

めた雑誌。日本のブランドの勢力図を標高に置き換えた図

や、独自のランキングトップ36など、全26ページ、文字量は

約2万字に及びます。

新たな価値を見出して独自に発展するKPOPの
CDデザインを、デザイナーの目線から紹介する
書籍と展示。

基礎演習Ａ ユニバーサルデザインⅡ フィッティングデザイン

■担当教員…各教員
■開講年次…1年次後期

ポスターやコンビニなど身近なモノやサービス・空

間を対象に、着目した課題を様々な手法を使って分

析し、気づいたことや新しいデザインの方向性など

を個々に発表します。様々な視点からのフィードバ

ックを通して、デザインプロセスをより論理的に学

びます。

自分と異なる特性を持つ人と共に行動し、観察、分

析、ディスカッションを通して日常生活における課題

を明確にし、考案した解決策を発表します。3日間集

中して、ＵＤを具現化するために必要な一連のノウ

ハウを、机上の授業だけでは得られない体感を通し

て総合的に学びます。

すべての人に合ったものをデザインするのは難しいこ

とです。それは、使う人の身体的特性や心理的特性が

多様だからです。この授業では、使用者の特性に応じ

た製品や空間をデザインするための考え方や適合度

を検討するための手法について習得します。

■担当教員…小浜朋子 教授　
■開講年次…2年次前期集中

■担当教員…迫 秀樹 教授   
■開講年次…2年次後期

●ひよこデザイナーなKPOPオタクとみる
　KPOPアルバムデザインの世界
　（書籍、展示）
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プロダクト領域
Product Design

卒業制作作品紹介

SUACのデザイン学科は、入学時に一つの専門

領域に絞らず、いろいろな分野に触れられるのが

魅力です。私は広告デザインに興味があり、ビジ

ュアル・サウンド領域を視野に入れていましたが、

ウレタン素材を削ってドライヤーの模型をつくる

授業で、ものづくりの楽しさに触れ、プロダクト領

域に進みました。専門領域に分かれた後も、異な

る領域の先生方との距離感は近いままなので、パ

ッケージデザインや人間工学など、気軽に質問す

ることができ、アイデアや発想を形にする力がつ

いたと思います。

演習授業の成果発表など、本学科では制作した作

品を人前で発表する機会が多々あります。自分の

作品のコンセプトやアイデアをどう伝えるかは、も

のづくりと同じくらい重要で、私は何よりもプレゼ

ンテーションの見せ方にこだわってデザイン課題

に取り組んできました。就職活動では、その経験

を活かして、ものの見せ方や魅力の伝え方をアピ

ール。卒業後は、商品をより良く魅せる広告用

POP制作を主に手掛ける予定です。世界中の人

に発信できるので、今から楽しみです。

モノの魅力を「伝える」、プレゼンテーションの力も自分の武器に

在学生の声

プロダクト領域 4年  熊本県立第二高校出身

上田晴己   UEDA Haruki

プロダクト領域の教育ポリシー
プロダクトデザインとは、より良い社会・心豊かな暮らしのために人々

の生活と環境を見据えて、新しい、魅力ある価値を持ったモノやコトを

創出し、産業を通して具現化することです。

環境問題・少子高齢化・技術の進歩など変化の激しい現代社会におい

て、デザインを学ぶ者には、世界を見渡す視野と時代の要請に対する

敏感さが求められます。

一方、人とモノの関係性や、社会と生活の基本となる価値観は普遍的

なものであり、心の機微を捉える感性を持って、変わることのないデザ

インの本質を学ぶことが大切です。さらに、これらを包括して新たな発

見や提案を具現化する表現力と造形力、わかりやすくプレゼンテーシ

ョンできるコミュニケーション能力も必要です。

プロダクト領域は、学生の皆さんに、各種工房を活用してものづくりが

できる環境と、ユニバーサルデザイン・人間工学・ライフスタイル・マー

ケティング・マネジメントなどの視点から、多様な授業・演習や様々な活

動を通してデザインを考える機会を提供し、社会・産業界で活躍する

人材を輩出します。

生活者の視点を軸に、実作的な方法により、心豊かな暮らしにつながるプロダクトデザインを

探求・提案できる人材を養成していきます。

専門教員・研究分野

佐藤聖徳 教授  プロダクトデザイン
羽田隆志 教授  プロダクトデザイン／魅力工学

高山靖子 教授  プロダクト・サービスデザイン
服部守悦 教授  トランスポーテーションデザイン／プロダクトデザイン

永山広樹 教授  プロダクトデザイン／クラフトデザイン
佐井国夫 特任教授  グラフィックデザイン  

●井川のらり屋VI展開（VIデザイン）
静岡県最北の地・井川で在来作物やクッキーの生産を
している「井川のらり屋」のVIデザインとその展開。

福本 拓

増岡秀一

●かざる、めくる、つつむ花器「Plau」（花器）
パルプ紙と新聞紙から制作した花器。紙の特性や質感を活かし、市
販の植物だけでなく雑草まで楽しむことができる。

●モトウッド（教育用小型電動バイク）
小学生に向けた乗り物教育用バイク。木製ボディの交
換で、1～6年生の成長に対応。楽しく乗り物づくりを！

●食卓を彩る蒸し器「mim!」（家電、アプリケーション）
野菜を「選ぶ」瞬間から、食卓で「食べる」瞬間まで楽しめる蒸し野菜のデリバリーサービス。

日下部結女

2022年度卒
京都府立南陽高校出身

2022年度卒
静岡県立藤枝西高校出身

二木 優 2019年度卒
静岡県立浜松南高校出身

2021年度卒
奈良県立高円高校出身

伊藤桃笑 2021年度卒
愛知県立小坂井高校出身

開講科目例

デザインコンセプト論

■担当教員…羽田隆志 教授　
■開講年次…2年次前期

デザイン作業において、形や色を決めることの他

に、特に重要と思われることがコンセプトの立案で

す。この授業では人々に貢献するコンセプトを生み

出すための考え方、アイデアを生み出すための各

種の発想法、複数のアイデア同士を比較し客観的

な選択をするための解析法を、実習を交えて身につ

けます。

ものづくりのシステム

■担当教員…服部守悦 教授
■開講年次…2年次後期

社会生活に欠かせない「もの」の意味や価値を「もの

づくり」という視点で、プロセスや取り組み方などを

多角的に考察し学習します。大企業のみならず、中小

も含めた産業の成り立ち、あり方などを、歴史的な変

遷をたどり、どのような流れになっているのかを知る

ことと同時に、ものづくりへの意思や意図をいかに貫

徹させて人々に届けるのかなどを考えます。

プロダクトデザイン演習Ⅰ・Ⅱa

■担当教員…高山靖子 教授
■開講年次…２年次前期、後期

プロダクトデザインにおけるデザイン開発の基本プ

ロセスについて市場調査、コンセプト開発、アイデア

展開、およびモデル製作からプレゼンテーションに至

る一連のプロセスと、そのために必要な知識とスキ

ルを体験学習し、コンセプトをデザインに表現する可

視化力と表現力を身につけます。演習では小型の道

具から、乗り物、設備的なモノまで取り組みます。

●作品名／人の巣（屋外ファニチャー）
コンセプトは座った人の陰が鳥の巣から顔を出す雛鳥に見え

る屋外ファニチャー。浜松市内に位置し、日本一汚いという

間違った認識を持たれた湖「佐鳴湖」。その間違いを塗り潰

すような魅力として生態系の豊かさ、鳥の種類の多さを知っ

てもらえるような光景を人間を使って表現しました。

●さんぐうシャトル
　～2033年の伊勢神宮参拝で活躍するモビリティ～  
  （モビリティデザイン）
式年遷宮の年、2033年の伊勢神宮で活躍する、参拝
客のためのたのしくてわくわくする乗り物。
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プロダクト領域
Product Design

卒業制作作品紹介

SUACのデザイン学科は、入学時に一つの専門

領域に絞らず、いろいろな分野に触れられるのが

魅力です。私は広告デザインに興味があり、ビジ

ュアル・サウンド領域を視野に入れていましたが、

ウレタン素材を削ってドライヤーの模型をつくる

授業で、ものづくりの楽しさに触れ、プロダクト領

域に進みました。専門領域に分かれた後も、異な

る領域の先生方との距離感は近いままなので、パ

ッケージデザインや人間工学など、気軽に質問す

ることができ、アイデアや発想を形にする力がつ

いたと思います。

演習授業の成果発表など、本学科では制作した作

品を人前で発表する機会が多々あります。自分の

作品のコンセプトやアイデアをどう伝えるかは、も

のづくりと同じくらい重要で、私は何よりもプレゼ

ンテーションの見せ方にこだわってデザイン課題

に取り組んできました。就職活動では、その経験

を活かして、ものの見せ方や魅力の伝え方をアピ

ール。卒業後は、商品をより良く魅せる広告用

POP制作を主に手掛ける予定です。世界中の人

に発信できるので、今から楽しみです。

モノの魅力を「伝える」、プレゼンテーションの力も自分の武器に

在学生の声

プロダクト領域 4年  熊本県立第二高校出身

上田晴己   UEDA Haruki

プロダクト領域の教育ポリシー
プロダクトデザインとは、より良い社会・心豊かな暮らしのために人々

の生活と環境を見据えて、新しい、魅力ある価値を持ったモノやコトを

創出し、産業を通して具現化することです。

環境問題・少子高齢化・技術の進歩など変化の激しい現代社会におい

て、デザインを学ぶ者には、世界を見渡す視野と時代の要請に対する

敏感さが求められます。

一方、人とモノの関係性や、社会と生活の基本となる価値観は普遍的

なものであり、心の機微を捉える感性を持って、変わることのないデザ

インの本質を学ぶことが大切です。さらに、これらを包括して新たな発

見や提案を具現化する表現力と造形力、わかりやすくプレゼンテーシ

ョンできるコミュニケーション能力も必要です。

プロダクト領域は、学生の皆さんに、各種工房を活用してものづくりが

できる環境と、ユニバーサルデザイン・人間工学・ライフスタイル・マー

ケティング・マネジメントなどの視点から、多様な授業・演習や様々な活

動を通してデザインを考える機会を提供し、社会・産業界で活躍する

人材を輩出します。

生活者の視点を軸に、実作的な方法により、心豊かな暮らしにつながるプロダクトデザインを

探求・提案できる人材を養成していきます。

専門教員・研究分野

佐藤聖徳 教授  プロダクトデザイン
羽田隆志 教授  プロダクトデザイン／魅力工学

高山靖子 教授  プロダクト・サービスデザイン
服部守悦 教授  トランスポーテーションデザイン／プロダクトデザイン

永山広樹 教授  プロダクトデザイン／クラフトデザイン
佐井国夫 特任教授  グラフィックデザイン  

●井川のらり屋VI展開（VIデザイン）
静岡県最北の地・井川で在来作物やクッキーの生産を
している「井川のらり屋」のVIデザインとその展開。

福本 拓

増岡秀一

●かざる、めくる、つつむ花器「Plau」（花器）
パルプ紙と新聞紙から制作した花器。紙の特性や質感を活かし、市
販の植物だけでなく雑草まで楽しむことができる。

●モトウッド（教育用小型電動バイク）
小学生に向けた乗り物教育用バイク。木製ボディの交
換で、1～6年生の成長に対応。楽しく乗り物づくりを！

●食卓を彩る蒸し器「mim!」（家電、アプリケーション）
野菜を「選ぶ」瞬間から、食卓で「食べる」瞬間まで楽しめる蒸し野菜のデリバリーサービス。

日下部結女

2022年度卒
京都府立南陽高校出身

2022年度卒
静岡県立藤枝西高校出身

二木 優 2019年度卒
静岡県立浜松南高校出身

2021年度卒
奈良県立高円高校出身

伊藤桃笑 2021年度卒
愛知県立小坂井高校出身

開講科目例

デザインコンセプト論

■担当教員…羽田隆志 教授　
■開講年次…2年次前期

デザイン作業において、形や色を決めることの他

に、特に重要と思われることがコンセプトの立案で

す。この授業では人々に貢献するコンセプトを生み

出すための考え方、アイデアを生み出すための各

種の発想法、複数のアイデア同士を比較し客観的

な選択をするための解析法を、実習を交えて身につ

けます。

ものづくりのシステム

■担当教員…服部守悦 教授
■開講年次…2年次後期

社会生活に欠かせない「もの」の意味や価値を「もの

づくり」という視点で、プロセスや取り組み方などを

多角的に考察し学習します。大企業のみならず、中小

も含めた産業の成り立ち、あり方などを、歴史的な変

遷をたどり、どのような流れになっているのかを知る

ことと同時に、ものづくりへの意思や意図をいかに貫

徹させて人々に届けるのかなどを考えます。

プロダクトデザイン演習Ⅰ・Ⅱa

■担当教員…高山靖子 教授
■開講年次…２年次前期、後期

プロダクトデザインにおけるデザイン開発の基本プ

ロセスについて市場調査、コンセプト開発、アイデア

展開、およびモデル製作からプレゼンテーションに至

る一連のプロセスと、そのために必要な知識とスキ

ルを体験学習し、コンセプトをデザインに表現する可

視化力と表現力を身につけます。演習では小型の道

具から、乗り物、設備的なモノまで取り組みます。

●作品名／人の巣（屋外ファニチャー）
コンセプトは座った人の陰が鳥の巣から顔を出す雛鳥に見え

る屋外ファニチャー。浜松市内に位置し、日本一汚いという

間違った認識を持たれた湖「佐鳴湖」。その間違いを塗り潰

すような魅力として生態系の豊かさ、鳥の種類の多さを知っ

てもらえるような光景を人間を使って表現しました。

●さんぐうシャトル
　～2033年の伊勢神宮参拝で活躍するモビリティ～  
  （モビリティデザイン）
式年遷宮の年、2033年の伊勢神宮で活躍する、参拝
客のためのたのしくてわくわくする乗り物。
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視覚化された情報やメディアは多様であ

り、私たちの生活に欠かせません。ＣI・VI・

パッケージ・エディトリアルなどグラフィッ

クデザインの技術や表現方法だけでなく、

各種のメディアの知識や技術、感性を活か

した創造活動やビジュアルコミュニケーシ

ョンデザインも学びます。

現代のメディアデザインの中核をなす、映

像制作のための様々な手法を体系的に学

びます。アニメーションの基礎からコンピュ

ータグラフィックスや実写撮影、画像合成

など、多彩な映像作成技法の実習を通し

て、ユニークで質の高い映像コンテンツを

生み出す表現力を養います。

「ことばと絵によって物語る生き物」であ

る絵本を通して、イラスト、グラフィック、ス

トーリーテリング、本の装丁など視覚伝達

デザインの基礎を学びます。ゆたかに物語

り描く喜びをデザインへと昇華させ、日常

や社会のあらゆる局面に活かすことのでき

る総合力を育みます。

メディアとしての映像・グラフィック・サウンド等を駆使して、時代に訴える新しい価値を

生み出すことができる人材を養成していきます。

私たちの身のまわりには「本」があふれています。美しい本には、デザインの基本

要素が詰まっています。優れたブックデザインから色・かたち・コンテクスト・構造・物

語・ユーモアなどを学び、自ら編集およびデザインを行うことで、様々な局面に応用

できる構成力を養い、調べる→考える→つくる→伝える、というデザインの流れを

身につけます。

■担当教員・・・かわこうせい 教授　■開講年次・・・2年次後期

グラフィックデザイン、映像デザインの入り口として、発想方法や表現方法のトレーニ

ングを行い視覚的な造形の基礎力を養うことを目的とします。具体的にはコンピュータ

の使用をベースとして、各種のグラフィック・アプリケーションや映像ソフトを扱う技

術、デザイン全般に通底する美的感覚などを修得することを目指します。様々な専門

性を有する複数の教員によるオムニバス形式の授業です。

■担当教員・・・日比谷憲彦 教授 ほか　■開講年次・・・1年次後期／2年次前期

ビジュアル・サウンド領域
Audio and Visual Communications

卒業制作作品紹介

開講科目例

グラフィックデザイン演習C 基礎演習C

●作品名／人気アニメ作品の実写版制作（動画）
所属しているサークルの特撮映像作品を見て、それなら魔法少女もの
の作品も作れるのではと思い、制作を始めました。大学生の主人公二
人が、同じ大学に通う学生を装っているお助けキャラの手を借りて、悪
を倒す魔法少女になるというお話です。変身後の衣装はコスプレから
着想を得て制作しました。完成作品は8分48秒です。

絵を描くことが好きだったので、美術系の学びに

幅広く触れられるSUACを選びました。1、2年次

はいろいろな領域を学ぼうと、プロダクト領域では

デザインの考え方、匠領域では伝統建築につい

て、ビジュアル・サウンド領域では映像と、それぞ

れ基礎を学ぶことができました。入学前は興味が

なくても、授業で体験することで初めて「楽しい！」

と思えるものが多く、視野が広がったと思います。

1年次の授業がきっかけで実写映像の制作に興味

を持ち、映像ゼミへ。さらに学びを深めています。

今、ゼミで手掛けている短編の実写映像は、脚本

づくりから、カット割り、撮影・録音、音入れ、編集ま

で基本一人で行い、すべての工程を楽しみながら

取り組んでいます。入学前は、映像制作は未知の

分野でしたが、必要な知識や技術を一から覚えな

がら、一連のプロセスを身につけています。将来は

映像制作に関わりたいと考えていますが、企画を

考えたり、イラストを描くことも好きなので、進路は

まだ模索中。自分の好きなように自由にやりたいこ

とができるSUACでお待ちしています。

興味を持ったすべてのことを学びながら、好きなことを突き詰める

在学生の声

ビジュアル・サウンド領域 3年  静岡県立清水南高校出身

番川真利那   BANKAWA Marina

専門教員・研究分野

かわ こうせい 教授  絵本／イラストレーション
日比谷憲彦 教授  グラフィックデザイン

Jérôme BOULBÈS 教授  3DCGデザイン／メディアアート／アートアニメーション
小川直茂 准教授  グラフィックデザイン／インフォグラフィック 百束朋浩 准教授  映像学／映像技術

●Worst Stage（3DCGアニメーション）
「悪夢を歩く」がテーマ。人形劇のようなテイストを目指した。

中山珠里 2022年度卒
静岡県立沼津西高校出身

●賢者（手描きイラスト）
アートの必要性、アナログイラスト、人間の在り方につ
いて考えるきっかけとなる作品。

伊藤大希 2022年度卒
名古屋市立向陽高校出身

●みえるオノマトペ 
（ストップモーションアニメーション）
制作では子ども向けの映像作品を意識し、生活の中
にあるいろいろなオノマトペを可視化した。

松場舞歌 2022年度卒
静岡県立静岡農業高校出身

●Chance （アニメーション）
ロトスコープを用い制作したアニメーション作品。人々
の花へのかかわり方を描くことで、個性や人生を表現。

玉木麻裕 2022年度卒
浜松市立高校出身

グラフィックデザイン 映像デザイン
絵本・

イラストレーション ●文豪酩酊酒（グラフィックデザイン）
近代日本作家をビジュアライズし、彼らの持つ逸話等

をもとに酒と掛け合わせ、パッケージデザインに落と

し込んだ。

黒田亜佑美 2022年度卒
常葉大学附属菊川高校出身

一本亜未 2022年度卒
愛知県立豊田西高校出身

●感じるスパイス
  （壁紙デザイン、ブランディング）
味付けや飾りなどによく使われるスパイスの魅力を

伝えるブランディングの提案と空間演出。
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視覚化された情報やメディアは多様であ

り、私たちの生活に欠かせません。ＣI・VI・

パッケージ・エディトリアルなどグラフィッ

クデザインの技術や表現方法だけでなく、

各種のメディアの知識や技術、感性を活か

した創造活動やビジュアルコミュニケーシ

ョンデザインも学びます。

現代のメディアデザインの中核をなす、映

像制作のための様々な手法を体系的に学

びます。アニメーションの基礎からコンピュ

ータグラフィックスや実写撮影、画像合成

など、多彩な映像作成技法の実習を通し

て、ユニークで質の高い映像コンテンツを

生み出す表現力を養います。

「ことばと絵によって物語る生き物」であ

る絵本を通して、イラスト、グラフィック、ス

トーリーテリング、本の装丁など視覚伝達

デザインの基礎を学びます。ゆたかに物語

り描く喜びをデザインへと昇華させ、日常

や社会のあらゆる局面に活かすことのでき

る総合力を育みます。

メディアとしての映像・グラフィック・サウンド等を駆使して、時代に訴える新しい価値を

生み出すことができる人材を養成していきます。

私たちの身のまわりには「本」があふれています。美しい本には、デザインの基本

要素が詰まっています。優れたブックデザインから色・かたち・コンテクスト・構造・物

語・ユーモアなどを学び、自ら編集およびデザインを行うことで、様々な局面に応用

できる構成力を養い、調べる→考える→つくる→伝える、というデザインの流れを

身につけます。

■担当教員・・・かわこうせい 教授　■開講年次・・・2年次後期

グラフィックデザイン、映像デザインの入り口として、発想方法や表現方法のトレーニ

ングを行い視覚的な造形の基礎力を養うことを目的とします。具体的にはコンピュータ

の使用をベースとして、各種のグラフィック・アプリケーションや映像ソフトを扱う技

術、デザイン全般に通底する美的感覚などを修得することを目指します。様々な専門

性を有する複数の教員によるオムニバス形式の授業です。

■担当教員・・・日比谷憲彦 教授 ほか　■開講年次・・・1年次後期／2年次前期

ビジュアル・サウンド領域
Audio and Visual Communications

卒業制作作品紹介

開講科目例

グラフィックデザイン演習C 基礎演習C

●作品名／人気アニメ作品の実写版制作（動画）
所属しているサークルの特撮映像作品を見て、それなら魔法少女もの
の作品も作れるのではと思い、制作を始めました。大学生の主人公二
人が、同じ大学に通う学生を装っているお助けキャラの手を借りて、悪
を倒す魔法少女になるというお話です。変身後の衣装はコスプレから
着想を得て制作しました。完成作品は8分48秒です。

絵を描くことが好きだったので、美術系の学びに

幅広く触れられるSUACを選びました。1、2年次

はいろいろな領域を学ぼうと、プロダクト領域では

デザインの考え方、匠領域では伝統建築につい

て、ビジュアル・サウンド領域では映像と、それぞ

れ基礎を学ぶことができました。入学前は興味が

なくても、授業で体験することで初めて「楽しい！」

と思えるものが多く、視野が広がったと思います。

1年次の授業がきっかけで実写映像の制作に興味

を持ち、映像ゼミへ。さらに学びを深めています。

今、ゼミで手掛けている短編の実写映像は、脚本

づくりから、カット割り、撮影・録音、音入れ、編集ま

で基本一人で行い、すべての工程を楽しみながら

取り組んでいます。入学前は、映像制作は未知の

分野でしたが、必要な知識や技術を一から覚えな

がら、一連のプロセスを身につけています。将来は

映像制作に関わりたいと考えていますが、企画を

考えたり、イラストを描くことも好きなので、進路は

まだ模索中。自分の好きなように自由にやりたいこ

とができるSUACでお待ちしています。

興味を持ったすべてのことを学びながら、好きなことを突き詰める

在学生の声

ビジュアル・サウンド領域 3年  静岡県立清水南高校出身

番川真利那   BANKAWA Marina

専門教員・研究分野

かわ こうせい 教授  絵本／イラストレーション
日比谷憲彦 教授  グラフィックデザイン

Jérôme BOULBÈS 教授  3DCGデザイン／メディアアート／アートアニメーション
小川直茂 准教授  グラフィックデザイン／インフォグラフィック 百束朋浩 准教授  映像学／映像技術

●Worst Stage（3DCGアニメーション）
「悪夢を歩く」がテーマ。人形劇のようなテイストを目指した。

中山珠里 2022年度卒
静岡県立沼津西高校出身

●賢者（手描きイラスト）
アートの必要性、アナログイラスト、人間の在り方につ
いて考えるきっかけとなる作品。

伊藤大希 2022年度卒
名古屋市立向陽高校出身

●みえるオノマトペ 
（ストップモーションアニメーション）
制作では子ども向けの映像作品を意識し、生活の中
にあるいろいろなオノマトペを可視化した。

松場舞歌 2022年度卒
静岡県立静岡農業高校出身

●Chance （アニメーション）
ロトスコープを用い制作したアニメーション作品。人々
の花へのかかわり方を描くことで、個性や人生を表現。

玉木麻裕 2022年度卒
浜松市立高校出身

グラフィックデザイン 映像デザイン
絵本・

イラストレーション ●文豪酩酊酒（グラフィックデザイン）
近代日本作家をビジュアライズし、彼らの持つ逸話等

をもとに酒と掛け合わせ、パッケージデザインに落と

し込んだ。

黒田亜佑美 2022年度卒
常葉大学附属菊川高校出身

一本亜未 2022年度卒
愛知県立豊田西高校出身

●感じるスパイス
  （壁紙デザイン、ブランディング）
味付けや飾りなどによく使われるスパイスの魅力を

伝えるブランディングの提案と空間演出。
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開講科目例

都市デザイン論 建築設計演習Ⅰ・Ⅱ エコロジカルデザイン

建築・環境領域
Architecture and Landscape

建築を中心に、インテリア・ランドスケープ・都市計画など幅広い分野に通用する設計力を養うことで、

持続可能な社会の実現に貢献できる人材を養成します。
卒業制作作品紹介

空間やインテリアに興味があり、様々な角度から

デザインが学べるSUACを志望しました。本学科

の魅力は、地域に寄り添った様々なプロジェクト

に携われること。4年次の夏、遠州鉄道の高架下

空間にストリートファニチャーを設置する事業に

仲間と共に参加しました。家具のデザインや施工

は初めてだったので苦戦しましたが、木工加工室

の実習指導員の方や地域の方々の協力を得て、

満足のいくものを完成できました。多くの人と関

わりながら物事を進めていく経験を通して成長で

きたと思います。

SUACでの4年間を振り返って感じるのは、少人

数教育のため先生が親身になって指導してくだ

さること。質問に対して的確な答えがもらえる環

境に感謝しています。設備が充実している点も

魅力で、木工、金工、モデリングと専門的な指導

を受けながら、素材の特性を知ることができまし

た。将来は設計者になることが目標ですが、社会

に出る前に、より学びを深めたいと考えSUAC

の大学院へ。引き続き様々なプロジェクトに参加

して、設計のトレーニングを積み、自分の強みを

見つけ、鍛えていきたいです。

地域での実践の場で深めた学び。より設計力を高めるために大学院へ

在学生の声

領域とデザイン理念

一般的に「建築」とは、一つひとつの「建物」を指すものと思われているかもしれませ

んが、本来「建築（する）」とは、人々が安心して生活できる空間をつくり出すプロセス

そのものを意味しています。またその行為によって生み出された空間や環境も、「建

築」という概念に含まれます。本領域では、こうした広い意味での「建築」という概念

に基づき、対象としての建築・都市・ランドスケープ空間に、ユニバーサルデザイン・エ

コデザイン・エンジニアリングデザインなどのデザイン理念を重ね合わせることで、社

会のニーズに対応した空間デザインを追求しています。

国の建築士受験資格認定学科として、一級・二級建築士、木造建築士の受験資格に

必要な専門科目が用意されています。これらの科目を履修することにより一級建築

士・二級建築士・木造建築士試験の受験資格が得られます。

またこのほかに商業施設士、色彩検定、カラーコーディネーターなどの資格も毎年

多くの学生がチャレンジしています。

建築士受験資格など
の各種資格の
取得が可能

■担当教員…亀井暁子 教授　
■開講年次…2年次後期

集まって住まうこととその環境、そしてこれからの住

まい方について考えます。現代の都市課題への空間

的取り組みを多面的に学ぶとともに、異なる環境に

おける住まい方への理解を通して自らの住まい方を

考えるため、古代から現代に至る世界各地の都市空

間について学びます。

建築設計演習Ⅰでは、地域の環境や景観を念頭に置

きながら、単一の用途の建築物から複合施設まで、

多様な形態の建築の設計に取り組みます。建築設計

演習Ⅱでは完成作品について担当教員全員が講評

を行うことにより、各分野とは異なる分野からの視

点も学びます。

建築とは全世界共通で人類の歴史と共に進化を遂げ

てきたデザインです。現代では海底・空中都市だけで

なく宇宙エレベーターの計画もあります。一方、地球

環境は深刻化し、危機的状況を迎えている世界遺産も

存在します。これからの建築と環境はどうあるべきか、

ディスカッションを通じて学んでいきます。

■担当教員…花澤信太郎 教授 ほか   
■開講年次…2年次後期～3年次前期

■担当教員…中野民雄 教授   ■開講年次…1年次前期

建築・環境領域 4年  愛知県立時習館高校出身

森田奈那   MORITA Nana 豊川稲荷周辺の地域性を残しながら、より親しみやすい街に更新していく

ことを目的とした、街並み及び建築空間の提案。

豊川稲荷周辺の地域性を残しながら、より親しみやすい街に更新していく

ことを目的とした、街並み及び建築空間の提案。

専門教員・研究分野

礒村克郎 教授  パブリックデザイン
亀井暁子 教授  建築設計／サスティナブルデザイン
丹羽哲矢 准教授  建築／地域／景観デザイン

岩崎敏之 教授  構造デザイン
中野民雄 教授  スマートデザイン／建築環境・設備
松田  達 准教授  建築意匠／3DCAD／都市計画

植田道則 教授  建築とインテリアの空間デザイン
花澤信太郎 教授  建築設計／都市デザイン

地方消滅と騒がれる今何がで
きるのか？それには街にある
ものを見つめ直し、自分の街
の魅力に気づくことから始ま
るのではないのだろうか？

もく

●気づきから始まる
   牧之原の未来
　（公共施設設計）

●ふるまいからまちの未来を描く
   ～焼津市沿岸部における海との共存の痕跡から学ぶ
　 まちのあり方～（まちの将来設計）
人々や動植物のふるまいしろを作ることで、人口
流出を許容しながらも多様な過ごし方ができる街
のあり方の提案。

岡田美憂 2021年度卒
静岡県立焼津中央高校出身

●Flexible Atami（建築設計）
熱海銀座商店街の一角にドライブスルーを導入
した、クルマと人が共存する商業施設の提案。

黒沢優香 2020年度卒
静岡県立三島北高校出身

古川直樹
2018年度卒
静岡県立榛原高校出身

かつての木材流通の拠点だった浜松市天竜区
二俣町に着目し、歴史的建造物と街を一体的に
利用できる計画を行った。

●木材で今昔をつなぐ
　～歴史的建造物と地域材を活用した木創造拠点～
  （文化財を活用した街づくり）

竹内  唯 2021年度卒
三重県立津高校出身

●学びは生業の中に（設計:小中一貫校）
学んだ先にある商いの場、ひいては社会と密接に関
わりを持つ、商店街の中にある小中一貫校の提案。

山本裕貴 2018年度卒
浜松市立高校出身

長野県松本市の小さなスケールの街中で、計画した4つの施設が面する
通りに作用し、親子の暮らしと街全体を豊かにするための提案。

●まつもとYOCHI×YOCHI
　～2つの通りをつなぎ、回遊性を促す施設群を通した親子のためのまちづくり～
  （建築設計・まちづくり）

増田  峻 2020年度卒
長野県松本蟻ヶ崎高校出身

まちへの愛着を育む
～日常と非日常を横断して考えるまちのあり方～（まちの空間設計）

●作品名／
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開講科目例

都市デザイン論 建築設計演習Ⅰ・Ⅱ エコロジカルデザイン

建築・環境領域
Architecture and Landscape

建築を中心に、インテリア・ランドスケープ・都市計画など幅広い分野に通用する設計力を養うことで、

持続可能な社会の実現に貢献できる人材を養成します。
卒業制作作品紹介

空間やインテリアに興味があり、様々な角度から

デザインが学べるSUACを志望しました。本学科

の魅力は、地域に寄り添った様々なプロジェクト

に携われること。4年次の夏、遠州鉄道の高架下

空間にストリートファニチャーを設置する事業に

仲間と共に参加しました。家具のデザインや施工

は初めてだったので苦戦しましたが、木工加工室

の実習指導員の方や地域の方々の協力を得て、

満足のいくものを完成できました。多くの人と関

わりながら物事を進めていく経験を通して成長で

きたと思います。

SUACでの4年間を振り返って感じるのは、少人

数教育のため先生が親身になって指導してくだ

さること。質問に対して的確な答えがもらえる環

境に感謝しています。設備が充実している点も

魅力で、木工、金工、モデリングと専門的な指導

を受けながら、素材の特性を知ることができまし

た。将来は設計者になることが目標ですが、社会

に出る前に、より学びを深めたいと考えSUAC

の大学院へ。引き続き様々なプロジェクトに参加

して、設計のトレーニングを積み、自分の強みを

見つけ、鍛えていきたいです。

地域での実践の場で深めた学び。より設計力を高めるために大学院へ

在学生の声

領域とデザイン理念

一般的に「建築」とは、一つひとつの「建物」を指すものと思われているかもしれませ

んが、本来「建築（する）」とは、人々が安心して生活できる空間をつくり出すプロセス

そのものを意味しています。またその行為によって生み出された空間や環境も、「建

築」という概念に含まれます。本領域では、こうした広い意味での「建築」という概念

に基づき、対象としての建築・都市・ランドスケープ空間に、ユニバーサルデザイン・エ

コデザイン・エンジニアリングデザインなどのデザイン理念を重ね合わせることで、社

会のニーズに対応した空間デザインを追求しています。

国の建築士受験資格認定学科として、一級・二級建築士、木造建築士の受験資格に

必要な専門科目が用意されています。これらの科目を履修することにより一級建築

士・二級建築士・木造建築士試験の受験資格が得られます。

またこのほかに商業施設士、色彩検定、カラーコーディネーターなどの資格も毎年

多くの学生がチャレンジしています。

建築士受験資格など
の各種資格の
取得が可能

■担当教員…亀井暁子 教授　
■開講年次…2年次後期

集まって住まうこととその環境、そしてこれからの住

まい方について考えます。現代の都市課題への空間

的取り組みを多面的に学ぶとともに、異なる環境に

おける住まい方への理解を通して自らの住まい方を

考えるため、古代から現代に至る世界各地の都市空

間について学びます。

建築設計演習Ⅰでは、地域の環境や景観を念頭に置

きながら、単一の用途の建築物から複合施設まで、

多様な形態の建築の設計に取り組みます。建築設計

演習Ⅱでは完成作品について担当教員全員が講評

を行うことにより、各分野とは異なる分野からの視

点も学びます。

建築とは全世界共通で人類の歴史と共に進化を遂げ

てきたデザインです。現代では海底・空中都市だけで

なく宇宙エレベーターの計画もあります。一方、地球

環境は深刻化し、危機的状況を迎えている世界遺産も

存在します。これからの建築と環境はどうあるべきか、

ディスカッションを通じて学んでいきます。

■担当教員…花澤信太郎 教授 ほか   
■開講年次…2年次後期～3年次前期

■担当教員…中野民雄 教授   ■開講年次…1年次前期

建築・環境領域 4年  愛知県立時習館高校出身

森田奈那   MORITA Nana 豊川稲荷周辺の地域性を残しながら、より親しみやすい街に更新していく

ことを目的とした、街並み及び建築空間の提案。

豊川稲荷周辺の地域性を残しながら、より親しみやすい街に更新していく

ことを目的とした、街並み及び建築空間の提案。

専門教員・研究分野

礒村克郎 教授  パブリックデザイン
亀井暁子 教授  建築設計／サスティナブルデザイン
丹羽哲矢 准教授  建築／地域／景観デザイン

岩崎敏之 教授  構造デザイン
中野民雄 教授  スマートデザイン／建築環境・設備
松田  達 准教授  建築意匠／3DCAD／都市計画

植田道則 教授  建築とインテリアの空間デザイン
花澤信太郎 教授  建築設計／都市デザイン

地方消滅と騒がれる今何がで
きるのか？それには街にある
ものを見つめ直し、自分の街
の魅力に気づくことから始ま
るのではないのだろうか？

もく

●気づきから始まる
   牧之原の未来
　（公共施設設計）

●ふるまいからまちの未来を描く
   ～焼津市沿岸部における海との共存の痕跡から学ぶ
　 まちのあり方～（まちの将来設計）
人々や動植物のふるまいしろを作ることで、人口
流出を許容しながらも多様な過ごし方ができる街
のあり方の提案。

岡田美憂 2021年度卒
静岡県立焼津中央高校出身

●Flexible Atami（建築設計）
熱海銀座商店街の一角にドライブスルーを導入
した、クルマと人が共存する商業施設の提案。

黒沢優香 2020年度卒
静岡県立三島北高校出身

古川直樹
2018年度卒
静岡県立榛原高校出身

かつての木材流通の拠点だった浜松市天竜区
二俣町に着目し、歴史的建造物と街を一体的に
利用できる計画を行った。

●木材で今昔をつなぐ
　～歴史的建造物と地域材を活用した木創造拠点～
  （文化財を活用した街づくり）

竹内  唯 2021年度卒
三重県立津高校出身

●学びは生業の中に（設計:小中一貫校）
学んだ先にある商いの場、ひいては社会と密接に関
わりを持つ、商店街の中にある小中一貫校の提案。

山本裕貴 2018年度卒
浜松市立高校出身

長野県松本市の小さなスケールの街中で、計画した4つの施設が面する
通りに作用し、親子の暮らしと街全体を豊かにするための提案。

●まつもとYOCHI×YOCHI
　～2つの通りをつなぎ、回遊性を促す施設群を通した親子のためのまちづくり～
  （建築設計・まちづくり）

増田  峻 2020年度卒
長野県松本蟻ヶ崎高校出身

まちへの愛着を育む
～日常と非日常を横断して考えるまちのあり方～（まちの空間設計）

●作品名／
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インタラクション領域
Interaction Design

卒業制作作品紹介

基礎演習E

多様化するデザイン諸分野の知識と技術を融合させることで、

人と環境の新たな関係を創り出せる人材を養成していきます。

開講科目例

エンターテイメントデザイン インタラクティブプロダクト演習

デザイン学科を選んだ理由は、1、2年次に幅広い

分野を学び、3年次から専攻に進める点が自分に

合うと思ったから。グラフィック、映像、プロダクト、

建築など様々な授業を受けながら、自分のやりた

い領域を見つけることができました。転機となった

のは、Unityというゲームエンジンを使ってゲーム

を作る授業。今までプレイする側だった自分が作る

側となり、その面白さに目覚めました。現在、ゼミ

でゲームを制作しながら、プログラミングやゲーム

UIなどについて学んでいるところです。

入学前にPCを学んだことがなく、一から基礎を学

びました。プログラミングは苦手でしたが、PCに

強い仲間が教えてくれるので心強かったです。卒

業後の進路は、ゲーム開発に関係する職業に就き

たいと考えています。今まで培ってきた技術や知

識をベースにさらに力を伸ばしていくために、

Live2Dという2Dイラストを動かすソフトも勉強

中です。将来やりたいことが決まっていなかった

私が見つけたゲーム制作の面白さ。まだ目標がは

っきりしていなくても大丈夫。SUACでぜひ見つ

けてください。

SUACで見つけた夢中になれること。「できること」の幅を広げていきたい

在学生の声

インタラクション領域 3年  長野県飯田高校出身

松下凜々   MATSUSHITA Riri

■担当教員・・・和田和美 教授　■開講年次・・・3年次前期

五感を刺激するエンターテイメントシステムを題材

に、未来のコミュニケーションメディアのあり方を考察

します。メディア・アート、映像、ゲーム、Web、広告、マ

ンガ等のデザインの現場で展開する最新の事例を学

び、自ら創り出すための方法について学びます。

「発想を学ぶ」「技法を学ぶ」「作品を創る」の3つの

ステップを通して、インタラクションデザインの基礎を

学ぶことを目的としています。領域教員全員のサポー

トを受けながら、人とモノ、コト、空間等とのつながりを

テーマとしたデザイン提案に取り組みます。

歴史の中で磨かれ、発展してきた「楽器」は高いイン

タラクティブ性を持つプロダクトです。また「音具」（音

の出る玩具）は音と遊びを結びつけた親しみやすいプ

ロダクトです。これらについて実体験を交えて詳しく

学び、さらに電子工作と木工の技術を修得し、独創的

な楽器の設計・製作を行います。

■担当教員・・・各教員   ■開講年次・・・1年次後期、2年次前期 ■担当教員・・・的場ひろし 教授 ほか   ■開講年次・・・2年次後期

●作品名／バーチャルトーク（アプリケーション）
気軽にいろんな人との会話を楽しむことをコンセプトに、キャラク

ターを通して交流する作品を制作しました。パソコンに自分、モニ

ターに相手のキャラクターが映し出され、自分のキャラクターは、

パソコンのカメラが顔を認証することで自在に動かせます。また、

マイクを通してボイスチェンジされた声がイヤホンから聞こえ、よ

りキャラクターになりきって会話ができる作品です。

広がるデザインの世界

近年、デザイナーに求められるようになってきた重要な仕事が「新たな体験・経験の

創出」です。新しい製品やサービスの開発の中で、ますます重要な要素となり、これら

を実現できる「インタラクションデザイン」のスキルを持つデザイナーが活躍してい

ます。インタラクションデザインは、「使いやすさ」「間違いの起こりにくさ」の観点だ

けでなく、「使う楽しさ」「面白さ」を含む、人が製品やサービスに接する際の体験全

体について考える新しいデザイン領域としてますます発展しています。

インタラクション領域では、以下に例を示す多様なデザイン分野を学ぶことで、課題

発見・解決能力を育成します。 
　 ● ゲーム・玩具／遊びや娯楽の設計と制作 

　 ● 楽器／誰もが音楽を楽しめる楽器の形とインタラクション 

　 ● インテリア／家庭、執務空間、商業空間等におけるコミュニケーション 

　 ● 公共空間／人が集まり、活動する場の創造 

　 ● 広告／現代における多様なメディア表現の活用 

これらの分野の学びを通して、誰もが安心・安全に、そして楽しく快適に生活するため

のデザインについて考えていきます。

インタラクションデザイン
の対象分野

専門教員・研究分野

長嶋洋一 教授  メディアアート
和田和美 教授  メディアアート／Webデザイン

的場ひろし 教授  メディアアート／インタラクションデザイン
中川  晃 准教授  空間デザイン／インタラクションアート

● 森町の栗農家のブランディング
　（ブランディングデザイン、パッケージデザイン）

近藤麻央 2022年度卒
三重県立飯野高校出身

●食品サンプル（額飯）
私の好きな食品サンプルの魅力を伝えるため、美味しさ（？）そのまま手のひらサイズに仕上げた。

小山内萌凪 2022年度卒
江戸川女子高校出身

● UNLOCK（ノベルゲーム）
最近、妙なものが見えるようになった主人公。ある日、呪い
を祓う謎の人物と出逢い協力することになる。

櫻井菜摘 2020年度卒
常葉大学附属菊川高校出身

● Breath Chair （椅子）
風のパーテーションを挟んで会話することができる、
コロナ収束後のニューノーマルを見据えたベンチ。

安部 涼 2021年度卒
静岡県立浜松南高校出身

●私という木（立体造形）
自分自身を木に例えて表現した作
品。体という幹から、様々な感情
をもつ頭を枝分かれさせた。

橋本菜々
2022年度卒
静岡県立袋井高校出身

森町地域おこし隊の方と協力した栗農家のブラン
ディング。大切に育てた栗の魅力を伝え、森町の地
域としての魅力も発信できるよう制作した。
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インタラクション領域
Interaction Design

卒業制作作品紹介

基礎演習E

多様化するデザイン諸分野の知識と技術を融合させることで、

人と環境の新たな関係を創り出せる人材を養成していきます。

開講科目例

エンターテイメントデザイン インタラクティブプロダクト演習

デザイン学科を選んだ理由は、1、2年次に幅広い

分野を学び、3年次から専攻に進める点が自分に

合うと思ったから。グラフィック、映像、プロダクト、

建築など様々な授業を受けながら、自分のやりた

い領域を見つけることができました。転機となった

のは、Unityというゲームエンジンを使ってゲーム

を作る授業。今までプレイする側だった自分が作る

側となり、その面白さに目覚めました。現在、ゼミ

でゲームを制作しながら、プログラミングやゲーム

UIなどについて学んでいるところです。

入学前にPCを学んだことがなく、一から基礎を学

びました。プログラミングは苦手でしたが、PCに

強い仲間が教えてくれるので心強かったです。卒

業後の進路は、ゲーム開発に関係する職業に就き

たいと考えています。今まで培ってきた技術や知

識をベースにさらに力を伸ばしていくために、

Live2Dという2Dイラストを動かすソフトも勉強

中です。将来やりたいことが決まっていなかった

私が見つけたゲーム制作の面白さ。まだ目標がは

っきりしていなくても大丈夫。SUACでぜひ見つ

けてください。

SUACで見つけた夢中になれること。「できること」の幅を広げていきたい

在学生の声

インタラクション領域 3年  長野県飯田高校出身

松下凜々   MATSUSHITA Riri

■担当教員・・・和田和美 教授　■開講年次・・・3年次前期

五感を刺激するエンターテイメントシステムを題材

に、未来のコミュニケーションメディアのあり方を考察

します。メディア・アート、映像、ゲーム、Web、広告、マ

ンガ等のデザインの現場で展開する最新の事例を学

び、自ら創り出すための方法について学びます。

「発想を学ぶ」「技法を学ぶ」「作品を創る」の3つの

ステップを通して、インタラクションデザインの基礎を

学ぶことを目的としています。領域教員全員のサポー

トを受けながら、人とモノ、コト、空間等とのつながりを

テーマとしたデザイン提案に取り組みます。

歴史の中で磨かれ、発展してきた「楽器」は高いイン

タラクティブ性を持つプロダクトです。また「音具」（音

の出る玩具）は音と遊びを結びつけた親しみやすいプ

ロダクトです。これらについて実体験を交えて詳しく

学び、さらに電子工作と木工の技術を修得し、独創的

な楽器の設計・製作を行います。

■担当教員・・・各教員   ■開講年次・・・1年次後期、2年次前期 ■担当教員・・・的場ひろし 教授 ほか   ■開講年次・・・2年次後期

●作品名／バーチャルトーク（アプリケーション）
気軽にいろんな人との会話を楽しむことをコンセプトに、キャラク

ターを通して交流する作品を制作しました。パソコンに自分、モニ

ターに相手のキャラクターが映し出され、自分のキャラクターは、

パソコンのカメラが顔を認証することで自在に動かせます。また、

マイクを通してボイスチェンジされた声がイヤホンから聞こえ、よ

りキャラクターになりきって会話ができる作品です。

広がるデザインの世界

近年、デザイナーに求められるようになってきた重要な仕事が「新たな体験・経験の

創出」です。新しい製品やサービスの開発の中で、ますます重要な要素となり、これら

を実現できる「インタラクションデザイン」のスキルを持つデザイナーが活躍してい

ます。インタラクションデザインは、「使いやすさ」「間違いの起こりにくさ」の観点だ

けでなく、「使う楽しさ」「面白さ」を含む、人が製品やサービスに接する際の体験全

体について考える新しいデザイン領域としてますます発展しています。

インタラクション領域では、以下に例を示す多様なデザイン分野を学ぶことで、課題

発見・解決能力を育成します。 
　 ● ゲーム・玩具／遊びや娯楽の設計と制作 

　 ● 楽器／誰もが音楽を楽しめる楽器の形とインタラクション 

　 ● インテリア／家庭、執務空間、商業空間等におけるコミュニケーション 

　 ● 公共空間／人が集まり、活動する場の創造 

　 ● 広告／現代における多様なメディア表現の活用 

これらの分野の学びを通して、誰もが安心・安全に、そして楽しく快適に生活するため

のデザインについて考えていきます。

インタラクションデザイン
の対象分野

専門教員・研究分野

長嶋洋一 教授  メディアアート
和田和美 教授  メディアアート／Webデザイン

的場ひろし 教授  メディアアート／インタラクションデザイン
中川  晃 准教授  空間デザイン／インタラクションアート

● 森町の栗農家のブランディング
　（ブランディングデザイン、パッケージデザイン）

近藤麻央 2022年度卒
三重県立飯野高校出身

●食品サンプル（額飯）
私の好きな食品サンプルの魅力を伝えるため、美味しさ（？）そのまま手のひらサイズに仕上げた。

小山内萌凪 2022年度卒
江戸川女子高校出身

● UNLOCK（ノベルゲーム）
最近、妙なものが見えるようになった主人公。ある日、呪い
を祓う謎の人物と出逢い協力することになる。

櫻井菜摘 2020年度卒
常葉大学附属菊川高校出身

● Breath Chair （椅子）
風のパーテーションを挟んで会話することができる、
コロナ収束後のニューノーマルを見据えたベンチ。

安部 涼 2021年度卒
静岡県立浜松南高校出身

●私という木（立体造形）
自分自身を木に例えて表現した作
品。体という幹から、様々な感情
をもつ頭を枝分かれさせた。

橋本菜々
2022年度卒
静岡県立袋井高校出身

森町地域おこし隊の方と協力した栗農家のブラン
ディング。大切に育てた栗の魅力を伝え、森町の地
域としての魅力も発信できるよう制作した。
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卒業制作作品紹介

プロダクトデザインに興味があり本学科へ進学。2

年次に匠造形演習で陶芸に初めて取り組み、手で

土に触れる感触や、形を作り出していくことが楽し

く、匠領域に進みました。私たちの学年が匠領域の

一期生で、陶芸は専攻になかったのですが、木工

芸・漆芸の先生が対応してくださり、ろくろや手び

ねりの技法や釉薬の扱い方、焼成方法などの基礎

を身につけることができました。設備を自由に使え

るのもSUACの魅力で、自分の工房のように使わ

せてもらえたことに感謝です。

卒業制作では、故郷の鹿児島県・桜島の火山灰を

活用した釉薬を研究。桜島から連想するやさしさ

やぬくもり、力強さを表現する作品に仕上げまし

た。大学では実用性を考慮したデザインを追求し

てきましたが、卒業後は陶芸家の助手となり、さら

なる技術や知識を吸収し、作品づくりの幅を広げ

たいと思っています。大学に入るまで興味のなか

った陶芸に出会い、好きなことをやり続け、専門

性も磨けた4年間。まだ知らない「楽しい」が見つ

かるSUACでチャレンジしてください。

陶芸に出会い、土と向き合い続けて見つけた、自分だけの表現

在学生の声

匠領域 4年  鹿児島県立武岡台高校出身

有安勇翔   ARIYASU Yuto

●動物園（染、編み物）
触れることで湧く感情に耳を傾けるきっかけを提
供したいと考え、触れたくなる様々な素材を染色し
編み込んだ。

小林遥伽

上田真由佳

●折って、重ねて、折って、（鋳金）
ひとつひとつ折った鶴を鋳造し形として留める。この
作品には制作期間における私の数多の記憶が詰まっ
ている。

2022年度卒
浜松学芸高校出身

2022年度卒
三重県立津西高校出身

中村優里 2022年度卒
青森県立八戸東高校出身

●咲きそめ（染）
咲き乱れる梅の花をモチーフに、オーガンジーを用いて
花びらの透け感や光と影を表現した絞り染めの作品。

藤城彩華 2022年度卒
愛知県立豊橋東高校出身

●空木（木工、漆）
木地の木目と加飾の漆を組み合わせたコンソールテ
ーブル。漆は青・黄・白を混色した色漆を使用し、そこ
に白色の漆で墨流しを行うことで空を表現した。

●水滴「雫」（陶芸）
「器と内容物の関係」というテーマを水滴という、「器と
中身である水」が入れ替わる器で思考し、制作。

粂田萌衣 2022年度卒
常葉大学附属菊川高校出身

匠領域
Takumi  Design

伝統建築
日本の伝統建築は、歴史、文化を背景に優れた技術・意匠・美術・工芸等から
なっています。名建築に直に触れ、日本の木造建築の基本や意匠を理解し、
未来に誇れる建築やデザインを提案すると同時に、日本のものづくり文化を
継承・発展させます。
※建築士受験資格を得ることができます（所定の単位を取得した場合）。

木工／漆
緑豊かな日本では、古くから木という身近な素材の恩恵を受けて生活をし
てきました。多様な木工芸技術と共に、日本固有の漆芸技術を学ぶことで、
新たなデザインと伝統価値を創造します。

金工
古来より人の営みと金属は切り離せない関係にあります。金属を扱うために
工夫・研究されてきた多様な技術・技法を学び、その知識と経験をもとに新
たな金属造形の方向性を提案します。

テキスタイル（染・織）
日本の“染”と“織”の技法の豊かさは、美術工芸や伝統産業において、また各
時代の美意識によって、洗練され培われてきました。こうした“染”と“織”の
魅力を追究するとともに、今日のファッションやインテリアなど幅広いデザ
イン分野に閃きをもたらす魅力的なテキスタイルデザインを提案します。

伝統的な建築・工芸についての知識と基本技能を修得し、現代社会と呼応しうる

新たなデザインを生み出す人材を養成していきます。

■担当教員…藤井尚子 教授
■開講年次…１年次後期

人類は太古の誕生間もない頃から自然
界にある繊維をまとい、やがて自ら織
り、染めることで生活を快適に、美しい
ものにしてきました。本講義では、その
ような人と繊維の関係に関する歴史、文
化、技術、産業の変遷を通してテキスタ
イルに対する理解を深めます。

日本の伝統建築は、歴史や文化を背景
に様式を確立し、継承されてきました。
建築様式と技術の歴史、建築を構成す
る材料や道具についても学びます。文
化財政策史や保存・活用について理解
を深め、静岡県の文化資産である伝統
建築のあり方も考えます。

素材加工演習では、多様な素材と技法

の学びからその特性を活かした作品を

制作します。匠造形演習ではさらに専門

的になり、道具や材料への理解を深め

る演習を踏まえ、作品を制作し造形芸術

への視野を広めます。

■担当教員…新妻淳子 准教授
■開講年次…1年次前期

■担当教員…各教員
■開講年次…2年次前・後期

日本伝統建築

開講科目例

テキスタイル概論
■担当教員…小田伊織 講師
■開講年次…2年次後期

今、私たちの生活は、食器や家具、住居空
間に至るまで、多くの木材製品に支えら
れています。本講義では、身近な素材で
ある「木」について、素材や技法的な観
点、木製品のデザインの関係性など、木と
モノとの関わり合いについて学びます。

木のデザイン素材加工演習a・b、
匠造形演習

専門教員・研究分野

藤井尚子 教授  テキスタイルデザイン／染色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒川朋子 准教授  テキスタイル／繊維造形　　　　
新妻淳子 准教授  日本伝統建築　　　　　　　　　　　　　　 　             　　　　　　　   小田伊織 講師  木工芸／漆芸

鹿児島県の桜島の火山灰を活用した釉薬を作りました。桜島

の持つ「ぬくもり」と「力強さ」を釉調で表現しました。

桜島 火山灰釉 （アップサイクルデザイン）
●作品名／
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卒業制作作品紹介

プロダクトデザインに興味があり本学科へ進学。2

年次に匠造形演習で陶芸に初めて取り組み、手で

土に触れる感触や、形を作り出していくことが楽し

く、匠領域に進みました。私たちの学年が匠領域の

一期生で、陶芸は専攻になかったのですが、木工

芸・漆芸の先生が対応してくださり、ろくろや手び

ねりの技法や釉薬の扱い方、焼成方法などの基礎

を身につけることができました。設備を自由に使え

るのもSUACの魅力で、自分の工房のように使わ

せてもらえたことに感謝です。

卒業制作では、故郷の鹿児島県・桜島の火山灰を

活用した釉薬を研究。桜島から連想するやさしさ

やぬくもり、力強さを表現する作品に仕上げまし

た。大学では実用性を考慮したデザインを追求し

てきましたが、卒業後は陶芸家の助手となり、さら

なる技術や知識を吸収し、作品づくりの幅を広げ

たいと思っています。大学に入るまで興味のなか

った陶芸に出会い、好きなことをやり続け、専門

性も磨けた4年間。まだ知らない「楽しい」が見つ

かるSUACでチャレンジしてください。

陶芸に出会い、土と向き合い続けて見つけた、自分だけの表現

在学生の声

匠領域 4年  鹿児島県立武岡台高校出身

有安勇翔   ARIYASU Yuto

●動物園（染、編み物）
触れることで湧く感情に耳を傾けるきっかけを提
供したいと考え、触れたくなる様々な素材を染色し
編み込んだ。

小林遥伽

上田真由佳

●折って、重ねて、折って、（鋳金）
ひとつひとつ折った鶴を鋳造し形として留める。この
作品には制作期間における私の数多の記憶が詰まっ
ている。

2022年度卒
浜松学芸高校出身

2022年度卒
三重県立津西高校出身

中村優里 2022年度卒
青森県立八戸東高校出身

●咲きそめ（染）
咲き乱れる梅の花をモチーフに、オーガンジーを用いて
花びらの透け感や光と影を表現した絞り染めの作品。

藤城彩華 2022年度卒
愛知県立豊橋東高校出身

●空木（木工、漆）
木地の木目と加飾の漆を組み合わせたコンソールテ
ーブル。漆は青・黄・白を混色した色漆を使用し、そこ
に白色の漆で墨流しを行うことで空を表現した。

●水滴「雫」（陶芸）
「器と内容物の関係」というテーマを水滴という、「器と
中身である水」が入れ替わる器で思考し、制作。

粂田萌衣 2022年度卒
常葉大学附属菊川高校出身

匠領域
Takumi  Design

伝統建築
日本の伝統建築は、歴史、文化を背景に優れた技術・意匠・美術・工芸等から
なっています。名建築に直に触れ、日本の木造建築の基本や意匠を理解し、
未来に誇れる建築やデザインを提案すると同時に、日本のものづくり文化を
継承・発展させます。
※建築士受験資格を得ることができます（所定の単位を取得した場合）。

木工／漆
緑豊かな日本では、古くから木という身近な素材の恩恵を受けて生活をし
てきました。多様な木工芸技術と共に、日本固有の漆芸技術を学ぶことで、
新たなデザインと伝統価値を創造します。

金工
古来より人の営みと金属は切り離せない関係にあります。金属を扱うために
工夫・研究されてきた多様な技術・技法を学び、その知識と経験をもとに新
たな金属造形の方向性を提案します。

テキスタイル（染・織）
日本の“染”と“織”の技法の豊かさは、美術工芸や伝統産業において、また各
時代の美意識によって、洗練され培われてきました。こうした“染”と“織”の
魅力を追究するとともに、今日のファッションやインテリアなど幅広いデザ
イン分野に閃きをもたらす魅力的なテキスタイルデザインを提案します。

伝統的な建築・工芸についての知識と基本技能を修得し、現代社会と呼応しうる

新たなデザインを生み出す人材を養成していきます。

■担当教員…藤井尚子 教授
■開講年次…１年次後期

人類は太古の誕生間もない頃から自然
界にある繊維をまとい、やがて自ら織
り、染めることで生活を快適に、美しい
ものにしてきました。本講義では、その
ような人と繊維の関係に関する歴史、文
化、技術、産業の変遷を通してテキスタ
イルに対する理解を深めます。

日本の伝統建築は、歴史や文化を背景
に様式を確立し、継承されてきました。
建築様式と技術の歴史、建築を構成す
る材料や道具についても学びます。文
化財政策史や保存・活用について理解
を深め、静岡県の文化資産である伝統
建築のあり方も考えます。

素材加工演習では、多様な素材と技法

の学びからその特性を活かした作品を

制作します。匠造形演習ではさらに専門

的になり、道具や材料への理解を深め

る演習を踏まえ、作品を制作し造形芸術

への視野を広めます。

■担当教員…新妻淳子 准教授
■開講年次…1年次前期

■担当教員…各教員
■開講年次…2年次前・後期

日本伝統建築

開講科目例

テキスタイル概論
■担当教員…小田伊織 講師
■開講年次…2年次後期

今、私たちの生活は、食器や家具、住居空
間に至るまで、多くの木材製品に支えら
れています。本講義では、身近な素材で
ある「木」について、素材や技法的な観
点、木製品のデザインの関係性など、木と
モノとの関わり合いについて学びます。

木のデザイン素材加工演習a・b、
匠造形演習

専門教員・研究分野

藤井尚子 教授  テキスタイルデザイン／染色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒川朋子 准教授  テキスタイル／繊維造形　　　　
新妻淳子 准教授  日本伝統建築　　　　　　　　　　　　　　 　             　　　　　　　   小田伊織 講師  木工芸／漆芸

鹿児島県の桜島の火山灰を活用した釉薬を作りました。桜島

の持つ「ぬくもり」と「力強さ」を釉調で表現しました。

桜島 火山灰釉 （アップサイクルデザイン）
●作品名／
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工房・特殊機器の紹介

クレイモデル室

フルスケールモデル用レイアウトマシンが導入されており、乗用車などの実物大モデ
ルをクレイ（粘土）で制作することができます。 ◆目的／クレイモデル制作 ◆主な機
器等／フルスケールモデル用レイアウトマシン

金属工房

身近にたくさんある金属。ちょっと視点を変えて道具や工具を上手く利用すると、意
外といろいろなものを作り出すことができます。この工房では、デザインをする上で必
要な金属の基本的な性質や加工方法を学び制作するための道具や工具が豊富に
揃っています。 ◆目的／金属工芸（鋳造・溶接） ◆主な機器等／ガス溶解炉、高
周波自動遠心鋳造機

人体機能実験室 マルチメディア室

レコーディング機材を持つ防音カプセルを備えたマルチメディア制作室です。デジタ
ルサウンドの生成や編集、音楽素材の制作、FLASH・ゲーム・Webコンテンツの制
作などを行います。センサを活用したインタラクティブ（対話的）なメディアアート作品
も、ここから多数生まれています。　◆目的／マルチメディアコンテンツの作成・編集 
◆主な機器等／サウンドスタジオ、コンテンツ作成システム、MacPC

撮影スタジオ

奥行きが約12メートル、天井にはファティフという照明器具が取り付けられていて
電動で作動します。ほかにもフラッシュライトが光源のバルカーというライトも8台
揃っています。背景は白のホリゾントですが、色バック紙や布を使うことによってい
ろいろと変えることができます。

木材加工室

木材を切断したり、切削したりして、本格的な木工造形物を制作するための多種
多様な木材加工機械を設置しており、専門の指導員が常駐して指導にあたって
います。　◆目的／木材加工 ◆主な機器等／木工旋盤、パネルソー

金属加工室 ガラス工房

ホウケイ酸ガラスを素材として、バーナーを使いガラスの加工方法を学ぶ実習工房で
す。食器や家具の素材空間を仕切り、生活を快適に守り演出する材料としてのガラ
スの基本的な性質、美しさ、可能性の一端を、エキスパートが指導します。　◆目的
／ガラス加工、作品の制作　◆主な機器等／ガラス旋盤、除冷炉

グラフィックWS室 プラスティック加工室 デッサン室

金属を加工するための旋盤、フライス盤、マシニングセンターなど最新の機械設備が
設置されていて、自分でデザインモデルを制作することができます。　◆目的／金属
加工　◆主な機器等／NC旋盤、高速切断機、クレーン

CADCAM室

デジタルデザインのためのモデリングやコンピュータ
による造形を行います。CADやCGで作成したデザ
インデータをもとに、モデルを立体造形する装置や
クレイモデルを計測し、3次元CADデータを作成す
る装置、大型のステレオスコープ（立体鏡）など、制
作や実験のための本格的な装置も設置されていま
す。　◆目的／CAMモデル制作　◆主な機器等
／3D CAD、3Dプリンタ－

酸化・還元焼成が可能な大小2基の最新式マイコ
ン制御の電気炉や電動ろくろ、真空土練機、たたら
機などの設備が充実しています。

テキスタイル工房

移動機器やインテリアなど、様々なデザイン分野で
使われる織物や布地の作り方、成り立ち、性質など
を学びます。

◆製図室
◆平面工房
◆ドライモデル室
◆総合組立アトリエ
◆CG工房

◆暗室
◆木彫工房
◆工作室
◆塗装乾燥室
◆立体工房

◆生物機能実験室
◆UDラボ
◆構造実験室

◆電子制御機器製作室
◆環境コントロール室
◆空間演出実験室
◆染色工房
◆OA室

その他の工房・特殊設備

CGの制作と映像のデジタル合成、ノンリニア編集作
業などを行います。グラフィック用ワークステーションと
3DCGや実写ベースの映像制作のためのソフトウェ
アが備えられていて、主に演習で使用します。　◆目 
的／3次元モデルデザイン演習　◆主な機器等／
CAD、CGシステム

プラスティック加工の実習や、プラスティック・アクリ
ルを用いたモデル制作を行います。大型のNCトリミ
ング加工機も設置しており、専門的な制作作業が
行えます。 ◆目的／プラスティック加工 ◆主な機
器等／3次元加工機、バフ研磨盤

デッサンの上達を目指すための部屋です。ゆったり
としたスペースで基礎から上級レベルまで対応でき
るよう、様々なモチーフが用意されています。

陶芸工房

使いやすい道具や心地よい環境づくりに必要な人間に関する種々のデータを
得る実験室です。人間の動作、姿勢、筋肉の負担などを測定する機器、高さや
角度を自由に変えられる階段可変装置、室温・湿度・照度を自由に設定できる
小ブースなどがあり、
様々な条件設定にお
ける道具の使いやす
さ等を検討します。
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工房・特殊機器の紹介

クレイモデル室

フルスケールモデル用レイアウトマシンが導入されており、乗用車などの実物大モデ
ルをクレイ（粘土）で制作することができます。 ◆目的／クレイモデル制作 ◆主な機
器等／フルスケールモデル用レイアウトマシン

金属工房

身近にたくさんある金属。ちょっと視点を変えて道具や工具を上手く利用すると、意
外といろいろなものを作り出すことができます。この工房では、デザインをする上で必
要な金属の基本的な性質や加工方法を学び制作するための道具や工具が豊富に
揃っています。 ◆目的／金属工芸（鋳造・溶接） ◆主な機器等／ガス溶解炉、高
周波自動遠心鋳造機

人体機能実験室 マルチメディア室

レコーディング機材を持つ防音カプセルを備えたマルチメディア制作室です。デジタ
ルサウンドの生成や編集、音楽素材の制作、FLASH・ゲーム・Webコンテンツの制
作などを行います。センサを活用したインタラクティブ（対話的）なメディアアート作品
も、ここから多数生まれています。　◆目的／マルチメディアコンテンツの作成・編集 
◆主な機器等／サウンドスタジオ、コンテンツ作成システム、MacPC

撮影スタジオ

奥行きが約12メートル、天井にはファティフという照明器具が取り付けられていて
電動で作動します。ほかにもフラッシュライトが光源のバルカーというライトも8台
揃っています。背景は白のホリゾントですが、色バック紙や布を使うことによってい
ろいろと変えることができます。

木材加工室

木材を切断したり、切削したりして、本格的な木工造形物を制作するための多種
多様な木材加工機械を設置しており、専門の指導員が常駐して指導にあたって
います。　◆目的／木材加工 ◆主な機器等／木工旋盤、パネルソー

金属加工室 ガラス工房

ホウケイ酸ガラスを素材として、バーナーを使いガラスの加工方法を学ぶ実習工房で
す。食器や家具の素材空間を仕切り、生活を快適に守り演出する材料としてのガラ
スの基本的な性質、美しさ、可能性の一端を、エキスパートが指導します。　◆目的
／ガラス加工、作品の制作　◆主な機器等／ガラス旋盤、除冷炉

グラフィックWS室 プラスティック加工室 デッサン室

金属を加工するための旋盤、フライス盤、マシニングセンターなど最新の機械設備が
設置されていて、自分でデザインモデルを制作することができます。　◆目的／金属
加工　◆主な機器等／NC旋盤、高速切断機、クレーン

CADCAM室

デジタルデザインのためのモデリングやコンピュータ
による造形を行います。CADやCGで作成したデザ
インデータをもとに、モデルを立体造形する装置や
クレイモデルを計測し、3次元CADデータを作成す
る装置、大型のステレオスコープ（立体鏡）など、制
作や実験のための本格的な装置も設置されていま
す。　◆目的／CAMモデル制作　◆主な機器等
／3D CAD、3Dプリンタ－

酸化・還元焼成が可能な大小2基の最新式マイコ
ン制御の電気炉や電動ろくろ、真空土練機、たたら
機などの設備が充実しています。

テキスタイル工房

移動機器やインテリアなど、様々なデザイン分野で
使われる織物や布地の作り方、成り立ち、性質など
を学びます。

◆製図室
◆平面工房
◆ドライモデル室
◆総合組立アトリエ
◆CG工房

◆暗室
◆木彫工房
◆工作室
◆塗装乾燥室
◆立体工房

◆生物機能実験室
◆UDラボ
◆構造実験室

◆電子制御機器製作室
◆環境コントロール室
◆空間演出実験室
◆染色工房
◆OA室

その他の工房・特殊設備

CGの制作と映像のデジタル合成、ノンリニア編集作
業などを行います。グラフィック用ワークステーションと
3DCGや実写ベースの映像制作のためのソフトウェ
アが備えられていて、主に演習で使用します。　◆目 
的／3次元モデルデザイン演習　◆主な機器等／
CAD、CGシステム

プラスティック加工の実習や、プラスティック・アクリ
ルを用いたモデル制作を行います。大型のNCトリミ
ング加工機も設置しており、専門的な制作作業が
行えます。 ◆目的／プラスティック加工 ◆主な機
器等／3次元加工機、バフ研磨盤

デッサンの上達を目指すための部屋です。ゆったり
としたスペースで基礎から上級レベルまで対応でき
るよう、様々なモチーフが用意されています。

陶芸工房

使いやすい道具や心地よい環境づくりに必要な人間に関する種々のデータを
得る実験室です。人間の動作、姿勢、筋肉の負担などを測定する機器、高さや
角度を自由に変えられる階段可変装置、室温・湿度・照度を自由に設定できる
小ブースなどがあり、
様々な条件設定にお
ける道具の使いやす
さ等を検討します。

SUAC_063



SUAC_066

Faculty of Design ／
 Departm

ent of Design

デ
ザ
イ
ン
学
部
／
デ
ザ
イ
ン
学
科

SUAC_065

　国
際
文
化
学
科

　文
化
政
策
学
科

　芸
術
文
化
学
科

　デ
ザ
イ
ン
学
科

　キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト

も
っ
と
！
S
U
A
C

16
の
質
問

　文
化・芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

　大
学
院

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
／

支
援
制
度
／
入
試
情
報

国
際
交
流
／
多
文
化・多

言
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

詳しくは81ページをご覧ください。

建築士  受験資格

日本語教員養成課程

商業施設士補資格

社会調査士

インテリアプランナー資格

※分類は本学の区分によるものです。

取得可能な資格

デザイン学科で行われている少人数の演習授業では、「インドネシアの食文化」をテーマに問題解決のための

サービスやプロダクトを考案しました。対象国の文化について理解を深めるため、本学の交流協定を結んでいるア

イルランガ大学（インドネシア）の学生とオンラインで意見交換。会話は日本語で行われ、日本語を学ぶアイルラン

ガ大学の学生にとっても実践的な学びとなります。講義室にいながらグローバルな学習が可能となっています。

ICTを活用した海外大学
との協働教育「COIL」

外部団体が主催する学生を対象としたデザインコンペティションに、デザイン学科の学生たちは積極的に挑

戦しています。応募したグラフィックやプロダクトなどのデザインが採用され、実際に社会の中で多くの方々の

目や手に触れることは、デザインを学ぶ上で最も勉強になることのひとつです。2022年度も公共事業やイベ

ント、地域振興などの多くの場面でSUAC生の活躍が目立ちました。

デザインコンペに挑戦！
多くの作品が採用

豊かな自然に囲まれた国登録有形文化財「旧田代家住宅」を会場に、匠領域による作品展「鹿の子展」を開催。空間に

溶け込んだ金工、染、織、木漆芸の作品が展示されました。全学科目「地域連携演習」の一環として実施した「旧田代家

住宅活用プロジェクト」では、文化政策学部とデザイン学部の学生が共同し、文化財活用に関する提案をまとめ、自治体

や保存団体に向けた成果発表会を実施。地域の豊かな文化財を舞台に、実践的な学びが行われています。

デザイン学部卒業展・
デザイン研究科修了展

（通称：卒展）

4 年間の学びの集大成である卒業制作を展示する「卒展」は、4年生自らが企画・運営を行います。毎年

2月に学内全体を会場として開催され、一般にも公開されます。課題に向き合いながら培った知識や技術を

総動員し取り組む卒業制作。思いがこもった多種多彩な作品が並びます。

文化財建造物の
教育普及と展示活用
の共同研究

  卒業生の主な進路 （抜粋）

アイシン・エィ・ダブリュ（株）

アイリスオーヤマ（株）

いすゞ 自動車（株）

（株）イトーキ 

エンケイ（株）

大阪シーリング印刷（株） 

（株）オリバー  

柏木工（株）

（株）河合楽器製作所

河淳（株）

キヤノン（株）

共和レザー（株）

起立木工（株）

（株）クボタ

クリナップ（株）

（株）ケイ・ウノ

（株）小糸製作所

コクヨ（株） 

（株）コルグ

コンビ（株）

サンスター文具（株）

サンワサプライ（株）

（株）システック

（株）シバックス・デスモ

（株）シマノ

シャープ（株）

（株）シャンソン化粧品

（有）春華堂

スズキ（株）

（株）鈴木楽器製作所

スタンレー電気（株）

（株）SUBARU

セーラー万年筆（株）

セイコーエプソン（株）

ダイハツ工業（株）

タカラスタンダード（株）

アサヒハウス工業（株）

（株）池田建築設計事務所

（株）一条工務店

（株）イリア

（株）金沢伝統建築設計

（有）空間工房 匠屋

（株）クラスト

サーラ住宅（株）

（株）スペース

住友林業（株）

須山建設（株） 

セキスイハイム東海（株）

積水ハウス（株）

（株）大成住宅 

大東建託（株）

大和ハウス工業（株）

デコラテックジャパン（株）

東芝テック（株）

TOTOバスクリエイト（株）

トクラス（株）

トヨタ自動車（株）

（株）豊田自動織機

トヨタ自動車東日本（株） 

トヨタ車体（株） 

（株）日産オートモーティブテクノロジー

（株）日本カラーエンジニヤーズ

日本たばこ産業（株）

パナソニック（株）

林テレンプ（株）

（株）日立製作所

日立グローバルライフリゾーションズ（株）

（株）バンダイ

富士ゼロックス（株）

ブラザー工業（株）

フランスベッド（株）

プラス（株）

ブリヂストンサイクル（株）

（株）本田技術研究所

本多プラス（株）

（株）マキタ

マツダ（株）

三菱自動車工業（株）

（株）ムーンスター

矢崎化工（株）

（株）ヤタロー

（株）ヤマニパッケージ

ヤマハ（株）

ヤマハ発動機（株）

（株）リヒトラブ

レック（株）

（株）レンゴー

ローランド ディー．ジー．（株）

飛島建設（株）

（株）中村組 

中村建設（株）

（株）平成建設

堀部安嗣建設設計事務所

（株）ミサワホーム静岡

三井デザインテック（株） 

三井ホーム（株）

（株）ミルックス

（株）類設計室

トランスコスモス（株）

（株）ナウハウス

（株）ナビタイムジャパン

（株）日産オートモーティブテクノロジー

（株）日本テレビアート

（株）パナソニック映像

（株）ピーエーワークス

（株）フジヤマ 

（株）プレックス

ポリゴンマジック（株）

（株）ホンダテクノフォート

（株）ミクシィ 

ヤマハモーターエンジニアリング（株）

（株）ユークス

（株）ランドマック

榎本（株）

（株）エフ・ディ・シィ・プロダクツ

（株）大塚家具 

オルビス（株）

（株）カインズ 

（株）サマンサタバサジャパンリミテッド

シーラック（株）

シャディ（株）

（株）千趣会 

（株）東京インテリア家具 

（株）ニトリ 

（株）ユナイテッドアローズ

磐田商工会議所                  

（株）オリエンタルランド

（株）ジー・コミュニケーション

（株）四季

静岡文化芸術大学（技術員）

（公財）静岡市文化振興財団

（株）丹青社

（株）Teable

テクノリサーチ（株）

ポラス（株）

静岡県警察本部

愛知県警察本部

愛知県公立学校教員

伊東市役所

掛川市役所

浜松市役所

静岡市役所

尼崎市役所

神戸市役所

豊橋市役所

慶応義塾大学 

京都造形芸術大学

京都工芸繊維大学

静岡大学

静岡文化芸術大学

東京都立大学

筑波大学

東京芸術大学

東京造形大学

名古屋市立大学

JAとぴあ浜松

日本生命保険（相）

しずおか焼津信用金庫

（株）アマナ 

（株）朝日メディアブレーン

（株）エイエイピー

静岡エフエム放送（株）

（株）静岡新聞社

太陽企画（株）

（株）テレビ朝日クリエイト

（株）名古屋テレビ事業

（株）日企

（株）博展

（株）博報堂プロダクツ

（株）メディア東京

（株）アクアプラス

（株）アドウィル

（株）アドブレイン

（株）インテリジェントシステムズ

UO

MGS照明設計事務所

（株）オープンスマイル

（株）オムニバス・ジャパン

（株）カプコン

（株）京都アニメーション

（株）ゲームスタジオ

（株）コーエーテクモホールディングス

（株）コナミデジタルエンタテインメント

（株）Cygams Pictures

（株）Sun Astarisk

（株）GKインダストリアルデザイン

（株）ジイケイ設計

（株）GKダイナミックス

（株）ziba tokyo

（株）JR西日本コミュニケーションズ 

スズキ教育ソフト（株） 

（株）STUDIO4℃

（株）スペース

（株）セガ 

（株）大和工芸

（株）丹青社

（株）TBSトライメディア

（株）テクノサイト

（株）DMM.com  ラボ

（合）デザイン・アープ

東映アニメーション（株）

（株）東急設計コンサルタント

製造業

ハウジング・建設業

放送・広告業

その他サービス業

公務

大学院進学

情報・専門サービス業

金融・保険業

卸売・小売業

就職データ

（Collaborative Online International Learning）

か　　 こ

デザイン学科の知と実践の力

（2022年度実績）

サービス業
（情報サービス・広告
・ホテルなど）

小売業 14%
不動産業 3%

建設業 10%

製造業 24%

農業 1%

48%
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詳しくは81ページをご覧ください。

建築士  受験資格

日本語教員養成課程

商業施設士補資格

社会調査士

インテリアプランナー資格

※分類は本学の区分によるものです。

取得可能な資格

デザイン学科で行われている少人数の演習授業では、「インドネシアの食文化」をテーマに問題解決のための

サービスやプロダクトを考案しました。対象国の文化について理解を深めるため、本学の交流協定を結んでいるア

イルランガ大学（インドネシア）の学生とオンラインで意見交換。会話は日本語で行われ、日本語を学ぶアイルラン

ガ大学の学生にとっても実践的な学びとなります。講義室にいながらグローバルな学習が可能となっています。

ICTを活用した海外大学
との協働教育「COIL」

外部団体が主催する学生を対象としたデザインコンペティションに、デザイン学科の学生たちは積極的に挑

戦しています。応募したグラフィックやプロダクトなどのデザインが採用され、実際に社会の中で多くの方々の

目や手に触れることは、デザインを学ぶ上で最も勉強になることのひとつです。2022年度も公共事業やイベ

ント、地域振興などの多くの場面でSUAC生の活躍が目立ちました。

デザインコンペに挑戦！
多くの作品が採用

豊かな自然に囲まれた国登録有形文化財「旧田代家住宅」を会場に、匠領域による作品展「鹿の子展」を開催。空間に

溶け込んだ金工、染、織、木漆芸の作品が展示されました。全学科目「地域連携演習」の一環として実施した「旧田代家

住宅活用プロジェクト」では、文化政策学部とデザイン学部の学生が共同し、文化財活用に関する提案をまとめ、自治体

や保存団体に向けた成果発表会を実施。地域の豊かな文化財を舞台に、実践的な学びが行われています。

デザイン学部卒業展・
デザイン研究科修了展

（通称：卒展）

4 年間の学びの集大成である卒業制作を展示する「卒展」は、4年生自らが企画・運営を行います。毎年

2月に学内全体を会場として開催され、一般にも公開されます。課題に向き合いながら培った知識や技術を

総動員し取り組む卒業制作。思いがこもった多種多彩な作品が並びます。

文化財建造物の
教育普及と展示活用
の共同研究

  卒業生の主な進路 （抜粋）

アイシン・エィ・ダブリュ（株）

アイリスオーヤマ（株）

いすゞ 自動車（株）

（株）イトーキ 

エンケイ（株）

大阪シーリング印刷（株） 

（株）オリバー  

柏木工（株）

（株）河合楽器製作所

河淳（株）

キヤノン（株）

共和レザー（株）

起立木工（株）

（株）クボタ

クリナップ（株）

（株）ケイ・ウノ

（株）小糸製作所

コクヨ（株） 

（株）コルグ

コンビ（株）

サンスター文具（株）

サンワサプライ（株）

（株）システック

（株）シバックス・デスモ

（株）シマノ

シャープ（株）

（株）シャンソン化粧品

（有）春華堂

スズキ（株）

（株）鈴木楽器製作所

スタンレー電気（株）

（株）SUBARU

セーラー万年筆（株）

セイコーエプソン（株）

ダイハツ工業（株）

タカラスタンダード（株）

アサヒハウス工業（株）

（株）池田建築設計事務所

（株）一条工務店

（株）イリア

（株）金沢伝統建築設計

（有）空間工房 匠屋

（株）クラスト

サーラ住宅（株）

（株）スペース

住友林業（株）

須山建設（株） 

セキスイハイム東海（株）

積水ハウス（株）

（株）大成住宅 

大東建託（株）

大和ハウス工業（株）

デコラテックジャパン（株）

東芝テック（株）

TOTOバスクリエイト（株）

トクラス（株）

トヨタ自動車（株）

（株）豊田自動織機

トヨタ自動車東日本（株） 

トヨタ車体（株） 

（株）日産オートモーティブテクノロジー

（株）日本カラーエンジニヤーズ

日本たばこ産業（株）

パナソニック（株）

林テレンプ（株）

（株）日立製作所

日立グローバルライフリゾーションズ（株）

（株）バンダイ

富士ゼロックス（株）

ブラザー工業（株）

フランスベッド（株）

プラス（株）

ブリヂストンサイクル（株）

（株）本田技術研究所

本多プラス（株）

（株）マキタ

マツダ（株）

三菱自動車工業（株）

（株）ムーンスター

矢崎化工（株）

（株）ヤタロー

（株）ヤマニパッケージ

ヤマハ（株）

ヤマハ発動機（株）

（株）リヒトラブ

レック（株）

（株）レンゴー

ローランド ディー．ジー．（株）

飛島建設（株）

（株）中村組 

中村建設（株）

（株）平成建設

堀部安嗣建設設計事務所

（株）ミサワホーム静岡

三井デザインテック（株） 

三井ホーム（株）

（株）ミルックス

（株）類設計室

トランスコスモス（株）

（株）ナウハウス

（株）ナビタイムジャパン

（株）日産オートモーティブテクノロジー

（株）日本テレビアート

（株）パナソニック映像

（株）ピーエーワークス

（株）フジヤマ 

（株）プレックス

ポリゴンマジック（株）

（株）ホンダテクノフォート

（株）ミクシィ 

ヤマハモーターエンジニアリング（株）

（株）ユークス

（株）ランドマック

榎本（株）

（株）エフ・ディ・シィ・プロダクツ

（株）大塚家具 

オルビス（株）

（株）カインズ 

（株）サマンサタバサジャパンリミテッド

シーラック（株）

シャディ（株）

（株）千趣会 

（株）東京インテリア家具 

（株）ニトリ 

（株）ユナイテッドアローズ

磐田商工会議所                  

（株）オリエンタルランド

（株）ジー・コミュニケーション

（株）四季

静岡文化芸術大学（技術員）

（公財）静岡市文化振興財団

（株）丹青社

（株）Teable

テクノリサーチ（株）

ポラス（株）

静岡県警察本部

愛知県警察本部

愛知県公立学校教員

伊東市役所

掛川市役所

浜松市役所

静岡市役所

尼崎市役所

神戸市役所

豊橋市役所

慶応義塾大学 

京都造形芸術大学

京都工芸繊維大学

静岡大学

静岡文化芸術大学

東京都立大学

筑波大学

東京芸術大学

東京造形大学

名古屋市立大学

JAとぴあ浜松

日本生命保険（相）

しずおか焼津信用金庫

（株）アマナ 

（株）朝日メディアブレーン

（株）エイエイピー

静岡エフエム放送（株）

（株）静岡新聞社

太陽企画（株）

（株）テレビ朝日クリエイト

（株）名古屋テレビ事業

（株）日企

（株）博展

（株）博報堂プロダクツ

（株）メディア東京

（株）アクアプラス

（株）アドウィル

（株）アドブレイン

（株）インテリジェントシステムズ

UO

MGS照明設計事務所

（株）オープンスマイル

（株）オムニバス・ジャパン

（株）カプコン

（株）京都アニメーション

（株）ゲームスタジオ

（株）コーエーテクモホールディングス

（株）コナミデジタルエンタテインメント

（株）Cygams Pictures

（株）Sun Astarisk

（株）GKインダストリアルデザイン

（株）ジイケイ設計

（株）GKダイナミックス

（株）ziba tokyo

（株）JR西日本コミュニケーションズ 

スズキ教育ソフト（株） 

（株）STUDIO4℃

（株）スペース

（株）セガ 

（株）大和工芸

（株）丹青社

（株）TBSトライメディア

（株）テクノサイト

（株）DMM.com  ラボ

（合）デザイン・アープ

東映アニメーション（株）

（株）東急設計コンサルタント

製造業

ハウジング・建設業

放送・広告業

その他サービス業

公務

大学院進学

情報・専門サービス業

金融・保険業

卸売・小売業

就職データ

（Collaborative Online International Learning）

か　　 こ

デザイン学科の知と実践の力

（2022年度実績）

サービス業
（情報サービス・広告
・ホテルなど）

小売業 14%
不動産業 3%

建設業 10%

製造業 24%

農業 1%

48%
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教授

絵本／
イラストレーション

教授／図書館・
情報センター長

教授

和田 和美 WADA Kazumi

映像を中心に扱った
インスタレーションや
Webサイト等、インタ
ラクティブな空間を制
作・研究しています。

パブリックデザイン

メディアアート／
Webデザイン

教授／文化・芸術
研究センター長

礒村 克郎 ISOMURA Katsuro

ストリートファニチャーか
ら街路まで、家具から建
築空間まで、公共の場
のデザインについてデザ
インプロセス・造形・ライ
フサイクルを研究します。

プロダクトデザイン／
クラフトデザイン

教授

永山 広樹 NAGAYAMA Hiroki

暮らしの中からデザイ
ンを導くことがテーマで
す。誰もが、豊かで快
適に暮らすためのモノ
づくり・コトづくりデザイ
ンを目指しています。

デザイン学科
かわ こうせい  KAWA Cosei

ことばや絵で伝えられ
る物語を通して、どの
ように人のこころが動
かされるのか探究して
います。

建築意匠／
3DCAD／都市計画

准教授

松田  達  MATSUDA Tatsu

建築と都市を連続的
に捉え、デザイン・研究
活動を行っています。
空間の新しい可能性
について、共に探求し
ていきましょう。

建築／地域／景観デザイン
准教授

丹羽 哲矢  NIWA Tetsuya

人 が々暮らす空間を包
括的にデザインしてい
ます。多くの人が共有
できる建築理念を具
体的な空間にする発
見的なデザインプロセ
スが研究テーマです。

建築とインテリアの
空間デザイン

教授

植田 道則  UEDA Michinori

日本の美徳が育んでき
た内外空間デザイン
を、インタラクティブな発
想を伴いながら、探求し
ています。

トランスポーテーションデザイン／
プロダクトデザイン

教授／キャリア
センター長

服部 守悦 HATTORI Moriyoshi

クルマを中心に移動
機器のデザインを研
究しています。次世代
モビリティの普遍性と
革新性について一緒
に考えましょう。

建築設計／
都市デザイン

教授

花澤 信太郎  HANAZAWA Shintaro

建築設計と都市デザ
インが専門分野です。
これからの建築や都
市空間について一緒
に考えてみませんか。

迫  秀樹  SAKO Hideki

ユニバーサルデザイン
（ＵＤ）／デザインリサーチ

教授

小浜 朋子 OBAMA Tomoko

ＵＤの概念をもとに、多
様なユーザ・生活環境
をあらゆる角度からリサ
ーチし、現実と未来を
つなぐデザインアイデ
アを探求していきます。

プロダクトデザイン／
魅力工学

教授

羽田 隆志 HADA Takashi

特許V.S.システムを
採用した2輪車などを
設計開発しています。
また強い魅力を実現
するための企画立案法
を研究開発しています。

グラフィックデザイン
特任教授

佐井 国夫 SAI Kunio

グラフィックデザインの
役割はビジュアルコミ
ュニケーションであり、
新たな視覚表現のた
めの技術と美意識をい
かに育てるかを課題と
して研究しています。

建築設計／
サスティナブルデザイン

教授

亀井 暁子 KAMEI Akiko

建築空間を地域･都
市、さらには広域的な
視点から捉えるアプロ
ーチで、周辺環境と持
続的に発展するあり
方を探求しています。

3DCGデザイン／メディア
アート／アートアニメーション

教授

Jérôme BOULBÈS

3DCGデザイン、最先
端テクノ ロジー、バーチ
ャル・リアリティ（VR）、
拡張現実（AR）等を用
いた作品制作および
研究をしています。

グラフィックデザイン
教授

構造デザイン
教授

メディアアート／
インタラクションデザイン

教授／大学院
デザイン研究科長

的場 ひろし  MATOBA Hiroshi

新しいテクノロジーを活
かしたアートの制作と、
システムの使いやすさ
や使う楽しさの向上の
研究を進めています。

メディアアート
教授

長嶋 洋一 NAGASHIMA Yoichi

コンピュータミュージッ
ク、音楽情報科学、ヒ
ューマンインターフェイ
ス、新センサなどを研
究しています。

スマートデザイン／
建築環境・設備

教授／デザイン
学科長

中野 民雄 NAKANO Tamio

都市・建築から地球環
境・エネルギー問題を改
善し、エコロジーとエコノミ
ーを両立させたスマートデ
ザインを追究しています。

プロダクトデザイン
教授

日比谷 憲彦  HIBIYA Norihiko

文字やシンボル、色彩
などのエレメントを平
面・立体・空間に展開
し、ブランドや施設のイ
メージ形成を図る手法
を研究しています。

プロダクト・サービス
デザイン

教授

高山 靖子 TAKAYAMA Yasuko

グローバルな視野で人
と社会をデザインで結
ぶプロダクトとサービス
の研究をしています。

人間工学

体格や筋力、嗜好など
一人ひとり違う人間の
特性を捉える手法や、
それを活用したものづ
くりを研究しています。

佐藤 聖徳 SATO Kiyonori

人の五感をテーマに
自然科学を中心とした
作品制作を行い、プロ
ダクトデザインに活か
していく研究を進めて
います。

岩崎 敏之 IWASAKI Toshiyuki

アイデアを形にするた
めに構造は不可欠で
す。建築のみならず、
すべてのデザインに通
じる構造の考え方を
伝授します。

日本伝統建築
准教授

新妻 淳子 NIITSUMA Junko

日本の伝統建築と近
世建築普請活動に関
する研究をしていま
す。伝統建築から直に
日本の意匠や技術を
学び新たな創造を目
指します。

テキスタイルデザイン／染色

教授／デザイン
学部長

藤井 尚子 FUJII Naoko

布を用いてQOL（生活
の質）を向上させるデ
ザインを研究していま
す。一枚の布に広がる
デザインの可能性を、
一緒に探求しましょう。

テキスタイル／
繊維造形

准教授

荒川 朋子 ARAKAWA Tomoko

「繊維」から導き出され
る、造形の表現性と可
能性、その広がりと奥
深さに強く惹かれ研究
活動をしています。

インターフェイスデザイン
（UI/UXデザイン）

准教授

宮地 良治 MIYACHI Yoshiharu

生活者視点のUXデ
ザインで課題を捉え、
製品やサービスの使
いやすさを体感できる
UIデザインの制作・研
究を行っていきます。

木工芸／漆芸
講師

小田 伊織 ODA Iori

日本の伝統技法を用
いて、木と漆を素材とし
たアート作品や日常的
な器などを幅広く制作
し、造形表現を探求し
ています。

教員紹介

グラフィックデザイン／
保存修復

特任助手

丹羽 あや  NIWA Aya

グラフィックデザインの
制作・研究を行ってい
ます。そのほかに主に
繊維の保存修復の研
究も行っています。

建築意匠設計／
近代建築史

特任助手

西山 雄大  NISHIYAMA Yudai

建築の設計実務と近
代史研究の両面から、
「デザイン」へのアプ
ローチを試みて活動し
ています。創る苦悩を
一緒に楽しみましょう。

デジタルファブリケーション／
インタラクションデザイン

特任助手

藤石 清香  FUJIISHI Sayaka

デジタルとリアルの間
をつなぐコンテンツの
研究をしています。モ
ニターの中だけで完結
しない新しい体験を一
緒に作りましょう。

現代芸術／現代彫刻
／環境彫刻

特任助手

山口 貴一  YAMAGUCHI Takakazu

木材を素材の中心とし
て様々な作品を制作・
研究することにより、
社会と芸術の関係性
を探求しています。

グラフィックデザイン／
インフォグラフィック

准教授

小川 直茂  OGAWA Naoshige

高度情報時代におけ
る情報表現と情報伝
達のあり方について、
視覚的な観点での研
究・制作活動に取り組
んでいます。

空間デザイン／
インタラクションアート

准教授

中川  晃  NAKAGAWA Akira

TV局とテーマパークに
20年勤め、映像から空
間、舞台まで幅広く携
わってきました。皆さん
の創造のお手伝いが
できればと思います。

映像学／
映像技術

准教授

百束 朋浩  HYAKUSOKU Tomohiro

映像の分野で表現と技
術の両面から制作・研究
を行っています。総合芸
術である映像は科学と
芸術の両方を学ぶ必要
があると考えています。

3DCGデザイン／
映像デザイン

特任助手

根木 隆之  NEGI Takayuki

映像というコンテンツ
が持つ力について、
3DCGをベースに様々
な映像表現の研究・制
作を通して、一緒に考え
ていければと思います。

プロダクトデザイン
特任助手

羽島 昂平  HASHIMA Kohei

3DCADでモノのデザ
インの多様性を研究
しています。デザイン・
モノを形にしていく喜
びや楽しさを一緒に
体感しましょう。

金属造形
特任助手

横地  敬  YOKOCHI Takashi

多様な表情をみせる
金属の性質を活かし
たアート作品や日用
品の制作・研究を通
して、豊かな暮らしを
探ります。
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教授

絵本／
イラストレーション

教授／図書館・
情報センター長

教授

和田 和美 WADA Kazumi

映像を中心に扱った
インスタレーションや
Webサイト等、インタ
ラクティブな空間を制
作・研究しています。

パブリックデザイン

メディアアート／
Webデザイン

教授／文化・芸術
研究センター長

礒村 克郎 ISOMURA Katsuro

ストリートファニチャーか
ら街路まで、家具から建
築空間まで、公共の場
のデザインについてデザ
インプロセス・造形・ライ
フサイクルを研究します。

プロダクトデザイン／
クラフトデザイン

教授

永山 広樹 NAGAYAMA Hiroki

暮らしの中からデザイ
ンを導くことがテーマで
す。誰もが、豊かで快
適に暮らすためのモノ
づくり・コトづくりデザイ
ンを目指しています。

デザイン学科
かわ こうせい  KAWA Cosei

ことばや絵で伝えられ
る物語を通して、どの
ように人のこころが動
かされるのか探究して
います。

建築意匠／
3DCAD／都市計画

准教授

松田  達  MATSUDA Tatsu

建築と都市を連続的
に捉え、デザイン・研究
活動を行っています。
空間の新しい可能性
について、共に探求し
ていきましょう。

建築／地域／景観デザイン
准教授

丹羽 哲矢  NIWA Tetsuya

人 が々暮らす空間を包
括的にデザインしてい
ます。多くの人が共有
できる建築理念を具
体的な空間にする発
見的なデザインプロセ
スが研究テーマです。

建築とインテリアの
空間デザイン

教授

植田 道則  UEDA Michinori

日本の美徳が育んでき
た内外空間デザイン
を、インタラクティブな発
想を伴いながら、探求し
ています。

トランスポーテーションデザイン／
プロダクトデザイン

教授／キャリア
センター長

服部 守悦 HATTORI Moriyoshi

クルマを中心に移動
機器のデザインを研
究しています。次世代
モビリティの普遍性と
革新性について一緒
に考えましょう。

建築設計／
都市デザイン

教授

花澤 信太郎  HANAZAWA Shintaro

建築設計と都市デザ
インが専門分野です。
これからの建築や都
市空間について一緒
に考えてみませんか。

迫  秀樹  SAKO Hideki

ユニバーサルデザイン
（ＵＤ）／デザインリサーチ

教授

小浜 朋子 OBAMA Tomoko

ＵＤの概念をもとに、多
様なユーザ・生活環境
をあらゆる角度からリサ
ーチし、現実と未来を
つなぐデザインアイデ
アを探求していきます。

プロダクトデザイン／
魅力工学

教授

羽田 隆志 HADA Takashi

特許V.S.システムを
採用した2輪車などを
設計開発しています。
また強い魅力を実現
するための企画立案法
を研究開発しています。

グラフィックデザイン
特任教授

佐井 国夫 SAI Kunio

グラフィックデザインの
役割はビジュアルコミ
ュニケーションであり、
新たな視覚表現のた
めの技術と美意識をい
かに育てるかを課題と
して研究しています。

建築設計／
サスティナブルデザイン

教授

亀井 暁子 KAMEI Akiko

建築空間を地域･都
市、さらには広域的な
視点から捉えるアプロ
ーチで、周辺環境と持
続的に発展するあり
方を探求しています。

3DCGデザイン／メディア
アート／アートアニメーション

教授

Jérôme BOULBÈS

3DCGデザイン、最先
端テクノ ロジー、バーチ
ャル・リアリティ（VR）、
拡張現実（AR）等を用
いた作品制作および
研究をしています。

グラフィックデザイン
教授

構造デザイン
教授

メディアアート／
インタラクションデザイン

教授／大学院
デザイン研究科長

的場 ひろし  MATOBA Hiroshi

新しいテクノロジーを活
かしたアートの制作と、
システムの使いやすさ
や使う楽しさの向上の
研究を進めています。

メディアアート
教授

長嶋 洋一 NAGASHIMA Yoichi

コンピュータミュージッ
ク、音楽情報科学、ヒ
ューマンインターフェイ
ス、新センサなどを研
究しています。

スマートデザイン／
建築環境・設備

教授／デザイン
学科長

中野 民雄 NAKANO Tamio

都市・建築から地球環
境・エネルギー問題を改
善し、エコロジーとエコノミ
ーを両立させたスマートデ
ザインを追究しています。

プロダクトデザイン
教授

日比谷 憲彦  HIBIYA Norihiko

文字やシンボル、色彩
などのエレメントを平
面・立体・空間に展開
し、ブランドや施設のイ
メージ形成を図る手法
を研究しています。

プロダクト・サービス
デザイン

教授

高山 靖子 TAKAYAMA Yasuko

グローバルな視野で人
と社会をデザインで結
ぶプロダクトとサービス
の研究をしています。

人間工学

体格や筋力、嗜好など
一人ひとり違う人間の
特性を捉える手法や、
それを活用したものづ
くりを研究しています。

佐藤 聖徳 SATO Kiyonori

人の五感をテーマに
自然科学を中心とした
作品制作を行い、プロ
ダクトデザインに活か
していく研究を進めて
います。

岩崎 敏之 IWASAKI Toshiyuki

アイデアを形にするた
めに構造は不可欠で
す。建築のみならず、
すべてのデザインに通
じる構造の考え方を
伝授します。

日本伝統建築
准教授

新妻 淳子 NIITSUMA Junko

日本の伝統建築と近
世建築普請活動に関
する研究をしていま
す。伝統建築から直に
日本の意匠や技術を
学び新たな創造を目
指します。

テキスタイルデザイン／染色

教授／デザイン
学部長

藤井 尚子 FUJII Naoko

布を用いてQOL（生活
の質）を向上させるデ
ザインを研究していま
す。一枚の布に広がる
デザインの可能性を、
一緒に探求しましょう。

テキスタイル／
繊維造形

准教授

荒川 朋子 ARAKAWA Tomoko

「繊維」から導き出され
る、造形の表現性と可
能性、その広がりと奥
深さに強く惹かれ研究
活動をしています。

インターフェイスデザイン
（UI/UXデザイン）

准教授

宮地 良治 MIYACHI Yoshiharu

生活者視点のUXデ
ザインで課題を捉え、
製品やサービスの使
いやすさを体感できる
UIデザインの制作・研
究を行っていきます。

木工芸／漆芸
講師

小田 伊織 ODA Iori

日本の伝統技法を用
いて、木と漆を素材とし
たアート作品や日常的
な器などを幅広く制作
し、造形表現を探求し
ています。

教員紹介

グラフィックデザイン／
保存修復

特任助手

丹羽 あや  NIWA Aya

グラフィックデザインの
制作・研究を行ってい
ます。そのほかに主に
繊維の保存修復の研
究も行っています。

建築意匠設計／
近代建築史

特任助手

西山 雄大  NISHIYAMA Yudai

建築の設計実務と近
代史研究の両面から、
「デザイン」へのアプ
ローチを試みて活動し
ています。創る苦悩を
一緒に楽しみましょう。

デジタルファブリケーション／
インタラクションデザイン

特任助手

藤石 清香  FUJIISHI Sayaka

デジタルとリアルの間
をつなぐコンテンツの
研究をしています。モ
ニターの中だけで完結
しない新しい体験を一
緒に作りましょう。

現代芸術／現代彫刻
／環境彫刻

特任助手

山口 貴一  YAMAGUCHI Takakazu

木材を素材の中心とし
て様々な作品を制作・
研究することにより、
社会と芸術の関係性
を探求しています。

グラフィックデザイン／
インフォグラフィック

准教授

小川 直茂  OGAWA Naoshige

高度情報時代におけ
る情報表現と情報伝
達のあり方について、
視覚的な観点での研
究・制作活動に取り組
んでいます。

空間デザイン／
インタラクションアート

准教授

中川  晃  NAKAGAWA Akira

TV局とテーマパークに
20年勤め、映像から空
間、舞台まで幅広く携
わってきました。皆さん
の創造のお手伝いが
できればと思います。

映像学／
映像技術

准教授

百束 朋浩  HYAKUSOKU Tomohiro

映像の分野で表現と技
術の両面から制作・研究
を行っています。総合芸
術である映像は科学と
芸術の両方を学ぶ必要
があると考えています。

3DCGデザイン／
映像デザイン

特任助手

根木 隆之  NEGI Takayuki

映像というコンテンツ
が持つ力について、
3DCGをベースに様々
な映像表現の研究・制
作を通して、一緒に考え
ていければと思います。

プロダクトデザイン
特任助手

羽島 昂平  HASHIMA Kohei

3DCADでモノのデザ
インの多様性を研究
しています。デザイン・
モノを形にしていく喜
びや楽しさを一緒に
体感しましょう。

金属造形
特任助手

横地  敬  YOKOCHI Takashi

多様な表情をみせる
金属の性質を活かし
たアート作品や日用
品の制作・研究を通
して、豊かな暮らしを
探ります。
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デザイン学科で所属する専門領域は
入学時に決めておくべきですか。
デザイン学科では、2年次の前期末に所属領域
を決定します。それまでに様々な授業を受けてい
く中で、各自が興味・関心を絞り込んでいくので、
必ずしも決めておく必要はありません。1、2 年次
に幅広い基礎知識を得られることが、結果的に
デザインの幅を広げることにつながります。
（建築・環境領域は1年次から関連科目があります）

p049「デザイン学科」参照

Q

A

SUAC では長期留学（1学期以上の海
外協定校への留学）と、短期留学（主
に春期・夏期休暇中に実施される語学
研修等）があります。豊富な選択肢によ
り、各自の目的・レベルに合わせてチャ
レンジでき、留学をサポートする授業料
の免除や奨学金の給付制度も充実して
います。p082「国際交流」参照

Q

A

金属や木工、プラスチック、染織など、
多種多様な工房設備が充実しています。
実習授業で使用するほか、申請すれば学
生も自由に使用が可能。特任助手の皆さ
んは、使用方法をレクチャーしてくれたり、
制作のアドバイスをくれたりと頼りになる
存在です。
p063「工房・特殊機器の紹介」参照

工房を使っていろいろなものを
作りたい！

Q

A

いろいろな言語を学んで、
世界の人と交流したい！
SUACでは必修外国語として、英語だけでなく
中国語が設定されているのが特徴。そのほか
にもフランス語、ポルトガル語、韓国語、インド
ネシア語、イタリア語、ドイツ語が履修できます。
国際文化学科科目では、通訳や翻訳、観光や
会議などに応用するための科目も用意されてい
ます。

Q

A

「フェアトレード大学」とは、大学全体で
フェアトレードの推進活動に取り組んで
いる大学を認証するものです。2018 年
2月、SUACは国内初となる「フェアトレー
ド大学」に認定されました。学内では、フェ
アトレード普及学生団体が推進活動に取
り組み、購買ではコーヒーやチョコレート
といったフェアトレード商品を販売。関連
する講義も開講しています。

Q

A

地域貢献に興味があります。大学
では地域との活動はどのようなも
のがありますか？
全学科目「地域連携演習」では、地域との
関わりを持ったプロジェクトに参画できます。
また、個別に教員が企業や行政と関わるプロ
ジェクトに加わることや、学生自らが地域と関
係した活動を行うことなど、様々な事例があ
ります。

Q

A

大都市圏で得られる貴重な経験もあります
が、公的な課題解決のために文化政策やアー
トマネジメントを学ぶ上では、地方圏が抱える
課題を実感することが不可欠。国内外の最
先端の現場を経験してきた教員が多く在籍す
る芸術文化学科は、芸術文化や文化政策・アー
トマネジメントを学ぶのにうってつけです。
p037「芸術文化学科」参照

Q

A

SUACの総学生数は約 1,460名。教員一人あたりの
学生数は約16名と、丁寧な指導や支援を受けられる
環境が整っています。また教職員と学生、お互いの
顔が見えやすく、他学部との交流がさかんなのも魅力。

Q

A

SUAC ならではの
授業ってありますか。
すべての学生が入学後に最初の科目として履
修する「文化芸術体験演習」は、芸術文化の
体験や演習を行う名物講義。「落語」「茶道」「写
真」「狂言」の 4ジャンルを実際に体験し、知
性と感性を磨きます。教養科目の「芸術とデザ
イン」カテゴリーは、文化政策とデザインの両
方からアプローチする科目をそろえています。
p098「カリキュラム一覧」参照

Q

A

これまでデッサンや絵の勉強をし
ていません。デザイン学科の入試
で実技は必須でしょうか。

Q

A

デザイン学科の一般入試では、
数学はどこまでの範囲でしょうか。

数学の範囲は数学Ⅰ・A、Ⅱ・
Bです。数Ⅲを履修しない方
でも受験できます。
（現高校 3 年以上の受験生に適用
されます）

Q

A

文化政策学科ではどのようなことを
学びますか？
文化政策とは、「人々の暮らしや社会の仕組
みのより良いあり方を考え、実現するための
方法を考えること」といえます。文化政策学
科では、「政策」「経営」「情報」の 3 つの分
野を総合的に学ぶことで、課題を捉え、解決
するための方法を構想・立案し、実行してい
く力を身につけます。
p031「文化政策学科」参照

Q

A

今から就職活動が不安です。
キャリア支援室では、進路についての相談を随時
受け付けています。1年次から学年を問わず、イ
ンターンシップや公務員等についての相談も行っ
ています。2、3 年次になると就職ガイダンスや
個人面談を行い、本格的な就職活動の準備をし
ていきます。小規模校の特性を活かし、学生一
人ひとりに合ったサポートを行います。小さな悩
みから面接練習まで、親身になって相談に乗って
くれます。p077「キャリアサポート」参照

Q
A

他学部他学科の授業にも
興味があります。

教員の許可を得て、他学部他学科の授業も履修するこ
とができます。文化政策とデザインの両学部があるこ
とが SUAC の特徴。専門以外の授業を履修すること
で知見が広がり、新たな発見をすることがあるでしょう。
余裕があればぜひチャレンジしてください。

Q

A

SUACのことをもっと知りたい！
公式Webサイトでは、学部・学科紹介や入試関
連のお知らせのほか、特色ある講義や学生の活
躍などのトピックスをレポートで紹介。在学生や
卒業生のインタビューも掲載しています。公式
Twitterアカウントでは在学生の投稿もあります
ので、ぜひフォローしてくださいね。入試情報
をいち早くキャッチしたい方は、入試室 LINE
がおすすめです。 
p132「Webへのご案内」参照

Q
A

14

7 8 15 16フェアトレード大学ってなんですか？

県庁所在地の静岡市とならぶ政令指
定都市で、古くから繊維業や自動車
などの製造業で栄え、「音楽の街」と
しても有名です。晴れの日が多く温
暖な気候のため、うなぎやみかんな
ど豊かな食材に恵まれています。伝
統文化や祭りも盛んで、地域文化を
学ぶのには良い環境です。

Q
A

浜松市はどんな街ですか？

SUAC で芸術文化や
アートマネジメントを学ぶ意義は？

デザイン学科の一般入試では
実技か数学どちらかを選べま
す。得意科目で入試に臨ん
でください。入学後にデッサ
ンを学び始める学生も多くい
ます。

小規模の大学で学ぶメリットは
なんですか？

留学をするのが目標です。
どのような方法があるでしょうか？

写真：浜松まつりの様子
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もっと！SUAC
16の質問
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10

デザイン学科で所属する専門領域は
入学時に決めておくべきですか。
デザイン学科では、2年次の前期末に所属領域
を決定します。それまでに様々な授業を受けてい
く中で、各自が興味・関心を絞り込んでいくので、
必ずしも決めておく必要はありません。1、2 年次
に幅広い基礎知識を得られることが、結果的に
デザインの幅を広げることにつながります。
（建築・環境領域は1年次から関連科目があります）

p049「デザイン学科」参照

Q

A

SUAC では長期留学（1学期以上の海
外協定校への留学）と、短期留学（主
に春期・夏期休暇中に実施される語学
研修等）があります。豊富な選択肢によ
り、各自の目的・レベルに合わせてチャ
レンジでき、留学をサポートする授業料
の免除や奨学金の給付制度も充実して
います。p082「国際交流」参照

Q

A

金属や木工、プラスチック、染織など、
多種多様な工房設備が充実しています。
実習授業で使用するほか、申請すれば学
生も自由に使用が可能。特任助手の皆さ
んは、使用方法をレクチャーしてくれたり、
制作のアドバイスをくれたりと頼りになる
存在です。
p063「工房・特殊機器の紹介」参照

工房を使っていろいろなものを
作りたい！

Q

A

いろいろな言語を学んで、
世界の人と交流したい！
SUACでは必修外国語として、英語だけでなく
中国語が設定されているのが特徴。そのほか
にもフランス語、ポルトガル語、韓国語、インド
ネシア語、イタリア語、ドイツ語が履修できます。
国際文化学科科目では、通訳や翻訳、観光や
会議などに応用するための科目も用意されてい
ます。

Q

A

「フェアトレード大学」とは、大学全体で
フェアトレードの推進活動に取り組んで
いる大学を認証するものです。2018 年
2月、SUACは国内初となる「フェアトレー
ド大学」に認定されました。学内では、フェ
アトレード普及学生団体が推進活動に取
り組み、購買ではコーヒーやチョコレート
といったフェアトレード商品を販売。関連
する講義も開講しています。

Q

A

地域貢献に興味があります。大学
では地域との活動はどのようなも
のがありますか？
全学科目「地域連携演習」では、地域との
関わりを持ったプロジェクトに参画できます。
また、個別に教員が企業や行政と関わるプロ
ジェクトに加わることや、学生自らが地域と関
係した活動を行うことなど、様々な事例があ
ります。

Q

A

大都市圏で得られる貴重な経験もあります
が、公的な課題解決のために文化政策やアー
トマネジメントを学ぶ上では、地方圏が抱える
課題を実感することが不可欠。国内外の最
先端の現場を経験してきた教員が多く在籍す
る芸術文化学科は、芸術文化や文化政策・アー
トマネジメントを学ぶのにうってつけです。
p037「芸術文化学科」参照

Q

A

SUACの総学生数は約 1,460名。教員一人あたりの
学生数は約16名と、丁寧な指導や支援を受けられる
環境が整っています。また教職員と学生、お互いの
顔が見えやすく、他学部との交流がさかんなのも魅力。

Q

A

SUAC ならではの
授業ってありますか。
すべての学生が入学後に最初の科目として履
修する「文化芸術体験演習」は、芸術文化の
体験や演習を行う名物講義。「落語」「茶道」「写
真」「狂言」の 4ジャンルを実際に体験し、知
性と感性を磨きます。教養科目の「芸術とデザ
イン」カテゴリーは、文化政策とデザインの両
方からアプローチする科目をそろえています。
p098「カリキュラム一覧」参照

Q

A

これまでデッサンや絵の勉強をし
ていません。デザイン学科の入試
で実技は必須でしょうか。

Q

A

デザイン学科の一般入試では、
数学はどこまでの範囲でしょうか。

数学の範囲は数学Ⅰ・A、Ⅱ・
Bです。数Ⅲを履修しない方
でも受験できます。
（現高校 3 年以上の受験生に適用
されます）

Q

A

文化政策学科ではどのようなことを
学びますか？
文化政策とは、「人々の暮らしや社会の仕組
みのより良いあり方を考え、実現するための
方法を考えること」といえます。文化政策学
科では、「政策」「経営」「情報」の 3 つの分
野を総合的に学ぶことで、課題を捉え、解決
するための方法を構想・立案し、実行してい
く力を身につけます。
p031「文化政策学科」参照

Q

A

今から就職活動が不安です。
キャリア支援室では、進路についての相談を随時
受け付けています。1年次から学年を問わず、イ
ンターンシップや公務員等についての相談も行っ
ています。2、3 年次になると就職ガイダンスや
個人面談を行い、本格的な就職活動の準備をし
ていきます。小規模校の特性を活かし、学生一
人ひとりに合ったサポートを行います。小さな悩
みから面接練習まで、親身になって相談に乗って
くれます。p077「キャリアサポート」参照

Q
A

他学部他学科の授業にも
興味があります。

教員の許可を得て、他学部他学科の授業も履修するこ
とができます。文化政策とデザインの両学部があるこ
とが SUAC の特徴。専門以外の授業を履修すること
で知見が広がり、新たな発見をすることがあるでしょう。
余裕があればぜひチャレンジしてください。

Q

A

SUACのことをもっと知りたい！
公式Webサイトでは、学部・学科紹介や入試関
連のお知らせのほか、特色ある講義や学生の活
躍などのトピックスをレポートで紹介。在学生や
卒業生のインタビューも掲載しています。公式
Twitterアカウントでは在学生の投稿もあります
ので、ぜひフォローしてくださいね。入試情報
をいち早くキャッチしたい方は、入試室 LINE
がおすすめです。 
p132「Webへのご案内」参照

Q
A

14

7 8 15 16フェアトレード大学ってなんですか？

県庁所在地の静岡市とならぶ政令指
定都市で、古くから繊維業や自動車
などの製造業で栄え、「音楽の街」と
しても有名です。晴れの日が多く温
暖な気候のため、うなぎやみかんな
ど豊かな食材に恵まれています。伝
統文化や祭りも盛んで、地域文化を
学ぶのには良い環境です。

Q
A

浜松市はどんな街ですか？

SUAC で芸術文化や
アートマネジメントを学ぶ意義は？

デザイン学科の一般入試では
実技か数学どちらかを選べま
す。得意科目で入試に臨ん
でください。入学後にデッサ
ンを学び始める学生も多くい
ます。

小規模の大学で学ぶメリットは
なんですか？

留学をするのが目標です。
どのような方法があるでしょうか？

写真：浜松まつりの様子
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センター長／
デザイン学部教授 文化政策学部教授 

西田 かほる
NISHIDA Kaoru

礒村 克郎
ISOMURA Katsuro

日本近世史のうち、宗教者・芸能者につい
て研究をしています。三遠南信地域に残さ
れた諸資料から、地域の豊かな歴史文化
を考えると共に、多様な視点から共同研究
を進めていきます。

デザイン学部教員として、建築・環境領域
でのまちづくりなどの研究とインタラクショ
ン領域を兼任して空間デザインの研究を
行っています。地域のプロジェクトも多く担
当し、地域社会の方々、学生、文化政策
学部との連携を実践してきました。

教員紹介

文化・芸術研究センター

中国の大学で工業デザインを学ぶ中で、日本には共遊玩具というカテゴリーが

あることを知り、ユニバーサルデザインに興味を持ち、本研究科を志望しました。

人間工学が専門の迫ゼミに入り、ユニバーサルデザインやソーシャルデザインな

ど、他分野の先生からもご指導いただけたことでデザインの視野が広がり、もの

づくりを通じて人の暮らしや環境に良い影響を与えたいと考えるようになりまし

た。修了制作では、視覚障害児と晴眼児が一緒に遊べる遊具を制作し、視覚

特別支援学校で子どもたちに実際に使ってもらう経験もできました。留学生とし

て言葉の不安もありましたが、採長補短（他人の優れた点を取り入れ、自分の短

所を補うこと）ができ、仲間と共に学び合える充実した日 を々過ごしています。

文化政策と音楽、両分野の学びを深め
社会の中での音楽の役割を探求する　　

ユニバーサルデザインを入口に
ものづくりの視野と思考が広がった

国立音楽大学の音楽情報専修で音楽学やアートマネジメントを学び、音楽その

ものだけでなく、社会における音楽の役割を考えたいと思い本研究科へ進学しま

した。SUACを選んだのは、文化政策と音楽の両分野が学べ、実務家養成に力

を入れている大学だから。文化振興財団等への就職実績があることも魅力に感

じました。今は創作太鼓の地域芸能としての定着プロセスをテーマに研究に取り

組んでいます。音楽学の分野からのアプローチだけでなく、芸術文化政策の先生

からマクロな視点をいただくことで、学際的な研究ができていると思います。企業

などでの実務経験がある先生が多いので、現場の話を聞くことで得られるものは

大きいです。文化芸術関係の仕事に関心がある人にも好適だと思います。

TSUBOUCHI Kasumi
文化政策研究科 1年  出身大学／国立音楽大学

文化・芸術研究センターは、本学の2つの研究分野である文化政策学とデザイン学に共通して流れる「哲学的思考の探究」を基底と

した大学を目指すため、本学の学術研究の中核として設置されたのが原点です。そして、本学の研究活動を推進するとともに、学

術・文化芸術に関わる多様な事業を通して、地域との連携や活性化の拠点として活動してきました。

これからは、本学の研究環境の指針である「遠州学林構想」のもと、（仮称）グローカルデザイン研究所への発展的移行を目指し、学

際的な研究体制の充実化、研究と地域プロジェクトの共有、研究・交流環境の確立、地域や世界との情報交流を進めて参ります。

さらなる2年が広げる「文化」「デザイン」の未来像
21世紀は「市民」の時代と言われています。それは、これからは「政府」「企業」ではなく

「市民」が主体となり、自分たちの望む社会を創造していくことを意味しています。

大学院では、市民社会のリーダーに必要な、様々な価値観を尊重しつつとりまとめていく、

課題解決の能力を養成します。

文化政策研究科／デザイン研究科

坪内香澄 ZHANG Wenqian
デザイン研究科 2年  出身大学／吉林大学珠海学院（中国吉林省）張 文倩

教員特別研究の支援
特別研究費制度のもとに、教員の積極的で学際的な研究活動を支援し、両学部およ
び文明観光コースの連携を推進します。研究の成果は、研究成果発表会や静岡文
化芸術大学学術リポジトリで公表し、地域、行政機関や研究機関の方々へ広く情報
発信しています。

文化・芸術研究センターでは、主な3つの取り組みにより、浜松の地における、文化芸術研究・情報発信・地域連携を推進します。

センターの主な取り組み

イベント・シンポジウムの開催
イベント・シンポジウム等開催費制度のもとに、大学における教育・研究の成果を産
官学各界、および広く地域のみなさんにご理解頂くことを目的として、コンサート、
展示、ワークショップ、セミナーなど各種イベントや様々な研究分野に関わるシンポ
ジウム等を支援・開催しています。

地域・産学官連携の推進
本学の持つポテンシャルを社会に還元するため、民間企業や自治体などの学外機
関と本学が共通の課題について研究を行う共同研究や、学外機関からの委託を受
けて行う受託研究・受託事業等を推進しています。社会や地域の課題に対して、最
適な研究者との連携を支援しています。

大学院

https://www.suac.ac.jp/researchcenter/

文化・芸術研究センター
Webサイト

※学生の学年表記は取材時（2022年度）のものです。 SUAC_072SUAC_071
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デザイン学部教員として、建築・環境領域
でのまちづくりなどの研究とインタラクショ
ン領域を兼任して空間デザインの研究を
行っています。地域のプロジェクトも多く担
当し、地域社会の方々、学生、文化政策
学部との連携を実践してきました。

教員紹介

文化・芸術研究センター

中国の大学で工業デザインを学ぶ中で、日本には共遊玩具というカテゴリーが

あることを知り、ユニバーサルデザインに興味を持ち、本研究科を志望しました。
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所を補うこと）ができ、仲間と共に学び合える充実した日 を々過ごしています。
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文化・芸術研究センターは、本学の2つの研究分野である文化政策学とデザイン学に共通して流れる「哲学的思考の探究」を基底と

した大学を目指すため、本学の学術研究の中核として設置されたのが原点です。そして、本学の研究活動を推進するとともに、学

術・文化芸術に関わる多様な事業を通して、地域との連携や活性化の拠点として活動してきました。

これからは、本学の研究環境の指針である「遠州学林構想」のもと、（仮称）グローカルデザイン研究所への発展的移行を目指し、学

際的な研究体制の充実化、研究と地域プロジェクトの共有、研究・交流環境の確立、地域や世界との情報交流を進めて参ります。

さらなる2年が広げる「文化」「デザイン」の未来像
21世紀は「市民」の時代と言われています。それは、これからは「政府」「企業」ではなく

「市民」が主体となり、自分たちの望む社会を創造していくことを意味しています。

大学院では、市民社会のリーダーに必要な、様々な価値観を尊重しつつとりまとめていく、

課題解決の能力を養成します。

文化政策研究科／デザイン研究科

坪内香澄 ZHANG Wenqian
デザイン研究科 2年  出身大学／吉林大学珠海学院（中国吉林省）張 文倩

教員特別研究の支援
特別研究費制度のもとに、教員の積極的で学際的な研究活動を支援し、両学部およ
び文明観光コースの連携を推進します。研究の成果は、研究成果発表会や静岡文
化芸術大学学術リポジトリで公表し、地域、行政機関や研究機関の方々へ広く情報
発信しています。

文化・芸術研究センターでは、主な3つの取り組みにより、浜松の地における、文化芸術研究・情報発信・地域連携を推進します。

センターの主な取り組み

イベント・シンポジウムの開催
イベント・シンポジウム等開催費制度のもとに、大学における教育・研究の成果を産
官学各界、および広く地域のみなさんにご理解頂くことを目的として、コンサート、
展示、ワークショップ、セミナーなど各種イベントや様々な研究分野に関わるシンポ
ジウム等を支援・開催しています。

地域・産学官連携の推進
本学の持つポテンシャルを社会に還元するため、民間企業や自治体などの学外機
関と本学が共通の課題について研究を行う共同研究や、学外機関からの委託を受
けて行う受託研究・受託事業等を推進しています。社会や地域の課題に対して、最
適な研究者との連携を支援しています。

大学院

https://www.suac.ac.jp/researchcenter/

文化・芸術研究センター
Webサイト

※学生の学年表記は取材時（2022年度）のものです。 SUAC_072SUAC_071
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文化政策研究科［大学院］

文化政策研究科では、専門的な文献研究だけでなく、実践の場でのフィールドワークや調査を重視し、文化・芸術の持つ可

能性を可視化・具体化できる人材を育成していきます。院生は以下の3つの研究専門領域から1つを選び、領域横断的で学

際的な研究を教員の指導のもと展開していきます。

現場からの学びを重視した実践的なカリキュラム カリキュラム構成の特徴
01

基礎科目

02
基幹科目

03
演習科目

各分野の概論的な知識を学び、学際的な系譜を学ぶた

めの「領域横断科目」と、「アーツアンドカルチュラルマ

ネジメント」「地域政策マネジメント」「グローカルスタデ

ィーズ」に関係した専門的な内容を学ぶ「専門科目」が

あります。

修士論文の構想づくりを進めるための「文化政策研究の

方法」と、修士論文の仮説をフィールドワークや現場での

調査を通して複数の教員と共に考察していく「アクション

リサーチ基礎」「リサーチワークショップ」があります。

演習Ⅰ（1年目）と演習Ⅱ（2年目）から構成されていま

す。演習Ⅰは異なる教員による2つを履修し、領域横

断的に学びます。演習Ⅱはさらに1名の教員の本格的

指導のもと、論文を完成させていきます。また研究科

内での発表会の機会もあります。

修 士 論 文

● アーツアンドカルチュラルマネジメント専門領域の科目
● 地域政策マネジメント専門領域の科目
● グローカルスタディーズ専門領域の科目

基 幹 科 目

● 演習Ⅰ　　● 演習Ⅱ

演 習 科 目

● 文化政策研究の方法  ● アクションリサーチ基礎  ● リサーチワークショップ

基 礎 科 目

■ 浜松地域における中小ピアノメーカーの軌跡
　―アトラスピアノ製造を事例に― 

■ 呉市例大祭の動態的研究 
　―歴史的変遷と社会的役割の変化―

■ バングラデシュのナショナル・アイデンティティ形成

■ バングラデシュにおけるテロ対策の変遷
　―2016年のダッカテロ事件後の対応―

■ 中国人アートマネジメント人材のキャリア
　―日本留学経験者に着目して―

■ 芸術政策を巡る合意形成とローカルアーツエージェンシー 
　―ポートランド市の芸術税とパブリックアートプログラムに着目して―

■ 静岡県浜松市の在日ブラジル人第2世代のメンタル
　ヘルスをめぐって

■ トランスナショナルなコンテンツが持つ可能性
　―日本バラエティ番組に関する対立と調和―

■ 社会的包摂とねむの木学園
　―宮城まり子の活動に着目して―

■ 公立図書館運営に求められるパートナーシップ
　―中津川市の事例分析―

■  浜松市の自治会における規範維持と合意形成

修士論文テーマ（例）

※修士論文は静岡文化芸術大学学術リポジトリ（https://suac.repo.nii.ac.jp/）をご参照ください。

Glocal Studies

楽団、劇団、美術館などの民間お

よび公立の施設運営、行政の文

化政策、文化産業、文化イベント

などのあり方や可能性に関する

研究を行います。

まちづくりや地域活性化、コミュ

ニティ政策、自治体改革、行政評

価など、未来の地域に必要な活

動や政策のあり方、可能性に関

する研究を行います。

グローバル化の影響で、世界的規

範や法、地域社会にどのような変

化が生まれているのか、そして未

来の持続可能な社会のあり方や

可能性に関する研究を行います。

■  国立研究開発法人情報通信研究機構

■  公益財団法人掛川市生涯学習振興公社

■  公益財団法人静岡県舞台芸術センター（SPAC）

■  公益財団法人豊田市文化振興財団

■  公益財団法人名古屋国際センター

■  公益財団法人浜松国際交流協会（HICE）

■  公益財団法人浜松市文化振興財団

■  公立大学法人静岡文化芸術大学

■  株式会社大阪市開発公社

■  特定非営利活動法人
　 国際舞台芸術交流センター（PARC）

■  特定非営利活動法人
　 グッドネーバーズ・ジャパン

■  サントリーパブリシティサービス株式会社

■  株式会社ファミリーマート

■  株式会社北國新聞社

■  静岡市役所

■  浜松市役所

■  【進学】一橋大学大学院
　 言語社会研究科博士後期課程

進路実績（抜粋順）

入学の動機　学部は他大学でデザインを専攻していたのですが、芸術
祭などのアートプロジェクトに関わる中で芸術と社会の関係性に強い興
味を持ち、SUAC大学院への進学を志しました。SUACには多様な専門分
野の先生がいらっしゃるので、アドバイスを貰いながら多角的な視座に
立って研究に取り組めます。SUACでの学びはいつも刺激に満ちていて、
充実した大学院生活でした。

大学院での学びを現在の仕事へ　多岐に渡る学問領域を横断しな
がら文化政策を学ぶことができるのがSUAC大学院の特徴です。私は現
在、音楽ホールに勤めているのですが、文化施設は芸術だけでなく福祉
やまちづくりなど実に多様な分野を包摂する場であることを日々実感し
ます。SUACでの領域横断的な学びの意義を胸に、これからの時代に呼
応した文化政策・文化施設のあり方を考えていきたいと思っています。

学問領域を横断的に学び
文化政策に落とし込む
実践的な研究は本科ならでは

02

03

01

修 了 生 の 声

サントリーパブリシティサービス株式会社
文化ハピネス事業部 文化・地域共創部
江戸川区総合文化センター 事業担当

真野友理子さん
文化政策研究科 2019年度修了

アーツアンドカルチュラルマネジメント 地域政策マネジメント グローカルスタディーズ

定員10名
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文化政策研究科［大学院］

文化政策研究科では、専門的な文献研究だけでなく、実践の場でのフィールドワークや調査を重視し、文化・芸術の持つ可

能性を可視化・具体化できる人材を育成していきます。院生は以下の3つの研究専門領域から1つを選び、領域横断的で学

際的な研究を教員の指導のもと展開していきます。

現場からの学びを重視した実践的なカリキュラム カリキュラム構成の特徴
01

基礎科目

02
基幹科目

03
演習科目

各分野の概論的な知識を学び、学際的な系譜を学ぶた

めの「領域横断科目」と、「アーツアンドカルチュラルマ

ネジメント」「地域政策マネジメント」「グローカルスタデ

ィーズ」に関係した専門的な内容を学ぶ「専門科目」が

あります。

修士論文の構想づくりを進めるための「文化政策研究の

方法」と、修士論文の仮説をフィールドワークや現場での

調査を通して複数の教員と共に考察していく「アクション

リサーチ基礎」「リサーチワークショップ」があります。

演習Ⅰ（1年目）と演習Ⅱ（2年目）から構成されていま

す。演習Ⅰは異なる教員による2つを履修し、領域横

断的に学びます。演習Ⅱはさらに1名の教員の本格的

指導のもと、論文を完成させていきます。また研究科

内での発表会の機会もあります。

修 士 論 文

● アーツアンドカルチュラルマネジメント専門領域の科目
● 地域政策マネジメント専門領域の科目
● グローカルスタディーズ専門領域の科目

基 幹 科 目

● 演習Ⅰ　　● 演習Ⅱ

演 習 科 目

● 文化政策研究の方法  ● アクションリサーチ基礎  ● リサーチワークショップ

基 礎 科 目

■ 浜松地域における中小ピアノメーカーの軌跡
　―アトラスピアノ製造を事例に― 

■ 呉市例大祭の動態的研究 
　―歴史的変遷と社会的役割の変化―

■ バングラデシュのナショナル・アイデンティティ形成

■ バングラデシュにおけるテロ対策の変遷
　―2016年のダッカテロ事件後の対応―

■ 中国人アートマネジメント人材のキャリア
　―日本留学経験者に着目して―

■ 芸術政策を巡る合意形成とローカルアーツエージェンシー 
　―ポートランド市の芸術税とパブリックアートプログラムに着目して―

■ 静岡県浜松市の在日ブラジル人第2世代のメンタル
　ヘルスをめぐって

■ トランスナショナルなコンテンツが持つ可能性
　―日本バラエティ番組に関する対立と調和―

■ 社会的包摂とねむの木学園
　―宮城まり子の活動に着目して―

■ 公立図書館運営に求められるパートナーシップ
　―中津川市の事例分析―

■  浜松市の自治会における規範維持と合意形成

修士論文テーマ（例）

※修士論文は静岡文化芸術大学学術リポジトリ（https://suac.repo.nii.ac.jp/）をご参照ください。

Glocal Studies

楽団、劇団、美術館などの民間お

よび公立の施設運営、行政の文

化政策、文化産業、文化イベント

などのあり方や可能性に関する

研究を行います。

まちづくりや地域活性化、コミュ

ニティ政策、自治体改革、行政評

価など、未来の地域に必要な活

動や政策のあり方、可能性に関

する研究を行います。

グローバル化の影響で、世界的規

範や法、地域社会にどのような変

化が生まれているのか、そして未

来の持続可能な社会のあり方や

可能性に関する研究を行います。

■  国立研究開発法人情報通信研究機構

■  公益財団法人掛川市生涯学習振興公社

■  公益財団法人静岡県舞台芸術センター（SPAC）

■  公益財団法人豊田市文化振興財団

■  公益財団法人名古屋国際センター

■  公益財団法人浜松国際交流協会（HICE）

■  公益財団法人浜松市文化振興財団

■  公立大学法人静岡文化芸術大学

■  株式会社大阪市開発公社

■  特定非営利活動法人
　 国際舞台芸術交流センター（PARC）

■  特定非営利活動法人
　 グッドネーバーズ・ジャパン

■  サントリーパブリシティサービス株式会社

■  株式会社ファミリーマート

■  株式会社北國新聞社

■  静岡市役所

■  浜松市役所

■  【進学】一橋大学大学院
　 言語社会研究科博士後期課程

進路実績（抜粋順）

入学の動機　学部は他大学でデザインを専攻していたのですが、芸術
祭などのアートプロジェクトに関わる中で芸術と社会の関係性に強い興
味を持ち、SUAC大学院への進学を志しました。SUACには多様な専門分
野の先生がいらっしゃるので、アドバイスを貰いながら多角的な視座に
立って研究に取り組めます。SUACでの学びはいつも刺激に満ちていて、
充実した大学院生活でした。

大学院での学びを現在の仕事へ　多岐に渡る学問領域を横断しな
がら文化政策を学ぶことができるのがSUAC大学院の特徴です。私は現
在、音楽ホールに勤めているのですが、文化施設は芸術だけでなく福祉
やまちづくりなど実に多様な分野を包摂する場であることを日々実感し
ます。SUACでの領域横断的な学びの意義を胸に、これからの時代に呼
応した文化政策・文化施設のあり方を考えていきたいと思っています。

学問領域を横断的に学び
文化政策に落とし込む
実践的な研究は本科ならでは

02

03

01

修 了 生 の 声

サントリーパブリシティサービス株式会社
文化ハピネス事業部 文化・地域共創部
江戸川区総合文化センター 事業担当

真野友理子さん
文化政策研究科 2019年度修了

アーツアンドカルチュラルマネジメント 地域政策マネジメント グローカルスタディーズ

定員10名
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デザイン研究科［大学院］ 定員10名

デザイン研究科のカリキュラムは、3つの要素で構成されます。

研究分野 カリキュラム構成の特徴

インクルーシブデザイン

ユニバーサルデザイン建築人間工学

建築安全計画

環境・設備デザイン

ランドスケープデザイン

構造デザイン建築構造計画

空間デザイン

建築計画
建築デザイン

建築設計 建築実務

都市設計

教育工学

Ｗｅｂベースラーニング

グラフィックデザイン

ヒューマンインターフェイスデザイン

ｅ-ラーニング

キネマティクス

Ｗｅｂデザイン インタラクションデザイン

モーショングラフィックス

デジタル造形ＣＡＤ

音楽情報科学

ＣＧアニメーション

デジタル映像表現

映像企画演出 スケッチング

製品デザイン
立体造形

鍛金

金属造形

クラフトデザイン

パッケージデザイン

ＶＩ計画

彫刻

ファインアート

プロダクトデザイン

パブリックデザイン

社会・医療システムデザイン

地域産業デザイン産業デザイン振興

人間工学

生理人類学

社会デザイン

エルゴデザイン

地域連携

地域デザイン

デザイン方法論

インダストリアルグラフィックス

デザインマネジメント

ブランド戦略

感性マーケティング手法

商品イメージ戦略

デザイン論

産学官連携

■ 町全体を巻き込んだ町おこし＜シャッター街のさくら姫＞
　―シャッター商店街の再生モデルについての漫画制作―

■ 空間のノーテーションに関する研究とそれを活用した制作
　―空間における人の行為の記録について―

■ 大学における展示とコミュニケーション空間のデザインに関する研究
　―静岡文化芸術大学における可能性に着目して―

■ 高齢者をサポートするキッチンの研究
　―フレイル予防のための自炊活動をサポートするデザイン提案―

■ 大都市の一人暮らしの若者を対象とした紙家具のデザイン

■ 浜松市における大学生向けシェアハウスの計画
　―次世代大学生のライフスタイルの提案について―

■ 地域のアイデンティティに関心を導くための空間デザイン

■ 屋外労働者向け高温対策プロダクトの研究

■ 視覚障害児と健常児の共遊に着目した遊具の研究

■ 若い世代に向けてクラシック音楽の魅力を発信するデザイン手法の提案

■ 多様な人々の生きづらさの調査研究、生きやすさの提案

■ 土地の固有性を意識した空間デザイン　
　―まちづくりに繋がるお蔵改修―

修士論文・修了制作テーマ

01
特論科目

02
特論演習科目

03
特別研究

各デザイン分野に対応した少人数制の専門科目によ

り構成されます。学生は、各特論科目の履修を通じ、高

度な専門知識の習得を図ります。また、学際的な研究

能力を高めるために分野を横断する科目履修を基本

とします。

特論演習やインターンシップ等により構成され、特論

科目の学修内容を深化・発展させるとともに、実践的

な能力を身につけます。特論演習は各特論科目に対

応して開講され、学生は、各自の研究計画に沿って科

目を選択して履修を進めます。

指導教員の指導のもと、大学院在学期間を通して研

究活動を推進し、その成果を修士論文または修了制

作としてとりまとめ、2年次後期に提出します。

（抜粋・2022年度実績）

デザイン研究科において、所定の単位を修得すれば、一級建築士
免許登録要件の実務経験2年として認められます。

※修士論文・修了制作要旨は静岡文化芸術大学学術リポジトリ（https://suac.repo.nii.ac.jp/）をご参照ください。
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修 士 論 文
修 了 制 作

特論科目

特 別 研 究

特論演習科目

特論演習 インターンシップ等

都市デザイン
都市計画ＨＣＩ

感性情報処理メディアアート

進路実績 （抜粋・50音順）

入学の動機　私が研究しているミャオ族の衣装には森羅万象の独特な
世界観があり、その中には強い生命力が宿っています。しかし、人々に正しく
認知されているとは言い難いのが事実です。SUAC大学院には、実践的かつ
理論的な調査を活用してデザイン作品を表現する独自の方法論があり、そ
れらを修得してミャオ族の文化を適切に発信したいと考えたため、進学を決
めました。

大学院での学びをさらに深める　SUAC大学院では、理論的な調査と
実践的な制作を組み合わせたカリキュラムの研究指導を受け、論理的思
考力や多角的な視点を習得しました。さらに、学んだ視覚的なデザイン
表現方法を活用し、分野の壁を超えて異なる分野の人々にも専門的な
知識を分かりやすく伝えることが出来ました。現在は博士課程に進学し、
さらなるミャオ族の文化に関する研究を深めています。

ミャオ族の衣装を入口に
研究が広がっていく面白さ。
高みを求めて博士課程へ

● デザイン史
● ユニバーサルデザイン
● エルゴデザイン
● プロダクトデザイン
● パッケージデザイン
● 基礎造形
● 造形デザイン
● インダストリアルデザイン
● インターフェイスデザイン

● インタラクションデザイン
● メディアデザイン
● 映像デザイン
● Webデザイン
● インテリアデザイン
● ランドスケープデザイン
● 建築デザイン
● 構造デザイン
● 環境設備デザイン

高度情報化、循環型社会への転換、そして

高齢化の進展など、大きく変化する時代環

境にあって、デザインに要請される内容は多

様化し、デザイナーには専門的な能力が幅

広く求められるようになっています。デザイ

ン研究科では、そのような社会的要請に応

えるために、皆さんがこれま

でに身につけたデザインあ

るいはその他の分野の専門

性をベースにして、より高度

なデザインの力を磨くため

の実践的な研究の場を提供

します。

修 了 生 の 声

筑波大学 人間総合科学学術院
人間総合科学研究群 デザイン学学位プログラム
（博士課程）

王 粲さん
デザイン研究科 2021年度修了

■  いすゞ自動車株式会社
■  株式会社一条工務店
■  運城幼児師範高等専科学校（中国）
■  柏木工株式会社
■  コイズミ照明株式会社
■  株式会社GKテック
■  ジェイアール東海建設株式会社
■  静岡県森町まちおこし協力隊 
■  株式会社シャンソン化粧品
■  スズキ株式会社
■  株式会社セガ
■  株式会社たき工房
■  チームラボ株式会社
■  中央コンサルタンツ株式会社
■  株式会社電通
■  豊田合成株式会社
■  株式会社博報堂プロダクツ
■  浜松市役所
■  株式会社日立建設設計
■  株式会社ヒダマリ
■  富士通株式会社
■  ブラザー工業株式会社
■  株式会社ボークス
■  三井デザインテック株式会社
■  三菱地所レジデンス株式会社
■  三菱電機住環境システムズ株式会社
■  学校法人トキワ松学園 横浜美術大学（教員）
■  【進学】 筑波大学大学院人間総合科学研究群
　 デザイン学学位プログラム（博士課程）
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デザイン研究科［大学院］ 定員10名

デザイン研究科のカリキュラムは、3つの要素で構成されます。

研究分野 カリキュラム構成の特徴

インクルーシブデザイン

ユニバーサルデザイン建築人間工学

建築安全計画

環境・設備デザイン

ランドスケープデザイン

構造デザイン建築構造計画

空間デザイン

建築計画
建築デザイン

建築設計 建築実務

都市設計

教育工学

Ｗｅｂベースラーニング

グラフィックデザイン

ヒューマンインターフェイスデザイン

ｅ-ラーニング

キネマティクス

Ｗｅｂデザイン インタラクションデザイン

モーショングラフィックス

デジタル造形ＣＡＤ

音楽情報科学

ＣＧアニメーション

デジタル映像表現

映像企画演出 スケッチング

製品デザイン
立体造形

鍛金

金属造形

クラフトデザイン

パッケージデザイン

ＶＩ計画

彫刻

ファインアート

プロダクトデザイン

パブリックデザイン

社会・医療システムデザイン

地域産業デザイン産業デザイン振興

人間工学

生理人類学

社会デザイン

エルゴデザイン

地域連携

地域デザイン

デザイン方法論

インダストリアルグラフィックス

デザインマネジメント

ブランド戦略

感性マーケティング手法

商品イメージ戦略

デザイン論

産学官連携

■ 町全体を巻き込んだ町おこし＜シャッター街のさくら姫＞
　―シャッター商店街の再生モデルについての漫画制作―

■ 空間のノーテーションに関する研究とそれを活用した制作
　―空間における人の行為の記録について―

■ 大学における展示とコミュニケーション空間のデザインに関する研究
　―静岡文化芸術大学における可能性に着目して―

■ 高齢者をサポートするキッチンの研究
　―フレイル予防のための自炊活動をサポートするデザイン提案―

■ 大都市の一人暮らしの若者を対象とした紙家具のデザイン

■ 浜松市における大学生向けシェアハウスの計画
　―次世代大学生のライフスタイルの提案について―

■ 地域のアイデンティティに関心を導くための空間デザイン

■ 屋外労働者向け高温対策プロダクトの研究

■ 視覚障害児と健常児の共遊に着目した遊具の研究

■ 若い世代に向けてクラシック音楽の魅力を発信するデザイン手法の提案

■ 多様な人々の生きづらさの調査研究、生きやすさの提案

■ 土地の固有性を意識した空間デザイン　
　―まちづくりに繋がるお蔵改修―

修士論文・修了制作テーマ

01
特論科目

02
特論演習科目

03
特別研究

各デザイン分野に対応した少人数制の専門科目によ

り構成されます。学生は、各特論科目の履修を通じ、高

度な専門知識の習得を図ります。また、学際的な研究

能力を高めるために分野を横断する科目履修を基本

とします。

特論演習やインターンシップ等により構成され、特論

科目の学修内容を深化・発展させるとともに、実践的

な能力を身につけます。特論演習は各特論科目に対

応して開講され、学生は、各自の研究計画に沿って科

目を選択して履修を進めます。

指導教員の指導のもと、大学院在学期間を通して研

究活動を推進し、その成果を修士論文または修了制

作としてとりまとめ、2年次後期に提出します。

（抜粋・2022年度実績）

デザイン研究科において、所定の単位を修得すれば、一級建築士
免許登録要件の実務経験2年として認められます。

※修士論文・修了制作要旨は静岡文化芸術大学学術リポジトリ（https://suac.repo.nii.ac.jp/）をご参照ください。

01

02

03

修 士 論 文
修 了 制 作

特論科目

特 別 研 究

特論演習科目

特論演習 インターンシップ等

都市デザイン
都市計画ＨＣＩ

感性情報処理メディアアート

進路実績 （抜粋・50音順）

入学の動機　私が研究しているミャオ族の衣装には森羅万象の独特な
世界観があり、その中には強い生命力が宿っています。しかし、人々に正しく
認知されているとは言い難いのが事実です。SUAC大学院には、実践的かつ
理論的な調査を活用してデザイン作品を表現する独自の方法論があり、そ
れらを修得してミャオ族の文化を適切に発信したいと考えたため、進学を決
めました。

大学院での学びをさらに深める　SUAC大学院では、理論的な調査と
実践的な制作を組み合わせたカリキュラムの研究指導を受け、論理的思
考力や多角的な視点を習得しました。さらに、学んだ視覚的なデザイン
表現方法を活用し、分野の壁を超えて異なる分野の人々にも専門的な
知識を分かりやすく伝えることが出来ました。現在は博士課程に進学し、
さらなるミャオ族の文化に関する研究を深めています。

ミャオ族の衣装を入口に
研究が広がっていく面白さ。
高みを求めて博士課程へ

● デザイン史
● ユニバーサルデザイン
● エルゴデザイン
● プロダクトデザイン
● パッケージデザイン
● 基礎造形
● 造形デザイン
● インダストリアルデザイン
● インターフェイスデザイン

● インタラクションデザイン
● メディアデザイン
● 映像デザイン
● Webデザイン
● インテリアデザイン
● ランドスケープデザイン
● 建築デザイン
● 構造デザイン
● 環境設備デザイン

高度情報化、循環型社会への転換、そして

高齢化の進展など、大きく変化する時代環

境にあって、デザインに要請される内容は多

様化し、デザイナーには専門的な能力が幅

広く求められるようになっています。デザイ

ン研究科では、そのような社会的要請に応

えるために、皆さんがこれま

でに身につけたデザインあ

るいはその他の分野の専門

性をベースにして、より高度

なデザインの力を磨くため

の実践的な研究の場を提供

します。

修 了 生 の 声

筑波大学 人間総合科学学術院
人間総合科学研究群 デザイン学学位プログラム
（博士課程）

王 粲さん
デザイン研究科 2021年度修了

■  いすゞ自動車株式会社
■  株式会社一条工務店
■  運城幼児師範高等専科学校（中国）
■  柏木工株式会社
■  コイズミ照明株式会社
■  株式会社GKテック
■  ジェイアール東海建設株式会社
■  静岡県森町まちおこし協力隊 
■  株式会社シャンソン化粧品
■  スズキ株式会社
■  株式会社セガ
■  株式会社たき工房
■  チームラボ株式会社
■  中央コンサルタンツ株式会社
■  株式会社電通
■  豊田合成株式会社
■  株式会社博報堂プロダクツ
■  浜松市役所
■  株式会社日立建設設計
■  株式会社ヒダマリ
■  富士通株式会社
■  ブラザー工業株式会社
■  株式会社ボークス
■  三井デザインテック株式会社
■  三菱地所レジデンス株式会社
■  三菱電機住環境システムズ株式会社
■  学校法人トキワ松学園 横浜美術大学（教員）
■  【進学】 筑波大学大学院人間総合科学研究群
　 デザイン学学位プログラム（博士課程）
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※学生の学年表記は取材時（2022年度）のものです。

就職支援

本学学生の関心の高い企業を中心に採用担当者を招
き、会社概要から募集職種、採用試験などについて説
明をしてもらいます。本学OB・OGが参加する機会も多
く、生の情報を得ながら参加学生は企業研究を進めて
います。

公務員など専門的な対策が必要とされる就職試験に向
けたものから、分野に限らず仕事をするにあたって有
用と思われる資格など幅広い分野にわたって各種の講
座を開講しています。

ポートフォリオの作り方、業界・職種別の動向や実技試
験など、デザイン職の就職活動特有の傾向と対策に
ついて解説し、デザイン学部生の就職活動をフォロー
します。

キャリアサポート 高い就職実績を支える、手厚いサポート

簿記検定試験対策講座 ファイナンシャル・プランナー検定試験対策講座
簿記の知識は社会のあらゆる仕事や生活で役に立ちます。この講座では基本的な商業簿記
および記帳、決算などに関する実務を学び、毎年１１月に実施される日商簿記検定試験の合
格を目指します。

貯蓄計画、投資対策、税金対策など、総合的に資産計画を行う専門家であるファイナンシャ
ル・プランナー検定試験の合格を目指す講座で、金融機関や証券、保険会社を志望する学
生に人気があります。

MOS試験対策講座 秘書検定試験団体受験
ビジネスシーンで必要な一般常識や接遇・マナーといった分野を学ぶ検定です。基本的なマナー
を身につけておけば、就職活動の際にも人事担当者や面接官に好印象を与えることができます。

オフィス事務のスタンダードソフトであるExcelやWordなどの利用能力を証明する資格試験
です。試験合格に向けて受験勉強をすることにより、各ソフトの機能を体系的に習得できます。

就職希望者決定率

就職活動に必要となる、進路選定や受験対策等テーマ
ごとに座学と実践をバランスよく組み合わせたガイダ
ンスを年間通して実施し、誰でも無理なく就職活動準
備が進むようにしています。

96.3％
（2022年度 卒業生実績）

キャリア支援室職員が3年生全員と個人面談を実施し、
希望する業種、職種、勤務地などを確認します。ここで
得た情報をもとに、学生が希望する進路実現について
きめ細かなサポートをしていきます。

公務員試験対策講座 公務員試験直前演習講座
公務員試験を直前に控えた５月から６月にかけて模擬問題を中心とした答案練習を行い
ます。公務員志望学生はこの講座を受講し試験対策の総仕上げを行います。

公務員特有の学科試験について、教養と専門の2講座を開講し、１～２年かけて勉強してい
きます。料金は市価の約半額と格安で受講できます。

個人面談 就職ガイダンス

資格取得等対策講座学内企業説明会デザイン学部就職ガイダンス

社会

1・2年次

3年次

4年次

将来を見据えた視点で1年次から準備 ボランティア活動

クラブ・サークル活動

業界研究

留学・語学研修

ゼミ・卒業論文

就職活動

インターンシップ

学生生活を通して、将来の夢や希望が実現できるよう、
就職ガイダンスやセミナー、資格取得のための
講座など、様々な就職支援行事を行っています。

大学の講義と両立しながら着実に力をつけ、試験合格へ！
入学してから学内で公務員講座を受講できるこ
とを知り、受講していく中で公務員になりたいと
いう思いが強くなっていきました。公務員講座は
大学の講義の時間割りを考慮したスケジュール
が組まれているため、両立しやすかったです。ま
た、外部の予備校に通うよりも受講料が安価で
あることも魅力的でした。

講座以外の時間にも自主的な学習を進めること
も大切。そこで分からなかったことや試験のポイ
ント、勉強の仕方などを講座で確認するというサ
イクルが、力をつけることが出来たポイント。筆
記試験後の面接対策もあり、合格までの手厚い
サポートも安心でした。

国家公務員（一般職・労働行政）　 　  前川郁奈   芸術文化学科 4年  滋賀県立河瀬高校出身

公務員試験対策

個人面談

就職ガイダンス（全学対象）

就職ガイダンス（デザイン学部対象）

適性検査

業界研究セミナー

模擬エントリーシート作成

模擬面接・グループディスカッション講座

就職相談

履歴書・エントリーシートアドバイス

面接練習

低学年向けキャリア支援セミナー

ポートフォリオ制作ガイダンス
（デザイン学部対象）

自己分析

業界研究

企業研究

エントリーシート作成準備

面接練習

企業説明会

志望動機・自己PRまとめ

採用試験就
職
活
動

就
職
支
援

1年次・2年次 4年次
3年次

デザイン職の
就職活動について

学びます

学内企業説明会

資格取得等対策講座

進路
国家公務員
（一般職・労働行政）

エントリーシート提出
筆記試験
面接・グループディスカッション
内定

インターンシップ／
オープンカンパニーガイダンス

インターンシップ／オープンカンパニー

授業・研究・制作

サークル

アルバイト

ボランティア

合格者の声



SUAC_078

Career Support

キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト

SUAC_077

　国
際
文
化
学
科

　文
化
政
策
学
科

　芸
術
文
化
学
科

　デ
ザ
イ
ン
学
科

　キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト

も
っ
と
！
S
U
A
C

16
の
質
問

　文
化・芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

　大
学
院

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
／

支
援
制
度
／
入
試
情
報

国
際
交
流
／
多
文
化・多

言
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

※学生の学年表記は取材時（2022年度）のものです。

就職支援

本学学生の関心の高い企業を中心に採用担当者を招
き、会社概要から募集職種、採用試験などについて説
明をしてもらいます。本学OB・OGが参加する機会も多
く、生の情報を得ながら参加学生は企業研究を進めて
います。

公務員など専門的な対策が必要とされる就職試験に向
けたものから、分野に限らず仕事をするにあたって有
用と思われる資格など幅広い分野にわたって各種の講
座を開講しています。

ポートフォリオの作り方、業界・職種別の動向や実技試
験など、デザイン職の就職活動特有の傾向と対策に
ついて解説し、デザイン学部生の就職活動をフォロー
します。

キャリアサポート 高い就職実績を支える、手厚いサポート

簿記検定試験対策講座 ファイナンシャル・プランナー検定試験対策講座
簿記の知識は社会のあらゆる仕事や生活で役に立ちます。この講座では基本的な商業簿記
および記帳、決算などに関する実務を学び、毎年１１月に実施される日商簿記検定試験の合
格を目指します。

貯蓄計画、投資対策、税金対策など、総合的に資産計画を行う専門家であるファイナンシャ
ル・プランナー検定試験の合格を目指す講座で、金融機関や証券、保険会社を志望する学
生に人気があります。

MOS試験対策講座 秘書検定試験団体受験
ビジネスシーンで必要な一般常識や接遇・マナーといった分野を学ぶ検定です。基本的なマナー
を身につけておけば、就職活動の際にも人事担当者や面接官に好印象を与えることができます。

オフィス事務のスタンダードソフトであるExcelやWordなどの利用能力を証明する資格試験
です。試験合格に向けて受験勉強をすることにより、各ソフトの機能を体系的に習得できます。

就職希望者決定率

就職活動に必要となる、進路選定や受験対策等テーマ
ごとに座学と実践をバランスよく組み合わせたガイダ
ンスを年間通して実施し、誰でも無理なく就職活動準
備が進むようにしています。

96.3％
（2022年度 卒業生実績）

キャリア支援室職員が3年生全員と個人面談を実施し、
希望する業種、職種、勤務地などを確認します。ここで
得た情報をもとに、学生が希望する進路実現について
きめ細かなサポートをしていきます。

公務員試験対策講座 公務員試験直前演習講座
公務員試験を直前に控えた５月から６月にかけて模擬問題を中心とした答案練習を行い
ます。公務員志望学生はこの講座を受講し試験対策の総仕上げを行います。

公務員特有の学科試験について、教養と専門の2講座を開講し、１～２年かけて勉強してい
きます。料金は市価の約半額と格安で受講できます。

個人面談 就職ガイダンス

資格取得等対策講座学内企業説明会デザイン学部就職ガイダンス

社会

1・2年次

3年次

4年次

将来を見据えた視点で1年次から準備 ボランティア活動

クラブ・サークル活動

業界研究

留学・語学研修

ゼミ・卒業論文

就職活動

インターンシップ

学生生活を通して、将来の夢や希望が実現できるよう、
就職ガイダンスやセミナー、資格取得のための
講座など、様々な就職支援行事を行っています。

大学の講義と両立しながら着実に力をつけ、試験合格へ！
入学してから学内で公務員講座を受講できるこ
とを知り、受講していく中で公務員になりたいと
いう思いが強くなっていきました。公務員講座は
大学の講義の時間割りを考慮したスケジュール
が組まれているため、両立しやすかったです。ま
た、外部の予備校に通うよりも受講料が安価で
あることも魅力的でした。

講座以外の時間にも自主的な学習を進めること
も大切。そこで分からなかったことや試験のポイ
ント、勉強の仕方などを講座で確認するというサ
イクルが、力をつけることが出来たポイント。筆
記試験後の面接対策もあり、合格までの手厚い
サポートも安心でした。

国家公務員（一般職・労働行政）　 　  前川郁奈   芸術文化学科 4年  滋賀県立河瀬高校出身

公務員試験対策

個人面談

就職ガイダンス（全学対象）

就職ガイダンス（デザイン学部対象）

適性検査

業界研究セミナー

模擬エントリーシート作成

模擬面接・グループディスカッション講座

就職相談

履歴書・エントリーシートアドバイス

面接練習

低学年向けキャリア支援セミナー

ポートフォリオ制作ガイダンス
（デザイン学部対象）

自己分析

業界研究

企業研究

エントリーシート作成準備

面接練習

企業説明会

志望動機・自己PRまとめ

採用試験就
職
活
動

就
職
支
援

1年次・2年次 4年次
3年次

デザイン職の
就職活動について

学びます

学内企業説明会

資格取得等対策講座

進路
国家公務員
（一般職・労働行政）

エントリーシート提出
筆記試験
面接・グループディスカッション
内定

インターンシップ／
オープンカンパニーガイダンス

インターンシップ／オープンカンパニー

授業・研究・制作

サークル

アルバイト

ボランティア

合格者の声
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ボランティア活動も就職活動もあきらめない！
計画性をもって自己分析と振り返りを重ね、志す道を切り拓いた

■ 教育職員免許状 ［中学校教諭一種・高等学校教諭一種］
中学校教諭一種・高等学校教諭一種の免許状を取得できる教職課程を設
けています。教職課程を履修し、必要な科目の単位を修得するとともに教
育実習（2～4週間）、中学校一種はさらに特別支援学校・社会福祉施設など
で介護等体験実習（7日間以上）を行うことが必要です。教員として就職す
るには教員採用試験に合格することが条件となります。

■ 図書館司書
図書館で専門的職務に従事する職員に求められる資格です。司書課程を履
修し、必要な科目の単位を修得することで資格が得られます。また、課程科
目を履修する中で、大学での学修や仕事上必要となる、情報・資料・文献の探
索方法や組織化などに関する知識や技術を身につけることができます。

■ 学校図書館司書教諭
小・中・高等学校の学校図書館で専門的職務（図書の情報提供、読書指導、情
報教育推進を担うメディア専門職などの役割）に携わる司書教諭になるため
の資格です。教職課程を履修し、教員免許状を取得することが前提です。加
えて司書教諭課程を履修し、必要な科目の単位を修得することで資格が得ら
れます。

■ 博物館学芸員
博物館で資料の収集・保管・展示・調査研究のほか、これらの関連事業につ
いて専門的事項に携わる職員となるための資格です。美術館、資料館、水
族館、動物園、植物園などでも専門職として活躍できます。学芸員養成課
程を履修し、必要な科目の単位を修得するとともに博物館実習を行うこと
で資格が得られます。

1

2

3

4

■ 日本語教員養成課程
日本語教員には、一般的な教員のように法に基づく免許制度はありません
が、日本語教員の応募資格の一つになるものです。この課程を修了した学
生には、卒業時に本学から｢日本語教員養成課程修了証｣を発行します。

5

■ 中学校教諭一種

■ 高等学校教諭一種

■ 図書館司書

■ 学校図書館司書教諭

■ 博物館学芸員

■ 日本語教員養成課程

■ 社会調査士

4

5

6

3

2

1

1

芸術文化学科

ー

ー

○

ー

○

○

○

文化政策学科

社会

公民

○

○

ー

○

○

国際文化学科

国語/英語

国語/英語

○

○

ー

○

○

■ 社会調査士
社会調査士とは、社会調査の知識や技術を用いて、世論や市場動向、社会事
象等を捉えることのできる能力を有する人材に対して、一般社団法人社会調
査協会が与える資格です。社会調査士の資格によって、調査報告書を適切に
評価したり、自ら調査を企画・実施・分析できる一定の能力を有することを第
三者評価で示すことができます。

6ヒトやモノに対する興味が自分のストロングポイント。
積極的に動くことで、自分が志す道に進むことができた

内定先
ダイハツ工業
株式会社

内定先
株式会社ドール

1年次 2年次 3年次 4年次
普通自動車第一種運転免許取得 プロダクトデザイン演習

（ウレタン素材による模型の製作）
TOEIC受験

企業説明会

ダイハツ内定通知

4
年
間
の
流
れ

1年次 2年次 3年次 4年次（前期） 休学（1年間） 4年次（後期）

オンラインでの
インターンシップに参加

企業採用試験にオンラインで受験

卒業研究（スリランカの
宗教について）

日本語教員養成課程履修

日本語パートナーズ
（国際交流基金）参加
予定もコロナ禍で断念

4
年
間
の
流
れ

日本語教員養成課程を履修しながら、海外でボランティア活動をすることを目指していました。

一度はその道が拓けたものの、コロナ禍で断念。どうしても挑戦したくて知り合いから紹介をい

ただき、スリランカで日本語教員として活動するチャンスを得ました。渡航前にオンラインインタ

ーンシップに参加しましたが、本格的に就職活動を始めたのはスリランカにいた時。オンライン

選考があることを前提に企業を絞り込み、海外と関われる仕事を探しました。

オンライン選考は、互いに音声がしっかりと聞こえているかどうかを確認し、企業面接官からの

質問に対して的外れな回答にならないように気をつけました。海外での就職活動で不安もありま

したが、キャリア支援室とはメールでやり取りさせていただきました。エントリーシートの添削や

面接後の振り返りで客観的なアドバイスをいただけたことが、内定をぐっと近づけることが出来

たポイントだと思います。結果的に、スリランカでのボランティア活動の経験も自分のアピール

ポイントとなりました。

柳橋果歩   国際文化学科 4年  茨城県立水戸桜ノ牧高校出身

もともと手を動かす作業が好きだったのですが、3年次の夏、ゼミの教授からクレイモデラー

という職種があると教えていただいたことが、この仕事を知ったきっかけです。ダイハツの

オンラインセミナーに参加した際、プロのクレイモデラーからアドバイスを受けながら、与え

られた課題を形にしていくことに楽しさと達成感を感じ、この職種を志望するようになりまし

た。空き時間には、クレイモデル室で立体をつくる練習も重ね、スキルアップに努めました。

エントリーシートの添削などキャリア支援室の方々には大変お世話になりました。先輩の就

活レポートも参考にし、「英語と海外志向」を自分のストロングポイントに加えたことも面接

時に役立ったと思います。就職活動のスタートが遅く、やりたいことを詰めこみ過ぎて3年

次後半は過密スケジュールに…「ポートフォリオ作成は早めに取り組んでおいた方がいい」

が私の反省点であり、後輩へのアドバイスです。

荒川友紀   デザイン学科 プロダクト領域 4年  愛知県立横須賀高校出身

就職内定者からの声 取得可能な資格等／文化政策学部

大阪府教育委員会（中学校教員）　　 井上実菜   国際文化学科 4年  愛知県立安城東高校出身

教職課程を履修するなかでふくらんだ教員志望の思い
生徒一人ひとりに寄り添える教員になりたい

合格者の声

教職課程は卒業に必要な単位とは別で履修する

ため、4年間で計画的に授業をとることを意識し

ました。私の場合は日本語教員養成課程もあった

ため、休日を利用して実習を行うこともありました。

教員免許取得を目的に履修した教職課程でした

が、小学校での学童保育のアルバイトや教育実習

を通して子どもたちと関わる中で、教員として働

きたいという気持ちがふくらむように。教育実習は

大学で取り組んでいた模擬授業とは違い、実際に

生徒の反応を得られたことが一番良い経験になり

ました。決められた時間内で授業内容を組み立て

たり、生徒の理解度を見ながら調整したりと、教員

は臨機応変に対応していることを学びました。

学校現場では多様な児童生徒が学んでいます。

SUACで学んだ多文化共生や日本語教育の知識

も活かしながら、生徒一人ひとりに寄り添い、それ

ぞれに合った支援ができるような教員になりたい

と思います。

進路
大阪府
教育委員会
（中学校教員）

スリランカの大学で日本語教師とし
て活動（2021.11～2022.6）

模擬国連に参加（2年連続）

ダイハツのオンラインセミナー、ポートフォリオ相談会

自動車メーカー数社で実習型インターンシップ

ダイハツ内々定

イズミル経済大学留学（トルコ）

他学科科目（国際文化学科科目）の履習
が必要なため、計画的な履習が必要です。※1　 ※1　

※2　※2　

※1　

他学科科目（文化政策学科科目）の履習
が必要なため、計画的な履習が必要です。

※2　

デザイン学科有志による自主展示に参加
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ボランティア活動も就職活動もあきらめない！
計画性をもって自己分析と振り返りを重ね、志す道を切り拓いた

■ 教育職員免許状 ［中学校教諭一種・高等学校教諭一種］
中学校教諭一種・高等学校教諭一種の免許状を取得できる教職課程を設
けています。教職課程を履修し、必要な科目の単位を修得するとともに教
育実習（2～4週間）、中学校一種はさらに特別支援学校・社会福祉施設など
で介護等体験実習（7日間以上）を行うことが必要です。教員として就職す
るには教員採用試験に合格することが条件となります。

■ 図書館司書
図書館で専門的職務に従事する職員に求められる資格です。司書課程を履
修し、必要な科目の単位を修得することで資格が得られます。また、課程科
目を履修する中で、大学での学修や仕事上必要となる、情報・資料・文献の探
索方法や組織化などに関する知識や技術を身につけることができます。

■ 学校図書館司書教諭
小・中・高等学校の学校図書館で専門的職務（図書の情報提供、読書指導、情
報教育推進を担うメディア専門職などの役割）に携わる司書教諭になるため
の資格です。教職課程を履修し、教員免許状を取得することが前提です。加
えて司書教諭課程を履修し、必要な科目の単位を修得することで資格が得ら
れます。

■ 博物館学芸員
博物館で資料の収集・保管・展示・調査研究のほか、これらの関連事業につ
いて専門的事項に携わる職員となるための資格です。美術館、資料館、水
族館、動物園、植物園などでも専門職として活躍できます。学芸員養成課
程を履修し、必要な科目の単位を修得するとともに博物館実習を行うこと
で資格が得られます。

1

2

3

4

■ 日本語教員養成課程
日本語教員には、一般的な教員のように法に基づく免許制度はありません
が、日本語教員の応募資格の一つになるものです。この課程を修了した学
生には、卒業時に本学から｢日本語教員養成課程修了証｣を発行します。

5

■ 中学校教諭一種

■ 高等学校教諭一種

■ 図書館司書

■ 学校図書館司書教諭

■ 博物館学芸員

■ 日本語教員養成課程

■ 社会調査士

4

5

6

3

2

1

1

芸術文化学科

ー

ー

○

ー

○

○

○

文化政策学科

社会

公民

○

○

ー

○

○

国際文化学科

国語/英語

国語/英語

○

○

ー

○

○

■ 社会調査士
社会調査士とは、社会調査の知識や技術を用いて、世論や市場動向、社会事
象等を捉えることのできる能力を有する人材に対して、一般社団法人社会調
査協会が与える資格です。社会調査士の資格によって、調査報告書を適切に
評価したり、自ら調査を企画・実施・分析できる一定の能力を有することを第
三者評価で示すことができます。

6ヒトやモノに対する興味が自分のストロングポイント。
積極的に動くことで、自分が志す道に進むことができた

内定先
ダイハツ工業
株式会社

内定先
株式会社ドール

1年次 2年次 3年次 4年次
普通自動車第一種運転免許取得 プロダクトデザイン演習

（ウレタン素材による模型の製作）
TOEIC受験

企業説明会

ダイハツ内定通知

4
年
間
の
流
れ

1年次 2年次 3年次 4年次（前期） 休学（1年間） 4年次（後期）

オンラインでの
インターンシップに参加

企業採用試験にオンラインで受験

卒業研究（スリランカの
宗教について）

日本語教員養成課程履修

日本語パートナーズ
（国際交流基金）参加
予定もコロナ禍で断念

4
年
間
の
流
れ

日本語教員養成課程を履修しながら、海外でボランティア活動をすることを目指していました。

一度はその道が拓けたものの、コロナ禍で断念。どうしても挑戦したくて知り合いから紹介をい

ただき、スリランカで日本語教員として活動するチャンスを得ました。渡航前にオンラインインタ

ーンシップに参加しましたが、本格的に就職活動を始めたのはスリランカにいた時。オンライン

選考があることを前提に企業を絞り込み、海外と関われる仕事を探しました。

オンライン選考は、互いに音声がしっかりと聞こえているかどうかを確認し、企業面接官からの

質問に対して的外れな回答にならないように気をつけました。海外での就職活動で不安もありま

したが、キャリア支援室とはメールでやり取りさせていただきました。エントリーシートの添削や

面接後の振り返りで客観的なアドバイスをいただけたことが、内定をぐっと近づけることが出来

たポイントだと思います。結果的に、スリランカでのボランティア活動の経験も自分のアピール

ポイントとなりました。

柳橋果歩   国際文化学科 4年  茨城県立水戸桜ノ牧高校出身

もともと手を動かす作業が好きだったのですが、3年次の夏、ゼミの教授からクレイモデラー

という職種があると教えていただいたことが、この仕事を知ったきっかけです。ダイハツの

オンラインセミナーに参加した際、プロのクレイモデラーからアドバイスを受けながら、与え

られた課題を形にしていくことに楽しさと達成感を感じ、この職種を志望するようになりまし

た。空き時間には、クレイモデル室で立体をつくる練習も重ね、スキルアップに努めました。

エントリーシートの添削などキャリア支援室の方々には大変お世話になりました。先輩の就

活レポートも参考にし、「英語と海外志向」を自分のストロングポイントに加えたことも面接

時に役立ったと思います。就職活動のスタートが遅く、やりたいことを詰めこみ過ぎて3年

次後半は過密スケジュールに…「ポートフォリオ作成は早めに取り組んでおいた方がいい」

が私の反省点であり、後輩へのアドバイスです。

荒川友紀   デザイン学科 プロダクト領域 4年  愛知県立横須賀高校出身

就職内定者からの声 取得可能な資格等／文化政策学部

大阪府教育委員会（中学校教員）　　 井上実菜   国際文化学科 4年  愛知県立安城東高校出身

教職課程を履修するなかでふくらんだ教員志望の思い
生徒一人ひとりに寄り添える教員になりたい

合格者の声

教職課程は卒業に必要な単位とは別で履修する

ため、4年間で計画的に授業をとることを意識し

ました。私の場合は日本語教員養成課程もあった

ため、休日を利用して実習を行うこともありました。

教員免許取得を目的に履修した教職課程でした

が、小学校での学童保育のアルバイトや教育実習

を通して子どもたちと関わる中で、教員として働

きたいという気持ちがふくらむように。教育実習は

大学で取り組んでいた模擬授業とは違い、実際に

生徒の反応を得られたことが一番良い経験になり

ました。決められた時間内で授業内容を組み立て

たり、生徒の理解度を見ながら調整したりと、教員

は臨機応変に対応していることを学びました。

学校現場では多様な児童生徒が学んでいます。

SUACで学んだ多文化共生や日本語教育の知識

も活かしながら、生徒一人ひとりに寄り添い、それ

ぞれに合った支援ができるような教員になりたい

と思います。

進路
大阪府
教育委員会
（中学校教員）

スリランカの大学で日本語教師とし
て活動（2021.11～2022.6）

模擬国連に参加（2年連続）

ダイハツのオンラインセミナー、ポートフォリオ相談会

自動車メーカー数社で実習型インターンシップ

ダイハツ内々定

イズミル経済大学留学（トルコ）

他学科科目（国際文化学科科目）の履習
が必要なため、計画的な履習が必要です。※1　 ※1　

※2　※2　

※1　

他学科科目（文化政策学科科目）の履習
が必要なため、計画的な履習が必要です。

※2　

デザイン学科有志による自主展示に参加
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挑戦することで世界は広がる。生きた英語を学んだ4カ月
留学しようと思ったきっかけや目的を教えてくださいQ

留学中に心がけたこと、海外生活で得たものQ

もともと異文化理解や多文化共生、日本語教育に興味があったので、異文化を肌で感じつ

つ、海外で行われている日本語教育も、自分が直接体験してみたいと思い留学しました。語

学研修だけでなく、フィンドレー大学の日本語プログラムの授業やボランティア活動にも参

加し、ネイティブとの会話を通して実用的な英会話力を向上させたいと思いました。

英語を学ぶ上で、自分は“話す”ことに焦点を当て、積極的にコミュニケーションを取ることを

意識しました。自分からネイティブに話しかけ、サークル活動やイベントにも参加。会話中、わ

からない単語や表現は聞き流さずに質問することで、教科書では学べない生きた英語が身

についたと思います。バングラデシュやインドなど多様な文化を持つ人々との交流も刺激的

で、自分が知らなかった世界を知り、自分を成長させてくれた4カ月でした。

オンライン留学で語学力アップ。スピーチコンテスト入賞

オンライン留学のメリットは何ですか?Q

留学の前と後で、成長したこと、良かったと思うことQ

費用を抑えることができ、普段の生活と両立しながら挑戦できるのも魅力でした。平日の午

前中に3コマ受講するのですが、50分の授業が短く感じられるほど集中して取り組めまし

た。生徒5人に対して先生が1人の少人数授業なので、一人ひとりに行き届いたレッスンが

受けられ、最初は間違えることを怖がっていた私も、積極的に話せるようになりました。

海外からの留学生支援のために本学学生の留学支援のために
● ＳＵＡＣによる奨学金・奨励金制度
● 日本学生支援機構による奨学金制度
● 海外協定校で取得した単位の本学卒業認定
  単位への換算（4年間での卒業も可能） 等

● 単位互換、留学生宿舎の提供 等【交換留学生】
● 授業料減免制度、奨学金制度
  （SUAC、日本学生支援機構）等【私費留学生】
● 留学生交流会・研修旅行の実施

本学主催の留学・語学研修生には、指定の海外旅行保険を用
意しています。これにより、海外での万一の事件・事故への対
応力を高め、迅速なサポートを可能にします。備えを万全にし
て、充実した留学生活にできるよう環境を整えています。

派遣留学生危機管理サービス

授業中、日本語は使わず、常に中国語を話す環境だったので、中国語での会話に対するハード

ルが下がり、発音もよくなっていきました。3週間のプログラムは、短期間で集中できる中身の

濃い時間になりました。終了後、スピーチコンテスト静岡大会朗読部門で三位に入賞もでき、

自信になりました。来春、台湾へ3週間の語学研修の予定で、先生との再会も楽しみです。

留学経験者の声

国際交流

留学への支援

取得可能な資格等／デザイン学部

1年次 2年次 3年次

●英語多読履修開始
●12月 TOEIC受験

●3月 TOEIC受験

4月 留学を検討開始 留学説明会、
情報収集4～8月 春休み

留
学
の
流
れ

■ 一級・二級建築士 木造建築士試験 受験資格
建築士は建築物の設計および工事監理を主業務とし、建設会社や建築設計
事務所、官公庁などで活躍できます。定められた科目の単位を取得し卒業す
ることで、建築士資格を得るための試験を受験する資格を取得できます。
さらに本学卒業後、本学大学院デザイン研究科に進学し、所定の科目の単
位を取得すれば、免許登録要件としての実務経験年数（2年）として認定さ
れます。

■ インテリアプランナー資格
インテリアプランナーは、インテリアプランニングにおける企画・設計・工事
監理を行うインテリアに関する知識と技術に習熟した専門家のことです。
設計製図試験に合格・登録し、所定の実務経験を経ることにより、インテリ
アプランナー資格を得られます。本学の所定の単位を取得することで、合格
後の実務経験が免除されます。また、２０歳以上の人に受験資格があり、在
学中でも学科試験に合格・登録すると、アソシエイトインテリアプランナー
の称号が付与されます。

■ 商業施設士補資格
商業施設士補資格とは、商業施設の企画・設計・デザイン・監理等に関す
る知識を有していることを証した資格制度です。本学の所定の単位を取
得し、商業施設士補資格講習会を受講修了することにより資格が取得で
きます。最短で２年生の段階で商業施設士補を取得することができ、商業
施設士補資格取得後は在学中でも商業施設士にチャレンジすることもで
きます。

■ 日本語教員養成課程
日本語教員には、一般的な教員のように法に基づく免許制度はありません
が、日本語教員の応募資格の一つになるものです。この課程を修了した学
生には、卒業時に本学から｢日本語教員養成課程修了証｣を発行します。
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■  社会調査士
社会調査士とは、社会調査の知識や技術を用いて、世論や市場動向、社会
事象等を捉えることのできる能力を有する人材に対して、一般社団法人社
会調査協会が与える資格です。社会調査士の資格によって、調査報告書を
適切に評価したり、自ら調査を企画・実施・分析できる一定の能力を有する
ことを第三者評価で示すことができます。

5

■ 建築士受験資格

■ インテリアプランナー資格

■ 商業施設士補資格

■ 日本語教員養成課程

■ 社会調査士
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○

4月 8～12月

フィンドレー大学
（アメリカ合衆国）

3年次に4カ月間  留学　 　  堀  萌香   国際文化学科 3年  静岡市立高校出身

1年次に15日間  オンライン留学　　　 関根くるみ   文化政策学科 1年  長野県白馬高校出身

建築士受験資格は、所定の単位を取得した場合に得られます。

インテリアプランナー登録資格は、所定の単位を取得した場合に得られます。

他学部他学科科目（国際文化学科科目）の履修が必要なため、計画的な履修が必要です。

他学部他学科科目（文化政策学科科目）の履修が必要なため、計画的な履修が必要です。

デザイン学科

学科試験（毎年7月）
（二級／毎年9月、木造／毎年10月）建築計画／建築法規／建築構造／建築施工

設計製図試験木造建築士・
二級建築士

※一級建築士免許登録のためには、 ❶❷ の両方を満たす必要があります。

本
学
卒
業

免
許
登
録

一級建築士試験

計画／環境・設備／法規／構造／施工

2

学科試験（毎年7月）

設計製図試験（毎年10月）

所定の科目の単位を取得し、本学デザイン学部を卒業することで、
「一級建築士試験」および「二級建築士試験」「木造建築士試験」の受験資格を取得できます。

※受験資格や免許登録要件は2023年3月時点のものです。「建築士法」の改正等により変更されることがあります。建築士資格取得の流れ

一級建築士

本学で取得を目指す場合

2年以上の実務経験

本学大学院 デザイン研究科など

1

または

所定の科目の単位を取得

設計事務所／建築会社等設計・工事管理・施工
管理／官公庁（建築行政や営繕業務）など

2 年以上の実務経験

オンライン留学
（フィリピン）

留学準備、
オリエンテーション アメリカへ短期留学

国立台湾師範大学
（台湾）
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挑戦することで世界は広がる。生きた英語を学んだ4カ月
留学しようと思ったきっかけや目的を教えてくださいQ

留学中に心がけたこと、海外生活で得たものQ

もともと異文化理解や多文化共生、日本語教育に興味があったので、異文化を肌で感じつ

つ、海外で行われている日本語教育も、自分が直接体験してみたいと思い留学しました。語

学研修だけでなく、フィンドレー大学の日本語プログラムの授業やボランティア活動にも参

加し、ネイティブとの会話を通して実用的な英会話力を向上させたいと思いました。

英語を学ぶ上で、自分は“話す”ことに焦点を当て、積極的にコミュニケーションを取ることを

意識しました。自分からネイティブに話しかけ、サークル活動やイベントにも参加。会話中、わ

からない単語や表現は聞き流さずに質問することで、教科書では学べない生きた英語が身

についたと思います。バングラデシュやインドなど多様な文化を持つ人々との交流も刺激的

で、自分が知らなかった世界を知り、自分を成長させてくれた4カ月でした。

オンライン留学で語学力アップ。スピーチコンテスト入賞

オンライン留学のメリットは何ですか?Q

留学の前と後で、成長したこと、良かったと思うことQ

費用を抑えることができ、普段の生活と両立しながら挑戦できるのも魅力でした。平日の午

前中に3コマ受講するのですが、50分の授業が短く感じられるほど集中して取り組めまし

た。生徒5人に対して先生が1人の少人数授業なので、一人ひとりに行き届いたレッスンが

受けられ、最初は間違えることを怖がっていた私も、積極的に話せるようになりました。

海外からの留学生支援のために本学学生の留学支援のために
● ＳＵＡＣによる奨学金・奨励金制度
● 日本学生支援機構による奨学金制度
● 海外協定校で取得した単位の本学卒業認定
  単位への換算（4年間での卒業も可能） 等

● 単位互換、留学生宿舎の提供 等【交換留学生】
● 授業料減免制度、奨学金制度
  （SUAC、日本学生支援機構）等【私費留学生】
● 留学生交流会・研修旅行の実施

本学主催の留学・語学研修生には、指定の海外旅行保険を用
意しています。これにより、海外での万一の事件・事故への対
応力を高め、迅速なサポートを可能にします。備えを万全にし
て、充実した留学生活にできるよう環境を整えています。

派遣留学生危機管理サービス

授業中、日本語は使わず、常に中国語を話す環境だったので、中国語での会話に対するハード

ルが下がり、発音もよくなっていきました。3週間のプログラムは、短期間で集中できる中身の

濃い時間になりました。終了後、スピーチコンテスト静岡大会朗読部門で三位に入賞もでき、

自信になりました。来春、台湾へ3週間の語学研修の予定で、先生との再会も楽しみです。

留学経験者の声

国際交流

留学への支援

取得可能な資格等／デザイン学部

1年次 2年次 3年次

●英語多読履修開始
●12月 TOEIC受験

●3月 TOEIC受験

4月 留学を検討開始 留学説明会、
情報収集4～8月 春休み

留
学
の
流
れ

■ 一級・二級建築士 木造建築士試験 受験資格
建築士は建築物の設計および工事監理を主業務とし、建設会社や建築設計
事務所、官公庁などで活躍できます。定められた科目の単位を取得し卒業す
ることで、建築士資格を得るための試験を受験する資格を取得できます。
さらに本学卒業後、本学大学院デザイン研究科に進学し、所定の科目の単
位を取得すれば、免許登録要件としての実務経験年数（2年）として認定さ
れます。

■ インテリアプランナー資格
インテリアプランナーは、インテリアプランニングにおける企画・設計・工事
監理を行うインテリアに関する知識と技術に習熟した専門家のことです。
設計製図試験に合格・登録し、所定の実務経験を経ることにより、インテリ
アプランナー資格を得られます。本学の所定の単位を取得することで、合格
後の実務経験が免除されます。また、２０歳以上の人に受験資格があり、在
学中でも学科試験に合格・登録すると、アソシエイトインテリアプランナー
の称号が付与されます。

■ 商業施設士補資格
商業施設士補資格とは、商業施設の企画・設計・デザイン・監理等に関す
る知識を有していることを証した資格制度です。本学の所定の単位を取
得し、商業施設士補資格講習会を受講修了することにより資格が取得で
きます。最短で２年生の段階で商業施設士補を取得することができ、商業
施設士補資格取得後は在学中でも商業施設士にチャレンジすることもで
きます。

■ 日本語教員養成課程
日本語教員には、一般的な教員のように法に基づく免許制度はありません
が、日本語教員の応募資格の一つになるものです。この課程を修了した学
生には、卒業時に本学から｢日本語教員養成課程修了証｣を発行します。

1

2

3

4

■  社会調査士
社会調査士とは、社会調査の知識や技術を用いて、世論や市場動向、社会
事象等を捉えることのできる能力を有する人材に対して、一般社団法人社
会調査協会が与える資格です。社会調査士の資格によって、調査報告書を
適切に評価したり、自ら調査を企画・実施・分析できる一定の能力を有する
ことを第三者評価で示すことができます。

5

■ 建築士受験資格

■ インテリアプランナー資格

■ 商業施設士補資格

■ 日本語教員養成課程

■ 社会調査士
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4月 8～12月

フィンドレー大学
（アメリカ合衆国）

3年次に4カ月間  留学　 　  堀  萌香   国際文化学科 3年  静岡市立高校出身

1年次に15日間  オンライン留学　　　 関根くるみ   文化政策学科 1年  長野県白馬高校出身

建築士受験資格は、所定の単位を取得した場合に得られます。

インテリアプランナー登録資格は、所定の単位を取得した場合に得られます。

他学部他学科科目（国際文化学科科目）の履修が必要なため、計画的な履修が必要です。

他学部他学科科目（文化政策学科科目）の履修が必要なため、計画的な履修が必要です。

デザイン学科

学科試験（毎年7月）
（二級／毎年9月、木造／毎年10月）建築計画／建築法規／建築構造／建築施工

設計製図試験木造建築士・
二級建築士

※一級建築士免許登録のためには、 ❶❷ の両方を満たす必要があります。

本
学
卒
業

免
許
登
録

一級建築士試験

計画／環境・設備／法規／構造／施工

2

学科試験（毎年7月）

設計製図試験（毎年10月）

所定の科目の単位を取得し、本学デザイン学部を卒業することで、
「一級建築士試験」および「二級建築士試験」「木造建築士試験」の受験資格を取得できます。

※受験資格や免許登録要件は2023年3月時点のものです。「建築士法」の改正等により変更されることがあります。建築士資格取得の流れ

一級建築士

本学で取得を目指す場合

2年以上の実務経験

本学大学院 デザイン研究科など

1

または

所定の科目の単位を取得

設計事務所／建築会社等設計・工事管理・施工
管理／官公庁（建築行政や営繕業務）など

2 年以上の実務経験

オンライン留学
（フィリピン）

留学準備、
オリエンテーション アメリカへ短期留学

国立台湾師範大学
（台湾）
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本学の基本理念である「国際社会に貢献する開かれた大学」の実現に向けて、海外の多様な大学と交流協定を結び、

様々な交流事業を展開してグローバルに活躍できる人材の育成を目指しています。

デザイン学科科目「Design English」と国際文化学科科目「会議英語」

では、英語プレゼンテーションに向けたコンテンツの作成などを協働して

行いました。「Design English」受講者は自身でデザインした制作物の作

品パネルを、「会議英語」受講者は、ポーランド・ワルシャワ美術アカデミー

（本学協定校）の学生が制作した作品パネルを教材として英語学習を行い

ました。「会議英語」受講者は、インターネット通信等を利用し、作者である

ワルシャワ美術アカデミーの学生へのインタビューによって作品意図を深

く理解したうえで、プレゼンテーションに臨みました。作品パネルは合同作

品展として展示され、最終日に公開プレゼンテーションは、質疑応答を含

めてすべて英語で行われ、学習の場であるとともに大変有意義な国際交

流の機会となりました。

ジャパン・ハウス サンパウロ（JHSP）と静岡県、静岡県人会が協力して

実施する「ブラジル青少年派遣事業」。SUAC生が参加して、2022年度

で5年目です。当事業は、毎年テーマを定め、日本の魅力を伝えるために

学生が調査、提案、発表を行うもので、2022年度のテーマは「デザイン」

「ESG」「長寿」。参加者は約5カ月間議論し、調査や取材を重ねました。コ

ロナ禍の影響で、オンライン開催が続いていましたが、2022年度は、3年

ぶりに現地（JHSP）でのインターンシップと発表会を実施し、サンパウロ

の静岡県人会と交流をしました。参加者メンバーの中には、取材と調査は

留学先のフランスからインターネット通信を利用して参加した学生もおり、

オンラインによる国際交流も広がりをみせています。

実体験を通じて異文化への理解を深めることは、真

の国際人としての感性を養う上で、欠くことのできな

い条件です。本学では世界に通じる人材育成を目指

して、世界各国への研修を実施するなど、語学研修

の充実に努めています。（毎年プログラム内容を見

直しています）

2022年度 語学研修先

サザンクロス大学／オーストラリア：英語

11talk／フィリピン：英語

デ・ラ・サール・アラネタ大学付属語学センター／フィリピン：英語

アイルランガ大学／インドネシア

ウェールズ大学トリニティ・セント・
デイビッド／イギリス

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／フランス

国立高等装飾美術学校／フランス

ルール大学ボッフム／ドイツ

ワルシャワ美術アカデミー／ポーランド

サザンクロス大学／オーストラリア

サンパウロ大学／ブラジル

ウダヤナ大学／インドネシア

国立台湾師範大学／台湾

ダッカ大学／バングラデシュ

湖西大学校／大韓民国

華東師範大学／中華人民共和国

上海工程技術大学／中華人民共和国

浙大城市学院／中華人民共和国

　　　　　　　

本学では、既存の国際交流プログラムにオンライン留学を加え、国際的な学習機会の拡充と多様化を進めています。

学内での取り組み

フィンドレー大学 ／アメリカ合衆国
1882年に開学し、現在は経営学部・教育学部・
医療学部・教養学部、薬学部、理学部の6学部か
ら成る総合大学。オハイオ州に位置し、学生数約
4,000人、地域との結びつきが強く、留学生に対
するサポート体制も充実しています。

イズミル経済大学 ／トルコ
2014年より産学共同国際ワークショップで交流
を深め、2015年に交流協定を締結しました。イ
ズミル経済大学（2001年創立）は、２大学院、7
学部、2専門学校からなる総合大学で、英語で授
業、外国籍の教員が多数在籍する国際色豊かな
大学です。デザイン学部を有しており、今後もデ
ザインワークショップ開催、留学生受け入れなど
交流を行っていきます。

ブルゴーニュ大学は、1722年創立、フランスの
ブルゴーニュ地方に5つのキャンパスを持つ国立
総合大学で、学生数30,000人、教員数4,000人
を数えます。国際フランス語センターは、ディジョ
ン市のメインキャンパス内にあり、大学の学部に
相当する一機関として毎年3,000人以上の留学
生を受け入れています。本学は2011年から語学
研修学生の派遣を行っています。

1088年の創立で「世界最古の大学」とも言わ
れている国立の総合大学です。イタリアのエミリ
ア・ロマーニャ州の州都であるボローニャ市にあ
り、在籍学生数は10万人を超えています。アー
トマネジメント研究の分野においては、総合芸術
学科（1970年創立）が先進的研究拠点となって
います。

ブルゴーニュ大学  国際フランス語センター ／フランス ボローニャ大学 ／イタリア

その他の提携校

F＋Uアカデミー／ドイツ：英語、イタリア語

トゥレーヌ学院／フランス：フランス語

国立台湾師範大学／台湾：中国語

14カ国
（2022年度）

（2023年3月現在）

語学研修

海外協定校（19校）

世界に広がる留学先

長期留学できる
海外協定校

5カ国
（2022年度実績）

語学研修

長期留学
●イギリス
●フランス
●イタリア

●ドイツ（予定）
●ポーランド

ヨーロッパ

長期留学
●トルコ

中近東

長期留学
●ブラジル

中南米

長期留学
●インドネシア
●大韓民国
●台湾
●中華人民共和国
●バングラデシュ

アジア

語学研修
●台湾
●フィリピン語学研修

●ドイツ
●フランス

長期留学
●アメリカ

北米

●オーストラリア

オセアニア
長期留学・語学研修

開催期間／2022年7月21日～7月28日
場　　所／静岡文化芸術大学　中央ホール

留学生と日本人学生が互いの母語を教え合う「語学パートナー」。自然な

言い回しやネイティブな発音を教え合える環境で、言語の交流だけでなく、

お互いの文化についても会話するなど、身近な国際交流の取り組みとなっ

ています。

ブラジル青少年派遣事業

実施期間／2022年10月11日（JHSPオンライン オリエンテーション）
　　　　　2023年2月4日～2月16日（現地ブラジルで成果発表等）

語学パートナー

海外の大学との協働教育COIL（       　　　　　　　　　　　　  ）

ワルシャワ美術アカデミー・静岡文化芸術大学
合同作品展

Collaborative Online International Learning
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本学の基本理念である「国際社会に貢献する開かれた大学」の実現に向けて、海外の多様な大学と交流協定を結び、

様々な交流事業を展開してグローバルに活躍できる人材の育成を目指しています。

デザイン学科科目「Design English」と国際文化学科科目「会議英語」

では、英語プレゼンテーションに向けたコンテンツの作成などを協働して

行いました。「Design English」受講者は自身でデザインした制作物の作

品パネルを、「会議英語」受講者は、ポーランド・ワルシャワ美術アカデミー

（本学協定校）の学生が制作した作品パネルを教材として英語学習を行い

ました。「会議英語」受講者は、インターネット通信等を利用し、作者である

ワルシャワ美術アカデミーの学生へのインタビューによって作品意図を深

く理解したうえで、プレゼンテーションに臨みました。作品パネルは合同作

品展として展示され、最終日に公開プレゼンテーションは、質疑応答を含

めてすべて英語で行われ、学習の場であるとともに大変有意義な国際交

流の機会となりました。

ジャパン・ハウス サンパウロ（JHSP）と静岡県、静岡県人会が協力して

実施する「ブラジル青少年派遣事業」。SUAC生が参加して、2022年度

で5年目です。当事業は、毎年テーマを定め、日本の魅力を伝えるために

学生が調査、提案、発表を行うもので、2022年度のテーマは「デザイン」

「ESG」「長寿」。参加者は約5カ月間議論し、調査や取材を重ねました。コ

ロナ禍の影響で、オンライン開催が続いていましたが、2022年度は、3年

ぶりに現地（JHSP）でのインターンシップと発表会を実施し、サンパウロ

の静岡県人会と交流をしました。参加者メンバーの中には、取材と調査は

留学先のフランスからインターネット通信を利用して参加した学生もおり、

オンラインによる国際交流も広がりをみせています。

実体験を通じて異文化への理解を深めることは、真

の国際人としての感性を養う上で、欠くことのできな

い条件です。本学では世界に通じる人材育成を目指

して、世界各国への研修を実施するなど、語学研修

の充実に努めています。（毎年プログラム内容を見

直しています）

2022年度 語学研修先

サザンクロス大学／オーストラリア：英語

11talk／フィリピン：英語

デ・ラ・サール・アラネタ大学付属語学センター／フィリピン：英語

アイルランガ大学／インドネシア

ウェールズ大学トリニティ・セント・
デイビッド／イギリス

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／フランス

国立高等装飾美術学校／フランス

ルール大学ボッフム／ドイツ

ワルシャワ美術アカデミー／ポーランド

サザンクロス大学／オーストラリア

サンパウロ大学／ブラジル

ウダヤナ大学／インドネシア

国立台湾師範大学／台湾

ダッカ大学／バングラデシュ

湖西大学校／大韓民国

華東師範大学／中華人民共和国

上海工程技術大学／中華人民共和国

浙大城市学院／中華人民共和国

　　　　　　　

本学では、既存の国際交流プログラムにオンライン留学を加え、国際的な学習機会の拡充と多様化を進めています。

学内での取り組み

フィンドレー大学 ／アメリカ合衆国
1882年に開学し、現在は経営学部・教育学部・
医療学部・教養学部、薬学部、理学部の6学部か
ら成る総合大学。オハイオ州に位置し、学生数約
4,000人、地域との結びつきが強く、留学生に対
するサポート体制も充実しています。

イズミル経済大学 ／トルコ
2014年より産学共同国際ワークショップで交流
を深め、2015年に交流協定を締結しました。イ
ズミル経済大学（2001年創立）は、２大学院、7
学部、2専門学校からなる総合大学で、英語で授
業、外国籍の教員が多数在籍する国際色豊かな
大学です。デザイン学部を有しており、今後もデ
ザインワークショップ開催、留学生受け入れなど
交流を行っていきます。

ブルゴーニュ大学は、1722年創立、フランスの
ブルゴーニュ地方に5つのキャンパスを持つ国立
総合大学で、学生数30,000人、教員数4,000人
を数えます。国際フランス語センターは、ディジョ
ン市のメインキャンパス内にあり、大学の学部に
相当する一機関として毎年3,000人以上の留学
生を受け入れています。本学は2011年から語学
研修学生の派遣を行っています。

1088年の創立で「世界最古の大学」とも言わ
れている国立の総合大学です。イタリアのエミリ
ア・ロマーニャ州の州都であるボローニャ市にあ
り、在籍学生数は10万人を超えています。アー
トマネジメント研究の分野においては、総合芸術
学科（1970年創立）が先進的研究拠点となって
います。

ブルゴーニュ大学  国際フランス語センター ／フランス ボローニャ大学 ／イタリア

その他の提携校

F＋Uアカデミー／ドイツ：英語、イタリア語

トゥレーヌ学院／フランス：フランス語

国立台湾師範大学／台湾：中国語

14カ国
（2022年度）

（2023年3月現在）

語学研修

海外協定校（19校）

世界に広がる留学先

長期留学できる
海外協定校

5カ国
（2022年度実績）

語学研修

長期留学
●イギリス
●フランス
●イタリア

●ドイツ（予定）
●ポーランド

ヨーロッパ

長期留学
●トルコ

中近東

長期留学
●ブラジル

中南米

長期留学
●インドネシア
●大韓民国
●台湾
●中華人民共和国
●バングラデシュ

アジア

語学研修
●台湾
●フィリピン語学研修

●ドイツ
●フランス

長期留学
●アメリカ

北米

●オーストラリア

オセアニア
長期留学・語学研修

開催期間／2022年7月21日～7月28日
場　　所／静岡文化芸術大学　中央ホール

留学生と日本人学生が互いの母語を教え合う「語学パートナー」。自然な

言い回しやネイティブな発音を教え合える環境で、言語の交流だけでなく、

お互いの文化についても会話するなど、身近な国際交流の取り組みとなっ

ています。

ブラジル青少年派遣事業

実施期間／2022年10月11日（JHSPオンライン オリエンテーション）
　　　　　2023年2月4日～2月16日（現地ブラジルで成果発表等）

語学パートナー

海外の大学との協働教育COIL（       　　　　　　　　　　　　  ）

ワルシャワ美術アカデミー・静岡文化芸術大学
合同作品展

Collaborative Online International Learning
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SUAC_085 ※2023年度 在籍している教員を掲載しています。

羅  沢宇   LUO Zeyu

Edward Pearse SARICH下澤  嶽  SHIMOSAWA Takeshi

多文化的な大学や社会のあり方や課題などを、身近
に感じ、深く学べる場として、学生の皆さんをサポート
していきたいと思います。

センター長／国際文化学科教授
国際協力／NGO・NPO

I hope the Center willl provides students 
with a comfortable space where they can 
explore using language in meaningful ways.

センター長補佐／国際文化学科教授
英語教育

第二言語が母語に与える影響を研究しています。中
国語の学習を通して母語である日本語にも理解と愛
情を深めていきましょう。

特任講師
言語学／言語接触／言語習得

ネイティブスピーカーとの会話で、語学スキルの向上や異文化理解
をサポート。

多文化共生をテーマにした映画上映会と座談会を開催
（当センター、SIB共催）。

多文化・多言語教育研究センター

多文化・多言語教育研究センターは、2022年4月に設立されました。多文化を理解し、積極的にかかわることができるグローバ

ルな視野と地域の視点を併せ持った人材育成のための教育・研究を行っています。

年間を通じて様々なプログラムを提供します。ぜひご参加ください。

学生の多文化理解を深める事業

多文化及び多言語教育に関する地域社会との連携事業

学生の言語力向上のための事業

多文化及び多言語教育に関する研究の促進

センターの主な取り組み

活動紹介

「英語模擬国連」では、世界の多様な課題解決に向けて、英語を用いて
議論を交わし、理解を深めます。

教員紹介

チャイニーズ・コーナー
センターには、中国語のネイティブスピーカーが常駐しており、授業以外の学習支援を行
っています。また、Weekly events として「チャイニーズ・コーナー」を実施し、中国に
関する話題を取り上げ、話し合ったり、討論したりする活動を行っています。

学生団体「SIB（Students with International Backgrounds）」活動支援
外国にルーツを持つ学生団体SIBが同センターを中心に活動しています。2022年度に
は同センターと共催で、映画上映会と座談会を開催しました。

多文化教育活動助成
多文化理解の促進のため、学生活動に助成をしています。2022年度は「英語模擬国連
（Japan English Model United Nations）」への参加学生に助成をしました。SUAC生
は、他大学の参加者との交流を通じ、国際問題への理解を深めました。

インターナショナル・コミュニティ・フォーラム
外国と関わりのある日本在住のゲストスピーカーを迎えた講演会を開催しています。



SUAC_086

一人暮らしor 実家暮らし

「一人暮らし」と「実家暮らし」の比率は、「一人暮らし」が少し多め。
愛知県東部出身学生は実家から通う人もいます。
一人暮らしの家賃は、4万円～5万円が最も多いようです。

通学手段の約半数が「徒歩」「自転車」ということもあり、
30分以内が最多。最寄り駅のJR浜松駅からは
徒歩約15分のアクセスです。　　　

全体で約8割の学生がサークルに所属。特に学部1、2年次は活発に
活動しています。複数のクラブ・同好会や学内外活動に参加する学生も。
「面白そう」と思ったら、まずは参加してみる積極性が大事ですね。

CAMPUS-LIFE

STUDENTS’ DATA

アルバイトしてる？

していない

33％

通学時間はどのくらい？ クラブ・同好会に入ってる？

アルバイト期間は長短ありますが、約9割の学生に
アルバイト経験があります。職種は飲食店が最も多く、
学内アルバイトもちらほら。

している

67％

新たにはじまる大学生活。

学業やクラブ活動、課外活動を通じた

様々な出会いと経験が待っています。

����キャンパスライフ in

一人
暮らし

55％
実家
暮らし

45％

90分以上
15％

60～90分
13％

30分未満

58％

30～60分未満
14％

入って
いない

23.5％

入って
いる

76.5％



SUAC_088SUAC_087

　国
際
文
化
学
科

　文
化
政
策
学
科

　芸
術
文
化
学
科

　デ
ザ
イ
ン
学
科

　キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト

も
っ
と
！
S
U
A
C

16
の
質
問

　文
化・芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

　大
学
院

キ
ャン
パ
ス
ラ
イ
フ
／

支
援
制
度
／
入
試
情
報

国
際
交
流
／
多
文
化・多

言
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

Cam
pus-life ／

 Support System
 ／

 Entrance Exam
ination Inform

ation

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
／
支
援
制
度
／
入
試
情
報

CAMPUS-LIFE
クラブ・同好会
大学公認の学生団体

イベントカレンダー

○ SUAC Kitchen
○ ゲーム部「WiTH」
○ ボードゲーム同好会
○ ゲーム制作部「Flap Flag」
○ 文芸サークル「兎園会」 
　 音楽
○ 吹奏楽部「SUAC Wind Ensemble」
○ 軽音楽部
○ ゴスペルサークル「ごす」
○ 弦楽合奏同好会
○ ジャズ研究会「BREATH」
○ エレクトーンサークル「Tutti」
　 ボランティア（国際・地域）
○ CSN 浜松／子どもの学習支援、イベント運営
○ LA-VoC（ラボック）／中山間地域の活動
○ Habitat for humanity Alicia
    ／国内外の住居問題ボランティア
○ りとるあーす／フェアトレード推進
○ 英会話サークル「ESS」
○ 観光同好会「cook+s」
○ どうまいら！浜松！
　 ／浜松特産品のPR活動、地産地消の推進
　 その他
○ 教職スクランブル
○ 天文サークル「Sirius」
○ 謎解き研究会【DetEQtive】

　 スポーツ
○ バドミントン部
○ アルティメットサークル
○ バレーボール部
○ 硬式テニス部
○ 女子フットサル部
○ ヨガサークル「YO☆GIRLS」
○ バスケットボール部
○ サッカー同好会「S-LAB」
○ 軟式野球部「スパイラルズ」
○ 陸上サークル「SuActive」
　 武道
○ 合気道部
○ 弓道部
　 ダンス・舞踊
○ ダンス部「URR」
○ ストリートダンスサークル「闇鍋」
○ よさこいサークル
    「浜松学生連 鰻陀羅」

　 伝統文化
○ 書法倶楽部「彩筆會」
○ 着物倶楽部
○ 茶道部
○ 華道サークル「花籠」
○ 文芸かるたサークル
　 舞台芸術
○ 音響照明技術研究会「P@tch-code」
○ 現代劇創作サークル「ecru」
○ 演劇鑑賞等活動サークル「劇院中心」
　 デザイン・ものづくり
○ モビリティ研究会「COCOON」
○ 建築研究会「Ken-Ken」
○ 陶芸部
○ BALLOON ARTS 
○ MAKE A NEW ONE ／映像作品制作
○ 映画制作チーム「bf」
○ モノづくり同好会｢MONO｣
○ アクセサリー同好会「ロザンヌ」
○ けものみち ／2Dグラフィックス作品制作
○ 作品制作・展示サークル「En」
　 その他の文化芸術
○ 放送部「SUAC Broadcast Club」
○ 写真同好会「TaP!」
○ Enjoy Arts Project
　 ／イベント・ワークショップの企画運営
○ 漫画研究サークル「Black or White」

4月
April

5月
May

6月
June

7月
July

8月
August

● 入学式
● ガイダンス

● 【全学対象】第1回就職ガイダンス
● 【デザイン学部対象】第1回就職ガイダンス

● 【全学対象】第 2回～第4回就職ガイダンス
● 【デザイン学部対象】第2回、第3回就職ガイダンス
●  適性検査（５～６月）

●  【全学対象】第6回、第7回就職ガイダンス

● 【全学対象】第8 回、第9 回就職ガイダンス
● 【デザイン学部対象】第4回就職ガイダンス

● 【全学対象】内定者報告会
● 【デザイン学部対象】第5回就職ガイダンス
●  2年生向けガイダンス

● 【デザイン学部】1、2年生向けガイダンス
　（ポートフォリオ制作）

●  学内個別企業セミナー
●  6 大学主催合同企業セミナー
●  模擬面接・グループディスカッション講座

●  芸術学生向け合同企業説明会

● 【全学対象】第10～12回就職ガイダンス

● 【全学対象】第５回就職ガイダンス
●  業界研究セミナー
●  インターンシップ／オープンカンパニー説明会
●  大学院進学説明会
●  1、2年生向けガイダンス

● 8/5～6  オープンキャンパス

● 入学者選抜要項配布（7月下旬）

● 大学院募集要項配布（5月上旬）

● 学生募集要項（一般選抜）配布（10月下旬）

● 3/12  一般選抜（後期日程）

● 1/13 ～14  大学入学共通テスト

● 2/3  大学院入試（B日程）
● 2/25～26  一般選抜（前期日程）
● 2/25  特別選抜
  （デザイン学部帰国生徒・外国人留学生）

● 学生募集要項（学校推薦型選抜、特別選抜）
 配布（9月下旬）
● 9/13  大学院入試（A日程）

● 語学研修

● 前期試験
●  前期集中講義Ⅰ
● 前期集中講義Ⅱ

● 11/4～5 碧風祭（大学祭）

● 11/25
   学校推薦型選抜  （公募制／英語重点型公募制）
   特別選抜
   （社会人／文化政策学部帰国生徒・外国人留学生）

● 後期集中講義Ⅰ

● 後期集中講義Ⅱ

● 後期試験
● 後期集中講義Ⅲ
● 2/13～19（予定）デザイン学部卒業展

● 卒業式
● 語学研修

10月
October

11月
November

12月
December

1月
January

2月
February

3月
March

9月
September

Culture 文化系Sports 体育系

学内行事＆講義 主なキャリア支援行事 入試

クラブ・同好会 （登録団体 ※2023年3月時点）

学生の自治組織

○ 学友会本部　　　○ 碧風祭運営委員会　　　○ 生協学生委員会「GI」

学内外でフェアトレードの啓発活動を行うなど、
フェアトレードの推進を目的に活動している大
学の公認クラブ。2018年 2月に国内初となる
「フェアトレード大学」となった SUACの中心的
な存在として活躍しています。

舞台の音響照明の知識や技術を学ぶ、芸
術文化学科を擁する SUACならではのク
ラブ。音響照明スタッフとして大学行事
や大学祭、音楽・ダンス系イベントなど、
学内の催しでは大活躍！

華道サークル「花籠」

りとるあーす
（フェアトレード推進）

弦楽合奏同好会 現代劇創作サークル「ecru」合気道部

ストリートダンスサークル「闇鍋」 吹奏楽部「SUAC Wind Ensemble」

P@tch-code
（音響照明技術研究会）

前
期
授
業

夏
季
休
暇

後
期
授
業

春
季
休
暇

公
務
員
試
験
直
前

講
座（
学
内
）

個
人
面
談（
3
年
）

公
務
員
試
験
対
策
講
座（
学
内
）

※入試関連日程の詳細は Webサイトでご確認ください。

現代劇創作サークル「ecru」
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CAMPUS-LIFE
クラブ・同好会
大学公認の学生団体

イベントカレンダー

○ SUAC Kitchen
○ ゲーム部「WiTH」
○ ボードゲーム同好会
○ ゲーム制作部「Flap Flag」
○ 文芸サークル「兎園会」 
　 音楽
○ 吹奏楽部「SUAC Wind Ensemble」
○ 軽音楽部
○ ゴスペルサークル「ごす」
○ 弦楽合奏同好会
○ ジャズ研究会「BREATH」
○ エレクトーンサークル「Tutti」
　 ボランティア（国際・地域）
○ CSN 浜松／子どもの学習支援、イベント運営
○ LA-VoC（ラボック）／中山間地域の活動
○ Habitat for humanity Alicia
    ／国内外の住居問題ボランティア
○ りとるあーす／フェアトレード推進
○ 英会話サークル「ESS」
○ 観光同好会「cook+s」
○ どうまいら！浜松！
　 ／浜松特産品のPR活動、地産地消の推進
　 その他
○ 教職スクランブル
○ 天文サークル「Sirius」
○ 謎解き研究会【DetEQtive】

　 スポーツ
○ バドミントン部
○ アルティメットサークル
○ バレーボール部
○ 硬式テニス部
○ 女子フットサル部
○ ヨガサークル「YO☆GIRLS」
○ バスケットボール部
○ サッカー同好会「S-LAB」
○ 軟式野球部「スパイラルズ」
○ 陸上サークル「SuActive」
　 武道
○ 合気道部
○ 弓道部
　 ダンス・舞踊
○ ダンス部「URR」
○ ストリートダンスサークル「闇鍋」
○ よさこいサークル
    「浜松学生連 鰻陀羅」

　 伝統文化
○ 書法倶楽部「彩筆會」
○ 着物倶楽部
○ 茶道部
○ 華道サークル「花籠」
○ 文芸かるたサークル
　 舞台芸術
○ 音響照明技術研究会「P@tch-code」
○ 現代劇創作サークル「ecru」
○ 演劇鑑賞等活動サークル「劇院中心」
　 デザイン・ものづくり
○ モビリティ研究会「COCOON」
○ 建築研究会「Ken-Ken」
○ 陶芸部
○ BALLOON ARTS 
○ MAKE A NEW ONE ／映像作品制作
○ 映画制作チーム「bf」
○ モノづくり同好会｢MONO｣
○ アクセサリー同好会「ロザンヌ」
○ けものみち ／2Dグラフィックス作品制作
○ 作品制作・展示サークル「En」
　 その他の文化芸術
○ 放送部「SUAC Broadcast Club」
○ 写真同好会「TaP!」
○ Enjoy Arts Project
　 ／イベント・ワークショップの企画運営
○ 漫画研究サークル「Black or White」

4月
April

5月
May

6月
June

7月
July

8月
August

● 入学式
● ガイダンス

● 【全学対象】第1回就職ガイダンス
● 【デザイン学部対象】第1回就職ガイダンス

● 【全学対象】第 2回～第4回就職ガイダンス
● 【デザイン学部対象】第2回、第3回就職ガイダンス
●  適性検査（５～６月）

●  【全学対象】第6回、第7回就職ガイダンス

● 【全学対象】第8 回、第9 回就職ガイダンス
● 【デザイン学部対象】第4回就職ガイダンス

● 【全学対象】内定者報告会
● 【デザイン学部対象】第5回就職ガイダンス
●  2年生向けガイダンス

● 【デザイン学部】1、2年生向けガイダンス
　（ポートフォリオ制作）

●  学内個別企業セミナー
●  6 大学主催合同企業セミナー
●  模擬面接・グループディスカッション講座

●  芸術学生向け合同企業説明会

● 【全学対象】第10～12回就職ガイダンス

● 【全学対象】第５回就職ガイダンス
●  業界研究セミナー
●  インターンシップ／オープンカンパニー説明会
●  大学院進学説明会
●  1、2年生向けガイダンス

● 8/5～6  オープンキャンパス

● 入学者選抜要項配布（7月下旬）

● 大学院募集要項配布（5月上旬）

● 学生募集要項（一般選抜）配布（10月下旬）

● 3/12  一般選抜（後期日程）

● 1/13 ～14  大学入学共通テスト

● 2/3  大学院入試（B日程）
● 2/25～26  一般選抜（前期日程）
● 2/25  特別選抜
  （デザイン学部帰国生徒・外国人留学生）

● 学生募集要項（学校推薦型選抜、特別選抜）
 配布（9月下旬）
● 9/13  大学院入試（A日程）

● 語学研修

● 前期試験
●  前期集中講義Ⅰ
● 前期集中講義Ⅱ

● 11/4～5 碧風祭（大学祭）

● 11/25
   学校推薦型選抜  （公募制／英語重点型公募制）
   特別選抜
   （社会人／文化政策学部帰国生徒・外国人留学生）

● 後期集中講義Ⅰ

● 後期集中講義Ⅱ

● 後期試験
● 後期集中講義Ⅲ
● 2/13～19（予定）デザイン学部卒業展

● 卒業式
● 語学研修

10月
October

11月
November

12月
December

1月
January

2月
February

3月
March

9月
September

Culture 文化系Sports 体育系

学内行事＆講義 主なキャリア支援行事 入試

クラブ・同好会 （登録団体 ※2023年3月時点）

学生の自治組織

○ 学友会本部　　　○ 碧風祭運営委員会　　　○ 生協学生委員会「GI」

学内外でフェアトレードの啓発活動を行うなど、
フェアトレードの推進を目的に活動している大
学の公認クラブ。2018年 2月に国内初となる
「フェアトレード大学」となった SUACの中心的
な存在として活躍しています。

舞台の音響照明の知識や技術を学ぶ、芸
術文化学科を擁する SUACならではのク
ラブ。音響照明スタッフとして大学行事
や大学祭、音楽・ダンス系イベントなど、
学内の催しでは大活躍！

華道サークル「花籠」

りとるあーす
（フェアトレード推進）

弦楽合奏同好会 現代劇創作サークル「ecru」合気道部

ストリートダンスサークル「闇鍋」 吹奏楽部「SUAC Wind Ensemble」

P@tch-code
（音響照明技術研究会）
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※入試関連日程の詳細は Webサイトでご確認ください。

現代劇創作サークル「ecru」
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CAMPUS-LIFE
教えて先輩！SUACライフの過ごし方

高校生の頃に吹奏楽をやっていたことから、地域連携演習プログラム「室内

楽演奏会2022」に参加。演奏会の企画から運営まで、すべてを学生で行

いました。想像以上にたくさんの準備が必要でしたが、お客様の満足した表

情をみて大きなやりがいを実感。もっと舞台のことを学ぶために、学外のワ

ークショップや講座にも参加しようと視野が広がりました。SUACでできた

個性的な友人たちは皆、やりたいことに没頭していて刺激をもらえます。大

学に入って様々な大人とも関わることで、自分の成長を感じる日々です。

歌うことも好きだったので、大学で初め
てアカペラに挑戦！同級生や先輩たちと
グループを組んで、練習しています。
大学祭「碧風祭」では大きな舞台で成果
を披露。緊張しましたがみんなで作り上
げたステージに感動しました。

音響照明サークルにも所属。舞台を作り上げる側の立場を経験しています。
アルバイトは劇場で。すべてが学びに活きています。

みんなで歌声を
響かせるって、楽しい！

好きなアーティストのダンスがきっかけ
で、映像制作と組み合わせたイベントを
講堂で開催しました。参加してくれた学
生からも好評で、第2弾も実現。ポスタ
ービジュアルにもこだわりました。学生
のうちにできることにはどんどん挑戦し
ていきたいです。

大きな舞台を使って
自分たちの“好き”をカタチに

SUACでの多文化共生の学びを発展さ
せるため、今春からブラジル・サンパウ
ロへ留学中。現地の生活や価値観、コミ
ュニティ形成について、自分の目で見て
調査を行う予定です。未知の環境に身
を置いて、さらに自分を成長させたいと
思います。

世界を舞台に驚きと気づきが
新たな学びにつながる

高校生の頃に文化祭で仲間たちと団結
することにやりがいを感じ、SUACでも
大学祭の運営委員会に。様々な役割を
持つ人たちと連携をとりながら大学祭
を開催するのは大変でしたが、やりきっ
たときは大きな達成感！ 人との関わり方
やコミュニケーションの大切さを学びま
した。

力を合わせて“3年ぶり”の
碧風祭成功へ！

興味のある活動に参加したり、サークルに打ち込んだり、友達と刺激し合ったり…
先輩たちは、どんな日々を送っているのか、のぞいてみよう！

イチから演奏会を作る大変さとやりがい。
仲間からの刺激を受けて
好きなことをより深く、積極的に！

1

2

3

4

5

Mon.        Tue.        Wed.        Thu.         Fri.

9：00～10：30

10：40～12：10

13：00～14：30

14：40～16：10

Weekly schedule／1年後期

文化と芸術A 英語コミュニ
ケーションⅡB

アートマネジ
メント概論

ユーラシア
文明論

情報リテラシー
応用B

英語コミュニ
ケーションⅡA 映像メディア論

時限

社会心理学

哲学

アルバイト ゴスペルサークル アルバイト バドミントン部ゴスペルサークル

地域連携演習
ミーティング

デザイン学科1年次で履修する「基礎演習」では、アイデアをまとめて企

画を練り、思い描いた作品を目指して制作を行います。試行錯誤を重ねる

ことは難しいですが、デザイナーへの一歩を踏み出したと思うと心が弾み

ます。SUACは学部・学年を超えて色々な人と知り合うことができて、コミ

ュニティが広がりました。周囲の人は自分にはないスキルや発想を持って

いる人が多く、刺激的な毎日です。もっと多くのデザインにふれて自己表

現の方法や発想力を磨きつつ、興味の幅を広げていきたいと思います。

週１～２日は家庭教師のアルバイト。短期でイベントスタッフもやっています。

1

2

3

4

5

Mon.        Tue.        Wed.        Thu.         Fri.

9：00～10：30

10：40～12：10

13：00～14：30

14：40～16：10

Weekly schedule／1年後期

現代社会と教育

デザイン思考

基礎演習A 映像メディア論

基礎演習E

生体機能論 スポーツ活動B 造形芸術論

時限

バドミントン部

中国語コミュニ
ケーションⅡA

中国語コミュニ
ケーションⅡB

学内イベントの企画や学外のデザインコンペへの参加など、いろいろ挑戦

した3年次。浜松市の「雑がみ分別袋」に自分の案が採用され、街で実際に

使用される姿を見た時は、アイデアがカタチになる達成感がありました。ダ

ンスの振付コピーと映像を組み合わせたイベントは、デザイン学科の仲間

や教職員など多くの協力を得て実現。チームでの作業分担を学びました。

何かをやってみたいと思った時、それを支えてくれるSUACの環境に感謝

しています。将来の目標はUI/UXデザイナー。ラスト1年も、楽しみます。

本学図書館カウンターでメディアステーションアドバイザーのアルバイトや、「フォトグラフィック
ス」の講義で助手をしています。通常、「総合演習Ⅰ（ゼミ）」は水曜2～5限ですが、金曜4、5限に
行っています。

1

2

3

4

5

Mon.        Tue.        Wed.        Thu.         Fri.

9：00～10：30

10：40～12：10

13：00～14：30

14：40～16：10

16：20～17：5016：20～17：5016：20～17：50

Weekly schedule／3年後期

ゼミ

ゼミ

プロダクトデザイン
プロセス

フォトグラ
フィックスSA

時限

木のデザイン

メディアステーションのアルバイト アルティメットサークル

浜松は多文化共生や都市政策を考える上で、地域密着型のフィールドワ

ークを行える絶好の場所。教室での座学だけでなく、地域に飛び出して得

られる経験や知識は新鮮です。自治体と距離が近く、協力や助言をいただ

きながら実践を積むことが出来ています。教員免許取得ための教職課程も

履修。浜松の外国人生徒の教育への学びを深めるため、ブラジル留学に

挑戦します。自分の興味のあることや課外活動に全力で取り組めるのは周

囲の支えがあるからこそ。SUACでの人との出会いに感謝しています。

軽音楽部ではベースを担当し、空き時間に練習。
ライブを企画したり学内イベントに携わったりして、参加者から喜ばれるとやりがいを感じます。

1

2

3

4

5

Mon.        Tue.        Wed.        Thu.         Fri.

9：00～10：30

10：40～12：10

13：00～14：30

14：40～16：10

Weekly schedule／3年後期

地誌学

地域社会論

自然地理学 経営科学特別活動の指
導法（教職科目）

ポルトガル語
コミュニケー
ションⅡA

ポルトガル語
コミュニケー
ションⅡB

教育相談
（教職科目）

時限

文化政策演習Ⅱ

MURASE Waka
村瀬和花
文化政策学部 芸術文化学科 1年
愛知県立時習館高校出身

KATO Yuma
加藤悠真
デザイン学部 デザイン学科 1年
愛知県立半田高校出身

SANO Hayami
佐野颯海
デザイン学部 デザイン学科 3年
静岡県立富士高校出身

FUKAMACHI Shoma
深町彰真
文化政策学部 文化政策学科 3年
群馬県立前橋南高校出身

自主企画：ダンスイベント
「POP WORLD」碧風祭運営委員会

静岡学 現代社会と教育

地方行政論
16：20～17：50

憧れのデザイナーへの道。
たくさんの人と出会い、デザインに触れて、
自分の発想力を磨いていきたい

やってみたいことに挑戦し
いろんな体験を増やしていく。
「楽しい」の先に、未来が広がる

地域をフィールドに得られる
経験と知識は新鮮！
一歩踏み出してさらに成長した自分へ

ゴスペルサークル「ごす」

哲学

アルバイトアルバイトアルバイト

海外協定校：サンパウロ大学
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CAMPUS-LIFE
教えて先輩！SUACライフの過ごし方

高校生の頃に吹奏楽をやっていたことから、地域連携演習プログラム「室内

楽演奏会2022」に参加。演奏会の企画から運営まで、すべてを学生で行

いました。想像以上にたくさんの準備が必要でしたが、お客様の満足した表

情をみて大きなやりがいを実感。もっと舞台のことを学ぶために、学外のワ

ークショップや講座にも参加しようと視野が広がりました。SUACでできた

個性的な友人たちは皆、やりたいことに没頭していて刺激をもらえます。大

学に入って様々な大人とも関わることで、自分の成長を感じる日々です。

歌うことも好きだったので、大学で初め
てアカペラに挑戦！同級生や先輩たちと
グループを組んで、練習しています。
大学祭「碧風祭」では大きな舞台で成果
を披露。緊張しましたがみんなで作り上
げたステージに感動しました。

音響照明サークルにも所属。舞台を作り上げる側の立場を経験しています。
アルバイトは劇場で。すべてが学びに活きています。

みんなで歌声を
響かせるって、楽しい！

好きなアーティストのダンスがきっかけ
で、映像制作と組み合わせたイベントを
講堂で開催しました。参加してくれた学
生からも好評で、第2弾も実現。ポスタ
ービジュアルにもこだわりました。学生
のうちにできることにはどんどん挑戦し
ていきたいです。

大きな舞台を使って
自分たちの“好き”をカタチに

SUACでの多文化共生の学びを発展さ
せるため、今春からブラジル・サンパウ
ロへ留学中。現地の生活や価値観、コミ
ュニティ形成について、自分の目で見て
調査を行う予定です。未知の環境に身
を置いて、さらに自分を成長させたいと
思います。

世界を舞台に驚きと気づきが
新たな学びにつながる

高校生の頃に文化祭で仲間たちと団結
することにやりがいを感じ、SUACでも
大学祭の運営委員会に。様々な役割を
持つ人たちと連携をとりながら大学祭
を開催するのは大変でしたが、やりきっ
たときは大きな達成感！ 人との関わり方
やコミュニケーションの大切さを学びま
した。

力を合わせて“3年ぶり”の
碧風祭成功へ！

興味のある活動に参加したり、サークルに打ち込んだり、友達と刺激し合ったり…
先輩たちは、どんな日々を送っているのか、のぞいてみよう！

イチから演奏会を作る大変さとやりがい。
仲間からの刺激を受けて
好きなことをより深く、積極的に！

1

2

3

4

5

Mon.        Tue.        Wed.        Thu.         Fri.

9：00～10：30

10：40～12：10

13：00～14：30

14：40～16：10

Weekly schedule／1年後期

文化と芸術A 英語コミュニ
ケーションⅡB

アートマネジ
メント概論

ユーラシア
文明論

情報リテラシー
応用B

英語コミュニ
ケーションⅡA 映像メディア論

時限

社会心理学

哲学

アルバイト ゴスペルサークル アルバイト バドミントン部ゴスペルサークル

地域連携演習
ミーティング

デザイン学科1年次で履修する「基礎演習」では、アイデアをまとめて企

画を練り、思い描いた作品を目指して制作を行います。試行錯誤を重ねる

ことは難しいですが、デザイナーへの一歩を踏み出したと思うと心が弾み

ます。SUACは学部・学年を超えて色々な人と知り合うことができて、コミ

ュニティが広がりました。周囲の人は自分にはないスキルや発想を持って

いる人が多く、刺激的な毎日です。もっと多くのデザインにふれて自己表

現の方法や発想力を磨きつつ、興味の幅を広げていきたいと思います。

週１～２日は家庭教師のアルバイト。短期でイベントスタッフもやっています。

1

2

3

4

5

Mon.        Tue.        Wed.        Thu.         Fri.

9：00～10：30

10：40～12：10

13：00～14：30

14：40～16：10

Weekly schedule／1年後期

現代社会と教育

デザイン思考

基礎演習A 映像メディア論

基礎演習E

生体機能論 スポーツ活動B 造形芸術論

時限

バドミントン部

中国語コミュニ
ケーションⅡA

中国語コミュニ
ケーションⅡB

学内イベントの企画や学外のデザインコンペへの参加など、いろいろ挑戦

した3年次。浜松市の「雑がみ分別袋」に自分の案が採用され、街で実際に

使用される姿を見た時は、アイデアがカタチになる達成感がありました。ダ

ンスの振付コピーと映像を組み合わせたイベントは、デザイン学科の仲間

や教職員など多くの協力を得て実現。チームでの作業分担を学びました。

何かをやってみたいと思った時、それを支えてくれるSUACの環境に感謝

しています。将来の目標はUI/UXデザイナー。ラスト1年も、楽しみます。

本学図書館カウンターでメディアステーションアドバイザーのアルバイトや、「フォトグラフィック
ス」の講義で助手をしています。通常、「総合演習Ⅰ（ゼミ）」は水曜2～5限ですが、金曜4、5限に
行っています。

1

2

3

4

5

Mon.        Tue.        Wed.        Thu.         Fri.

9：00～10：30

10：40～12：10

13：00～14：30

14：40～16：10

16：20～17：5016：20～17：5016：20～17：50

Weekly schedule／3年後期

ゼミ

ゼミ

プロダクトデザイン
プロセス

フォトグラ
フィックスSA

時限

木のデザイン

メディアステーションのアルバイト アルティメットサークル

浜松は多文化共生や都市政策を考える上で、地域密着型のフィールドワ

ークを行える絶好の場所。教室での座学だけでなく、地域に飛び出して得

られる経験や知識は新鮮です。自治体と距離が近く、協力や助言をいただ

きながら実践を積むことが出来ています。教員免許取得ための教職課程も

履修。浜松の外国人生徒の教育への学びを深めるため、ブラジル留学に

挑戦します。自分の興味のあることや課外活動に全力で取り組めるのは周

囲の支えがあるからこそ。SUACでの人との出会いに感謝しています。

軽音楽部ではベースを担当し、空き時間に練習。
ライブを企画したり学内イベントに携わったりして、参加者から喜ばれるとやりがいを感じます。

1

2

3

4

5

Mon.        Tue.        Wed.        Thu.         Fri.

9：00～10：30

10：40～12：10

13：00～14：30

14：40～16：10

Weekly schedule／3年後期

地誌学

地域社会論

自然地理学 経営科学特別活動の指
導法（教職科目）

ポルトガル語
コミュニケー
ションⅡA

ポルトガル語
コミュニケー
ションⅡB

教育相談
（教職科目）

時限

文化政策演習Ⅱ

MURASE Waka
村瀬和花
文化政策学部 芸術文化学科 1年
愛知県立時習館高校出身

KATO Yuma
加藤悠真
デザイン学部 デザイン学科 1年
愛知県立半田高校出身

SANO Hayami
佐野颯海
デザイン学部 デザイン学科 3年
静岡県立富士高校出身

FUKAMACHI Shoma
深町彰真
文化政策学部 文化政策学科 3年
群馬県立前橋南高校出身

自主企画：ダンスイベント
「POP WORLD」碧風祭運営委員会

静岡学 現代社会と教育

地方行政論
16：20～17：50

憧れのデザイナーへの道。
たくさんの人と出会い、デザインに触れて、
自分の発想力を磨いていきたい

やってみたいことに挑戦し
いろんな体験を増やしていく。
「楽しい」の先に、未来が広がる

地域をフィールドに得られる
経験と知識は新鮮！
一歩踏み出してさらに成長した自分へ

ゴスペルサークル「ごす」

哲学

アルバイトアルバイトアルバイト

海外協定校：サンパウロ大学
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SUACって
どんなとこ？

全国から個性豊かな学生が集まるSUAC
先輩たちのメッセージが届きました。

青森      4
岩手    11
宮城     7
秋田     3
山形     5
福島    10

徳島     6
香川     9
愛媛   19
高知   11

滋賀    8
京都  14
大阪  11
兵庫  15
奈良    2
和歌山  8

静岡  575
愛知  309
岐阜    57
三重    55

福岡  5
佐賀  2
長崎  4
熊本    10
大分　  1
宮崎　  5
鹿児島 10
沖縄     12

鳥取     1
島根     9
岡山   20
広島     9
山口     2

新潟    21
富山    13
石川    11
福井    16
長野    32

茨城   13
栃木   19
群馬   11
埼玉     4

千葉     5
東京   10
神奈川  9
山梨   29

SUAC

広島県 出身
文化政策学部 芸術文化学科 3年
広島市立舟入高校出身久保輝明

文化政策学部 芸術文化学科 1年
北海道登別明日中等教育学校出身石山渚結

デザイン学部 デザイン学科 3年
群馬県立高崎高校出身齊藤 岳

北信越地区

93

外国・その他
（高卒認定等）

7

北海道地区

15

東海地区

996

関西地区

58

関東地区

100

群馬県 出身

北海道 出身

CAMPUS-LIFE

文化政策学部 国際文化学科 2年
小松市立高校出身内藤ののか

石川県 出身

（2023年4月1日現在）

在籍者数4カ国
47都道府県
1,484人在
籍
者
数

出
身
県

出
身
国

文
化
政
策
学
部

学
部

デ
ザ
イ
ン
学
部

学　科 1年生 2年生 3年生 4年生 学科計

117

62

56

235

120

120

355

108

63

60

231

119

119

350

106

58

57

221

116

116

337

136

67

70

273

129

129

402

467

250

243

960

484

484

1,444

国際文化

文化政策

芸術文化

学 部 計

デザイン

学 部 計

2 学 部計

大
学
院

9

11

20

7

13

20

16

24

40

研 究 科

文化政策

デザイン

院　  計

1年生 2年生 研究科計

中国地区

41

SUACに集まる学生たち

東北地区

40

四国地区

45
九州・沖縄地区

49

デザイン学部 デザイン学科 2年
熊本県立熊本高校出身

文化政策学部 文化政策学科 1年
青森県立三本木高校出身

デザイン学部 デザイン学科 2年
和歌山県立向陽高校出身堂本菜月

濱本悠希

熊本県 出身

和歌山県 出身
文化政策学部 国際文化学科 3年
静岡学園高校出身河田真奈 佐藤晃太郎

青森県 出身静岡県 出身

文化政策学部 文化政策学科 1年
香川県立丸亀高校出身YAMAMOTO VINI MAIKO

香川県 出身
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SUACって
どんなとこ？

全国から個性豊かな学生が集まるSUAC
先輩たちのメッセージが届きました。

青森      4
岩手    11
宮城     7
秋田     3
山形     5
福島    10

徳島     6
香川     9
愛媛   19
高知   11

滋賀    8
京都  14
大阪  11
兵庫  15
奈良    2
和歌山  8

静岡  575
愛知  309
岐阜    57
三重    55

福岡  5
佐賀  2
長崎  4
熊本    10
大分　  1
宮崎　  5
鹿児島 10
沖縄     12

鳥取     1
島根     9
岡山   20
広島     9
山口     2

新潟    21
富山    13
石川    11
福井    16
長野    32

茨城   13
栃木   19
群馬   11
埼玉     4

千葉     5
東京   10
神奈川  9
山梨   29

SUAC

広島県 出身
文化政策学部 芸術文化学科 3年
広島市立舟入高校出身久保輝明

文化政策学部 芸術文化学科 1年
北海道登別明日中等教育学校出身石山渚結

デザイン学部 デザイン学科 3年
群馬県立高崎高校出身齊藤 岳

北信越地区

93

外国・その他
（高卒認定等）

7

北海道地区

15

東海地区

996

関西地区

58

関東地区

100

群馬県 出身

北海道 出身

CAMPUS-LIFE

文化政策学部 国際文化学科 2年
小松市立高校出身内藤ののか

石川県 出身

（2023年4月1日現在）

在籍者数4カ国
47都道府県
1,484人在
籍
者
数

出
身
県

出
身
国

文
化
政
策
学
部

学
部

デ
ザ
イ
ン
学
部

学　科 1年生 2年生 3年生 4年生 学科計

117

62

56

235

120

120

355

108

63

60

231

119

119

350

106

58

57

221

116

116

337

136

67

70

273

129

129

402

467

250

243

960

484

484

1,444

国際文化

文化政策

芸術文化

学 部 計

デザイン

学 部 計

2 学 部計

大
学
院

9

11

20

7

13

20

16

24

40

研 究 科

文化政策

デザイン

院　  計

1年生 2年生 研究科計

中国地区

41

SUACに集まる学生たち

東北地区

40

四国地区

45
九州・沖縄地区

49

デザイン学部 デザイン学科 2年
熊本県立熊本高校出身

文化政策学部 文化政策学科 1年
青森県立三本木高校出身

デザイン学部 デザイン学科 2年
和歌山県立向陽高校出身堂本菜月

濱本悠希

熊本県 出身

和歌山県 出身
文化政策学部 国際文化学科 3年
静岡学園高校出身河田真奈 佐藤晃太郎

青森県 出身静岡県 出身

文化政策学部 文化政策学科 1年
香川県立丸亀高校出身YAMAMOTO VINI MAIKO

香川県 出身
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CAMPUS-LIFE
キャンパスガイド

キャンパスには、学びに向き合う感性と実力が高まる
魅力あふれる環境が整っています。

ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、
能力の如何にかかわらず、すべての人が
利用できるようにモノや空間をデザインす
るという考え方です。あらかじめ多様な
人々の利用を想定し、アクセスを可能にし
ておく配慮が必要とされています。本学で
は、機能性と審美性を備えた、さりげなく、
美しく、できる限り多くの人のアクセスを
可能にするユニバーサルデザインを目指
しています。

す べての 人 にやさしい、アクセシブ ル な 自 由 空 間

案内サインは、大学カラーのブルーを基調に、日本
語と英語で表示しています。点字案内板も学内11
カ所に設置され、音による誘導も行っています。

トイレの種類は、男性、女性、多目的の3種
類。各々の違いを識別できるよう、入口に
は手が届く高さに点字を設置しています。

水飲み場は、車椅子の方でも使いやすい形状で、高
さ調整がされています。自動販売機にも、コイン投入
口の形状など様々な工夫があります。

水飲み場・自動販売機多機能型トイレとサイン 音声でも誘導する案内サイン

ユニバーサルデザイン

浜松市内が一望できる屋上庭園は、まさに都会のオアシス。
山の尾根、波のうねりを思わせる緩やかな起伏が印象的です。

創造の丘

図書館・情報センターは、大学の北西に位置し、約25万冊の図書、約1,700タイトルの

新聞・雑誌、約7,500点の視聴覚資料（CDやDVD等）を所蔵しています。館内には、大

型の個人用机（キャレル）をはじめとする約230の閲覧席、グループワークやプレゼンテ

ーションに利用できるメディアステーション等のスペースのほか、学生用貸出パソコンを

設置。学内無線LAN（SUAC Wi-Fi）も利用可能です。センターWebサイトでは、所蔵資

料をはじめ学術論文などをダイレクトに検索できる機能を備え、様々な学術情報の情報

源にアクセスできます。また、学外から資料を取り寄せるサービスやレファレンスサービ

スなどで、学修や調査研究に必要な資料の入手を支援しています。

「図書館・情報センター」の名のとおり、学生の主体的な学びを支える「知の拠点」とし

て、図書館の所蔵する資料と、ネットワーク上の情報をもとに、多種多様な学修・調査研

究に活用できる環境が整備されています。

メディアステーション
2022年春にリニューアル。タブレットやPCを利用したグループワークやプレゼンテーシ

ョンなど、多様な学びに対応できるエリアに生まれ変わりました。ガラス面には、デザイ

ナーのイラストを年表風にデザイン。12台のノートパソコンや周辺機器を備え、ル・コル

ビュジェやルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエなど著名なデザイナーの名作家具を

集め、実際に見たり触ったり、利用しながら文化やデザインを学ぶ空間です。

2

2階にありながら人工地盤により緑化された、学生と市民の憩
いの広場。学生食堂、学生ラウンジ、講義室、図書館・情報セ
ンターなどとつながる、大学の中心的スペースです。

出会いの広場

出会いの広場

図書館・情報センター

1

いわゆる階段教室の講義室で、219名を収容可能。最新のAV
機器を完備し、プレゼンテーションの場としても適しています。

大講義室4

603名を収容できる講堂は、ブラウン系色で統一され、落ち
着いた雰囲気を醸し出しています。大学の行事、イベントやセ
ミナー、学生の発表の場として利用されています。

講堂5

教員研究室が集合する12階建ての建
物。研究室訪問にはアポイントメントが
必要です。

研究棟6

3 図書館・情報センター

7 学生ラウンジ 8 購買 9 学生食堂

6

1

4

2

3

5

7

8 9

JR浜松駅から
徒歩約15分

※学生食堂と購買は静岡文化芸術大学生協が運営しています。

JR浜松駅

SUAC大講義室講堂

創造の丘研究棟
購買

学生食堂

学生ラウンジ

図書館・情報センター
Webサイト

https://www.suac.ac.jp/library/
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CAMPUS-LIFE
キャンパスガイド

キャンパスには、学びに向き合う感性と実力が高まる
魅力あふれる環境が整っています。

ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、
能力の如何にかかわらず、すべての人が
利用できるようにモノや空間をデザインす
るという考え方です。あらかじめ多様な
人々の利用を想定し、アクセスを可能にし
ておく配慮が必要とされています。本学で
は、機能性と審美性を備えた、さりげなく、
美しく、できる限り多くの人のアクセスを
可能にするユニバーサルデザインを目指
しています。

す べての 人 にやさしい、アクセシブ ル な 自 由 空 間

案内サインは、大学カラーのブルーを基調に、日本
語と英語で表示しています。点字案内板も学内11
カ所に設置され、音による誘導も行っています。

トイレの種類は、男性、女性、多目的の3種
類。各々の違いを識別できるよう、入口に
は手が届く高さに点字を設置しています。

水飲み場は、車椅子の方でも使いやすい形状で、高
さ調整がされています。自動販売機にも、コイン投入
口の形状など様々な工夫があります。

水飲み場・自動販売機多機能型トイレとサイン 音声でも誘導する案内サイン

ユニバーサルデザイン

浜松市内が一望できる屋上庭園は、まさに都会のオアシス。
山の尾根、波のうねりを思わせる緩やかな起伏が印象的です。

創造の丘

図書館・情報センターは、大学の北西に位置し、約25万冊の図書、約1,700タイトルの

新聞・雑誌、約7,500点の視聴覚資料（CDやDVD等）を所蔵しています。館内には、大

型の個人用机（キャレル）をはじめとする約230の閲覧席、グループワークやプレゼンテ

ーションに利用できるメディアステーション等のスペースのほか、学生用貸出パソコンを

設置。学内無線LAN（SUAC Wi-Fi）も利用可能です。センターWebサイトでは、所蔵資

料をはじめ学術論文などをダイレクトに検索できる機能を備え、様々な学術情報の情報

源にアクセスできます。また、学外から資料を取り寄せるサービスやレファレンスサービ

スなどで、学修や調査研究に必要な資料の入手を支援しています。

「図書館・情報センター」の名のとおり、学生の主体的な学びを支える「知の拠点」とし

て、図書館の所蔵する資料と、ネットワーク上の情報をもとに、多種多様な学修・調査研

究に活用できる環境が整備されています。

メディアステーション
2022年春にリニューアル。タブレットやPCを利用したグループワークやプレゼンテーシ

ョンなど、多様な学びに対応できるエリアに生まれ変わりました。ガラス面には、デザイ

ナーのイラストを年表風にデザイン。12台のノートパソコンや周辺機器を備え、ル・コル

ビュジェやルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエなど著名なデザイナーの名作家具を

集め、実際に見たり触ったり、利用しながら文化やデザインを学ぶ空間です。

2

2階にありながら人工地盤により緑化された、学生と市民の憩
いの広場。学生食堂、学生ラウンジ、講義室、図書館・情報セ
ンターなどとつながる、大学の中心的スペースです。

出会いの広場

出会いの広場

図書館・情報センター

1

いわゆる階段教室の講義室で、219名を収容可能。最新のAV
機器を完備し、プレゼンテーションの場としても適しています。

大講義室4

603名を収容できる講堂は、ブラウン系色で統一され、落ち
着いた雰囲気を醸し出しています。大学の行事、イベントやセ
ミナー、学生の発表の場として利用されています。

講堂5

教員研究室が集合する12階建ての建
物。研究室訪問にはアポイントメントが
必要です。

研究棟6

3 図書館・情報センター

7 学生ラウンジ 8 購買 9 学生食堂
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JR浜松駅から
徒歩約15分

※学生食堂と購買は静岡文化芸術大学生協が運営しています。

JR浜松駅

SUAC大講義室講堂
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学生募集要項は、以下の通り配布予定です。

特別選抜（社会人・帰国生徒・外国人留学生入試） 2023年9月下旬

2023年5月上旬

学生募集要項（学校推薦型選抜）

大学院募集要項

2023年9月下旬

学生募集要項（一般選抜） 2023年10月下旬

本学WebページからPDFファイルをダウンロード（※）

名　　称 公表時期（予定） 配布方法等

※このうち、一般選抜及び学校推薦型選抜については、インターネットによる出願になります。

https://www.suac.ac.jp/

お問い合わせは下記まで

開催日（予定）

OPEN CAMPUS 2023

8 68 5 土 日

オープンキャンパス情報・資料請求

2 次元コード読み取り
対応型端末をお持ち
の方はこちら

※実施方法・内容等の詳細は、
　公式Webサイトをご覧ください。

入試情報

※入試日程、試験科目の詳細は、2024年度入学者選抜要項、学生募集要項等で確認してください。
　「一般選抜（前期日程・後期日程）」は、独立行政法人大学入試センターが2024年1月に実施する「大学入学共通テスト」を受験する必要があります。
　「外国人留学生入試」は、独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」を受験する必要があります。

18
7

35
16

35
16

18
7

14 41 41 15

1010 4142

2525 117117

国際文化学科
国際文化学科（英語重点型）

文化政策学科

デザイン学科

学科・区分学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数

芸術文化学科

文化政策学部

デザイン学部

: 実施

一般選抜 特別選抜学校推薦型選抜

デザイン学科デザイン学部

国際文化学科

文化政策学部 文化政策学科

芸術文化学科

学　部 学　科
後期日程前期日程 公募制 英語重点型

公募制

社会人
帰国生徒

外国人留学生

国際文化学科

募集人員学　部 学　科 区　分 受験者数 合格者数志願者数

179 86

10

50

5

前　期

前　期

100 10後　期

85 43前　期

25 5後　期

41後　期

文化政策学部 文化政策学科

芸術文化学科

86前　期

デザイン学部

19

200

177

88

76

165

99

52

65

75
Ⅰ 数学 40
Ⅱ 実技 35

355
Ⅰ 数学 216
Ⅱ 実技 139

340
Ⅰ 数学 206
Ⅱ 実技 134

91
Ⅰ 数学 47
Ⅱ 実技 44

10

36

5

10

40

5後　期

デザイン学科

2024年度入学者選抜 概要 オープンキャンパス情報

2023年度入学者選抜  実施結果 〈一般選抜〉 2024年度学生募集要項について

2023年度入学者選抜  実施結果 〈学校推薦型選抜〉

Webサイトアドレス
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学生募集要項は、以下の通り配布予定です。

特別選抜（社会人・帰国生徒・外国人留学生入試） 2023年9月下旬

2023年5月上旬

学生募集要項（学校推薦型選抜）

大学院募集要項

2023年9月下旬

学生募集要項（一般選抜） 2023年10月下旬

本学WebページからPDFファイルをダウンロード（※）

名　　称 公表時期（予定） 配布方法等

※このうち、一般選抜及び学校推薦型選抜については、インターネットによる出願になります。

https://www.suac.ac.jp/

お問い合わせは下記まで

開催日（予定）

OPEN CAMPUS 2023

8 68 5 土 日

オープンキャンパス情報・資料請求

2 次元コード読み取り
対応型端末をお持ち
の方はこちら

※実施方法・内容等の詳細は、
　公式Webサイトをご覧ください。

入試情報

※入試日程、試験科目の詳細は、2024年度入学者選抜要項、学生募集要項等で確認してください。
　「一般選抜（前期日程・後期日程）」は、独立行政法人大学入試センターが2024年1月に実施する「大学入学共通テスト」を受験する必要があります。
　「外国人留学生入試」は、独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」を受験する必要があります。
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入学金

授業料（年額）

区　　分

535 , 800円

県内の入学者 県外の入学者

入学時

摘　　要

366 , 600円141 , 000円

※2024年度の学納金については
　変更になる場合があります。

学費等の支援制度

本学は修学支援新制度の対象機関であり、国が定める要件を満たす学
生は、授業料の減免と奨学金の給付をセットで受けることができます。

修学支援新制度

日本学生支援機構貸与型奨学金

学生と教員との緊密なコミュニケ
ーションを図るために、本学では
オフィスアワーを設けています。
教室では十分に尋ねられなかった
事項や専門分野の説明などを聞く
ことができます。

オフィスアワー 

病気やけが等の応急処置や心身
の健康に関する相談に応じます。
保健室で対応できない場合は、学
校医または専門の医療機関を紹
介しますので、お気軽にご相談く
ださい。

保健室

心の不安、つまずき等様々な相談
に、専門のカウンセラーが応じま
す。直接相談しにくい内容でも、
メールにより相談を受けられるの
で安心です。

学生相談室

夢や希望にあふれて大学に入学する一方、新たな生活に不安や戸惑いを感じることもあるかもしれません。
本学では、学科・研究科ごとに学生委員（専任教員）を置いているほか、保健室や学生相談室、修学サポート室を設け、
様々な相談に応じる体制を整えています。

無利子の第一種、有利子の第二種奨学金、さらに入学時特別増額貸与奨
学金を取り扱っており、機構が定める要件を満たす学生は、本学の窓口を
通じて利用することができます。

長期履修制度
障害等により、履修できる科目数が制限され、4 年間での卒業が困難で
あると認められた学生について、最長で 6 年間まで 4 年間分の授業料
にて在学できる制度があります。

各種制度により学生の向上心を受けとめ、様々な相談に応じることができる体制が整っています。

学生相談

（2023年度）入学生に適用する学納金

コミュニケーションが苦手、グル
ープワークがうまくできない、身
体に障がいがあるなど大学で勉
強する上で困っている学生を個
別にサポートします。

修学サポート室
（教員研究室での個別相談）

学費・学生支援制度

授業料を一括して納入することが困難な場合には、申請により分割して
納入する制度があります。

授業料の分割納入制度

民間団体・自治体の奨学金制度
在学中に応募できる奨学金制度を随時ご案内しています。奨学金制度の
中には本学の学生が優先的に採用を受けることができる制度が複数用意
されています。

留学支援制度
海外に留学する学生に対する独自の支援制度を用意し、留学の形態に応
じた支援を行っています。 
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文化政策学部

専門能力の確立専門領域へのアプローチ人間的素養・基礎力の養成

全学科目 学部科目 学科基礎 専門科目

●音楽文化論 ●市民社会論
●演劇文化論 ●社会心理学
●視覚芸術論 ●多文化共生論
●社会思想史 ●異文化と教育

文化・芸術

●文化政策概論
●非営利セクターの経営
●地方行政論
●会計学
●都市経営論
●アートマネジメント概論
●NPO･NGO論
●憲法
●文化政策と法
●生涯学習と文化

政策・マネジメント

●統計学
●社会科学の方法
●フィールドワークの手法
●プレゼンテーション技法
●ディベート技法
●ファシリテーション技法
●情報リテラシー基礎
●情報リテラシー応用A・B
●図書館概論

情報・リテラシー

選択外国語

●国際文化概論 ●文章表現技法
●国際文化基礎論 ●ナショナリズム論
●国際関係論 ●比較文化論
●グローバル･キャリア･デザイン概論

●日本文化史
●日本文学史
●現代日本語表現
●日本文学A・B
●漢文学Ⅰ・Ⅱ

●日本史学A・B
●日本語語彙研究
●日本語研究
●日本文学作品研究
●古文書の調査と読解

●美術史(日本･東洋)Ⅰ
●東南アジアの文化と社会A・B
●中国の文化と社会
●中国経済論
●韓国社会文化論

●中国古典学
●アジアビジネス論
●東南アジアの歴史

●近現代の中東A・B
●イタリア文化史
●フランス文化論
●ルネサンス文化史
●古代ギリシア･ローマ文化と社会

●中東現代史
●英米文学史
●西欧･北米文化論
●英語文学概論A・B
●イギリス文化論

●西欧近現代史
●英語学概論Ⅰ・Ⅱ
●西欧･北米の歴史
●音楽史Ⅰ
●EU論

●ドイツの思想と社会
●美術史(西洋)Ⅰ・Ⅱ

●多文化とエスニシティ
●イスラーム概論
●日英語比較研究
●文化交流論
●国際労働力移動論

●日本語音声学
●日本語文法Ⅰ・Ⅱ
●日本語教授法Ⅰ・Ⅱ
●国際協力論
●国際紛争論

●持続可能な社会
●フェアトレード論
●企業と言語教育
●日本語教育の実践と応用
●Global Studies ： Culture and Society A・Ｂ

●Global Studies ： 
 Global Issues

●芸術文化入門
●芸術表現A・B
●芸術文化基礎A・B・C・D
●芸術文化特講

●英語表現法 ●英語上級 通訳 
●英語上級 観光英語 ●英語上級 翻訳
●英語上級 会議英語 ●中国語上級Ⅰ・Ⅱ
●フランス語上級ⅠA・ⅠB
●フランス語上級ⅡA・ⅡB
●フランス語応用
●ポルトガル語上級ⅠA・ⅠB
●ポルトガル語上級ⅡA・ⅡB
●ポルトガル語応用
●韓国語上級ⅠA・ⅠB
●韓国語上級ⅡA・ⅡB

●リサーチ&プランニング基礎
●リサーチ&プランニング応用
●リサーチ&プランニング実習
●社会学
●経済学

●国際文化入門A・B・C・D
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政策

経営

●政治学
●法律学
●行政学
●行政法

●地域計画論
●地域情報サービス論
●地域社会論
●地方財政論

●地域観光論●創造都市論
●経済政策論
●環境政策論
●地域福祉論

●経営学
●経営戦略論
●マーケティング論
●地域ビジネス論

●経営科学
●社会起業論
●経営財務論
●産業組織論

●日本経済論
●グローバルビジネス論
●金融経済論
●地域産業論

●産業遺産と産業史

情報

●広報･広告論
●マスコミュニケーション論
●臨床社会心理学
●メディア文化論

●組織心理学
●情報システム論
●社会統計分析
●質的調査法

●学術情報論
●人文地理学
●地誌学
●社会理論

●情報法学
●公共デザイン戦略
●自然地理学
●外国語文献研究A・B

●芸術文化政策の理論
●アートマネジメントA・B
●芸術文化政策の国際比較

●文化施設の管理と運営
●文化財保護政策
●地域社会と芸術文化

●現代社会と芸術文化

●文化と芸術A・B・C・D
●現代芸術論A・B・C・D
●芸術特論A・B・C・D

●音楽史Ⅰ・Ⅱ
●演劇史Ⅰ・Ⅱ
●美術史（西洋）Ⅰ・Ⅱ

●美術史（日本･東洋）Ⅰ・Ⅱ
●鑑賞と批評Ⅰ・Ⅱ

●展示プロデュース論
●保存と修復

●舞台運営論
●劇場プロデュース論

政策とマネジメント

文化と芸術

芸術運営の実践

専門領域へのアプローチ 専門能力の確立

●文化芸術体験演習
●学芸の基礎

導入教育

●地域連携演習A・B
●自主課題演習A・B
●企画立案演習A・B

実践演習

人文科学
●文学 ●文化人類学
●哲学 ●日本文化論
●心理学 ●静岡学
●宗教学 ●文明と観光
●歴史学 ●ユーラシア文明論
社会科学
●法と社会 ●社会学概論
●経済学基礎 ●社会調査論
●現代の国際社会 ●情報社会論
●現代社会と教育 ●人権論

自然科学
●数学概論 ●科学技術論
●統計学基礎 ●エコロジカルデザイン
●食と健康 ●スポーツ科学

芸術とデザイン
●音楽と社会 ●映像メディア論
●芸術と社会 ●空間とデザイン
●色彩･形態論 ●デザイン史
●ユニバーサル／インクルーシブデザイン概論

教養

英語
●英語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●英語コミュニケーションⅡA・ⅡB
●英語コミュニケーションⅢA・ⅢB
●英語コミュニケーションⅣA・ⅣB
●マルチメディア英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
●ビジネス英語Ⅰ・Ⅱ

中国語
●中国語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●中国語コミュニケーションⅡA・ⅡB
●中国語コミュニケーションⅢA・ⅢB
●中国語コミュニケーションⅣA・ⅣB
●マルチメディア中国語
●ビジネス中国語Ⅰ・Ⅱ

●スポーツ活動A・B

スポーツ活動

日本語（留学生のみ）
●日本語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●日本語コミュニケーションⅡA・ⅡB

フランス語
●フランス語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●フランス語コミュニケーションⅡA・ⅡB

ポルトガル語
●ポルトガル語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●ポルトガル語コミュニケーションⅡA・ⅡB

必修外国語　

韓国語
●韓国語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●韓国語コミュニケーションⅡA・ⅡB

インドネシア語
●インドネシア語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●インドネシア語コミュニケーションⅡA・ⅡB

イタリア語
●イタリア語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●イタリア語コミュニケーションⅡA・ⅡB

ドイツ語
●ドイツ語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●ドイツ語コミュニケーションⅡA・ⅡB
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●観光学概論
●観光社会学
●グローバル観光論
●観光地理学
●観光ビジネス論
●日本伝統建築
●テキスタイル概論

観光

●特別共同授業A・B・C

総合

2024年度 カリキュラム一覧
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文化政策学部

専門能力の確立専門領域へのアプローチ人間的素養・基礎力の養成

全学科目 学部科目 学科基礎 専門科目

●音楽文化論 ●市民社会論
●演劇文化論 ●社会心理学
●視覚芸術論 ●多文化共生論
●社会思想史 ●異文化と教育

文化・芸術

●文化政策概論
●非営利セクターの経営
●地方行政論
●会計学
●都市経営論
●アートマネジメント概論
●NPO･NGO論
●憲法
●文化政策と法
●生涯学習と文化

政策・マネジメント

●統計学
●社会科学の方法
●フィールドワークの手法
●プレゼンテーション技法
●ディベート技法
●ファシリテーション技法
●情報リテラシー基礎
●情報リテラシー応用A・B
●図書館概論

情報・リテラシー

選択外国語

●国際文化概論 ●文章表現技法
●国際文化基礎論 ●ナショナリズム論
●国際関係論 ●比較文化論
●グローバル･キャリア･デザイン概論

●日本文化史
●日本文学史
●現代日本語表現
●日本文学A・B
●漢文学Ⅰ・Ⅱ

●日本史学A・B
●日本語語彙研究
●日本語研究
●日本文学作品研究
●古文書の調査と読解

●美術史(日本･東洋)Ⅰ
●東南アジアの文化と社会A・B
●中国の文化と社会
●中国経済論
●韓国社会文化論

●中国古典学
●アジアビジネス論
●東南アジアの歴史

●近現代の中東A・B
●イタリア文化史
●フランス文化論
●ルネサンス文化史
●古代ギリシア･ローマ文化と社会

●中東現代史
●英米文学史
●西欧･北米文化論
●英語文学概論A・B
●イギリス文化論

●西欧近現代史
●英語学概論Ⅰ・Ⅱ
●西欧･北米の歴史
●音楽史Ⅰ
●EU論

●ドイツの思想と社会
●美術史(西洋)Ⅰ・Ⅱ

●多文化とエスニシティ
●イスラーム概論
●日英語比較研究
●文化交流論
●国際労働力移動論

●日本語音声学
●日本語文法Ⅰ・Ⅱ
●日本語教授法Ⅰ・Ⅱ
●国際協力論
●国際紛争論

●持続可能な社会
●フェアトレード論
●企業と言語教育
●日本語教育の実践と応用
●Global Studies ： Culture and Society A・Ｂ

●Global Studies ： 
 Global Issues

●芸術文化入門
●芸術表現A・B
●芸術文化基礎A・B・C・D
●芸術文化特講

●英語表現法 ●英語上級 通訳 
●英語上級 観光英語 ●英語上級 翻訳
●英語上級 会議英語 ●中国語上級Ⅰ・Ⅱ
●フランス語上級ⅠA・ⅠB
●フランス語上級ⅡA・ⅡB
●フランス語応用
●ポルトガル語上級ⅠA・ⅠB
●ポルトガル語上級ⅡA・ⅡB
●ポルトガル語応用
●韓国語上級ⅠA・ⅠB
●韓国語上級ⅡA・ⅡB

●リサーチ&プランニング基礎
●リサーチ&プランニング応用
●リサーチ&プランニング実習
●社会学
●経済学

●国際文化入門A・B・C・D
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政策

経営

●政治学
●法律学
●行政学
●行政法

●地域計画論
●地域情報サービス論
●地域社会論
●地方財政論

●地域観光論●創造都市論
●経済政策論
●環境政策論
●地域福祉論

●経営学
●経営戦略論
●マーケティング論
●地域ビジネス論

●経営科学
●社会起業論
●経営財務論
●産業組織論

●日本経済論
●グローバルビジネス論
●金融経済論
●地域産業論

●産業遺産と産業史

情報

●広報･広告論
●マスコミュニケーション論
●臨床社会心理学
●メディア文化論

●組織心理学
●情報システム論
●社会統計分析
●質的調査法

●学術情報論
●人文地理学
●地誌学
●社会理論

●情報法学
●公共デザイン戦略
●自然地理学
●外国語文献研究A・B

●芸術文化政策の理論
●アートマネジメントA・B
●芸術文化政策の国際比較

●文化施設の管理と運営
●文化財保護政策
●地域社会と芸術文化

●現代社会と芸術文化

●文化と芸術A・B・C・D
●現代芸術論A・B・C・D
●芸術特論A・B・C・D

●音楽史Ⅰ・Ⅱ
●演劇史Ⅰ・Ⅱ
●美術史（西洋）Ⅰ・Ⅱ

●美術史（日本･東洋）Ⅰ・Ⅱ
●鑑賞と批評Ⅰ・Ⅱ

●展示プロデュース論
●保存と修復

●舞台運営論
●劇場プロデュース論

政策とマネジメント

文化と芸術

芸術運営の実践

専門領域へのアプローチ 専門能力の確立

●文化芸術体験演習
●学芸の基礎

導入教育

●地域連携演習A・B
●自主課題演習A・B
●企画立案演習A・B

実践演習

人文科学
●文学 ●文化人類学
●哲学 ●日本文化論
●心理学 ●静岡学
●宗教学 ●文明と観光
●歴史学 ●ユーラシア文明論
社会科学
●法と社会 ●社会学概論
●経済学基礎 ●社会調査論
●現代の国際社会 ●情報社会論
●現代社会と教育 ●人権論

自然科学
●数学概論 ●科学技術論
●統計学基礎 ●エコロジカルデザイン
●食と健康 ●スポーツ科学

芸術とデザイン
●音楽と社会 ●映像メディア論
●芸術と社会 ●空間とデザイン
●色彩･形態論 ●デザイン史
●ユニバーサル／インクルーシブデザイン概論

教養

英語
●英語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●英語コミュニケーションⅡA・ⅡB
●英語コミュニケーションⅢA・ⅢB
●英語コミュニケーションⅣA・ⅣB
●マルチメディア英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
●ビジネス英語Ⅰ・Ⅱ

中国語
●中国語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●中国語コミュニケーションⅡA・ⅡB
●中国語コミュニケーションⅢA・ⅢB
●中国語コミュニケーションⅣA・ⅣB
●マルチメディア中国語
●ビジネス中国語Ⅰ・Ⅱ

●スポーツ活動A・B

スポーツ活動

日本語（留学生のみ）
●日本語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●日本語コミュニケーションⅡA・ⅡB

フランス語
●フランス語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●フランス語コミュニケーションⅡA・ⅡB

ポルトガル語
●ポルトガル語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●ポルトガル語コミュニケーションⅡA・ⅡB

必修外国語　

韓国語
●韓国語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●韓国語コミュニケーションⅡA・ⅡB

インドネシア語
●インドネシア語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●インドネシア語コミュニケーションⅡA・ⅡB

イタリア語
●イタリア語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●イタリア語コミュニケーションⅡA・ⅡB

ドイツ語
●ドイツ語コミュニケーションⅠA・ⅠB
●ドイツ語コミュニケーションⅡA・ⅡB

芸
術
文
化
学
科

学
科
基
礎

文
化
政
策
学
科

学
科
必
修

国
際
文
化
学
科

専
門
外
国
語

学
科
基
礎

国
際
文

化
入
門

●観光学概論
●観光社会学
●グローバル観光論
●観光地理学
●観光ビジネス論
●日本伝統建築
●テキスタイル概論

観光

●特別共同授業A・B・C

総合
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デザイン学部

人間的素養・基礎力の養成

全学科目 共通科目 専門科目

専門領域へのアプローチ 専門能力の確立

学科専門

●基礎演習A

●基礎演習B

●基礎演習C

●基礎演習DⅠ

●基礎演習DⅡ

●基礎演習E

●基礎演習F

●アニメーション基礎

●インターフェイスデザインⅠ

●インターフェイスデザインⅡ

●インダストリアルグラフィックス

●デジタルコンテンツ演習

●インタラクションデザイン

●インタラクティブプロダクト演習

●インテリアデザイン論

●エンターテイメントデザイン

●キネマテクス

●グラフィックデザイン演習A

●グラフィックデザイン演習B

●グラフィックデザイン演習C

●グラフィックデザイン概論

●ゲーム・遊びのデザイン

●コミュニケーションプロダクツ

●サウンドデザイン

●スペースインタラクション演習

●デザインコンセプト論

●世界建築史

●都市デザイン論

●空間・住居論

●ビジュアル表現基礎

●フィッティングデザイン

●プロダクトデザインプロセス

●プロダクトデザイン演習Ⅰ

●プロダクトデザイン演習Ⅱa

●プロダクトデザイン演習Ⅱb

●メディア産業論

●メディア数理造形演習

●モノ・コト論

●ものづくりのシステム

●ランドスケープ計画

●木のデザイン

●移動のデザイン

●映像デザイン演習Ⅰ

●映像デザイン演習Ⅱ

●映像技法演習

●映像撮影技法

●音楽情報科学

●環境計画

●空間演出計画Ⅱ

●空間演出演習Ⅱ

●建築デザイン論

●空間計画

●建築材料

●建築設計演習Ⅰ

●建築法規

●構造計画Ⅰ

●構造計画Ⅱ

●構造力学Ⅰ

●構造力学Ⅱ

●施工計画

●商品戦略論

●設備設計

●地域計画論

●日本伝統建築

●テキスタイル概論

●素材加工演習a

●素材加工演習b

●匠造形演習

●伝統建築技術演習

●木造建築演習

領域専門

卒業研究

●領域専門演習  

●総合演習Ⅰ

●総合演習Ⅱ

●建築設計演習Ⅱ

●建築設計総合演習Ⅰ

●建築設計総合演習Ⅱ

 

●卒業研究･制作

●文化芸術体験演習
●学芸の基礎

導入教育

●地域連携演習A・B
●自主課題演習A・B
●企画立案演習A・B

実践演習

人文科学
●文学 ●文化人類学
●哲学 ●日本文化論
●心理学 ●静岡学
●宗教学 ●文明と観光
●歴史学 ●ユーラシア文明論

社会科学
●法と社会 ●社会学概論
●経済学基礎 ●社会調査論
●現代の国際社会 ●情報社会論
●現代社会と教育　　　　　　  ●人権論

自然科学
●数学概論 ●科学技術論
●統計学基礎 ●エコロジカルデザイン
●食と健康 ●スポーツ科学

芸術とデザイン
●音楽と社会 ●映像メディア論
●芸術と社会 ●空間とデザイン
●色彩･形態論 ●デザイン史

教養

英語
●英語コミュニケーションⅠA ●英語コミュニケーションⅣA
●英語コミュニケーションⅠB ●英語コミュニケーションⅣB
●英語コミュニケーションⅡA ●マルチメディア英語Ⅰ 
●英語コミュニケーションⅡB ●マルチメディア英語Ⅱ
●英語コミュニケーションⅢA ●マルチメディア英語Ⅲ
●英語コミュニケーションⅢB ●ビジネス英語Ⅰ
 ●ビジネス英語Ⅱ
中国語
●中国語コミュニケーションⅠA ●中国語コミュニケーションⅣA
●中国語コミュニケーションⅠB ●中国語コミュニケーションⅣB
●中国語コミュニケーションⅡA ●マルチメディア中国語
●中国語コミュニケーションⅡB ●ビジネス中国語Ⅰ
●中国語コミュニケーションⅢA ●ビジネス中国語Ⅱ
●中国語コミュニケーションⅢB

●スポーツ活動A・B

スポーツ活動

日本語（留学生のみ）
●日本語コミュニケーションⅠA ●日本語コミュニケーションⅠB
●日本語コミュニケーションⅡA ●日本語コミュニケーションⅡB

必修外国語

デ
ザ
イ
ン
学
科

ユニバーサル
デザイン

デザイン
技法

デザイン
基礎

●デザイン概論
●デザインマネジメント
●デザイン美学
●デザイン思考
●くらしのデザイン
●技術史
●現代デザイン論
●情報処理基礎
●情報処理A
●情報処理B
●情報環境論
●造形芸術論
●色彩計画論
●デジタルプレゼンテーション
●Design English

●建築図学・製図
●図学･製図
●デザインCAD
●建築CAD
●デザインドローイング技法
●フォトグラフィックス
●表現技法Ⅰ
●表現技法Ⅱ
●表現技法Ⅲ
●描画表現
●立体造形Ⅰ
●立体造形Ⅱ
●空間演出計画Ⅰ
●空間演出演習Ⅰ

●ユニバーサル／インクルーシブデザイン概論
●生体機能論
●ユニバーサルデザインⅠ
●ユニバーサルデザインⅡ
●生活環境論
●健康・福祉のデザイン
●人間工学

●特別共同授業A・B・C

総合
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デザイン学部

人間的素養・基礎力の養成

全学科目 共通科目 専門科目

専門領域へのアプローチ 専門能力の確立

学科専門

●基礎演習A

●基礎演習B

●基礎演習C

●基礎演習DⅠ

●基礎演習DⅡ

●基礎演習E

●基礎演習F

●アニメーション基礎

●インターフェイスデザインⅠ

●インターフェイスデザインⅡ

●インダストリアルグラフィックス

●デジタルコンテンツ演習

●インタラクションデザイン

●インタラクティブプロダクト演習

●インテリアデザイン論

●エンターテイメントデザイン

●キネマテクス

●グラフィックデザイン演習A

●グラフィックデザイン演習B

●グラフィックデザイン演習C

●グラフィックデザイン概論

●ゲーム・遊びのデザイン

●コミュニケーションプロダクツ

●サウンドデザイン

●スペースインタラクション演習

●デザインコンセプト論

●世界建築史

●都市デザイン論

●空間・住居論

●ビジュアル表現基礎

●フィッティングデザイン

●プロダクトデザインプロセス

●プロダクトデザイン演習Ⅰ

●プロダクトデザイン演習Ⅱa

●プロダクトデザイン演習Ⅱb

●メディア産業論

●メディア数理造形演習

●モノ・コト論

●ものづくりのシステム

●ランドスケープ計画

●木のデザイン

●移動のデザイン

●映像デザイン演習Ⅰ

●映像デザイン演習Ⅱ

●映像技法演習

●映像撮影技法

●音楽情報科学

●環境計画

●空間演出計画Ⅱ

●空間演出演習Ⅱ

●建築デザイン論

●空間計画

●建築材料

●建築設計演習Ⅰ

●建築法規

●構造計画Ⅰ

●構造計画Ⅱ

●構造力学Ⅰ

●構造力学Ⅱ

●施工計画

●商品戦略論

●設備設計

●地域計画論

●日本伝統建築

●テキスタイル概論

●素材加工演習a

●素材加工演習b

●匠造形演習

●伝統建築技術演習

●木造建築演習

領域専門

卒業研究

●領域専門演習  

●総合演習Ⅰ

●総合演習Ⅱ

●建築設計演習Ⅱ

●建築設計総合演習Ⅰ

●建築設計総合演習Ⅱ

 

●卒業研究･制作

●文化芸術体験演習
●学芸の基礎

導入教育

●地域連携演習A・B
●自主課題演習A・B
●企画立案演習A・B

実践演習

人文科学
●文学 ●文化人類学
●哲学 ●日本文化論
●心理学 ●静岡学
●宗教学 ●文明と観光
●歴史学 ●ユーラシア文明論

社会科学
●法と社会 ●社会学概論
●経済学基礎 ●社会調査論
●現代の国際社会 ●情報社会論
●現代社会と教育　　　　　　  ●人権論

自然科学
●数学概論 ●科学技術論
●統計学基礎 ●エコロジカルデザイン
●食と健康 ●スポーツ科学

芸術とデザイン
●音楽と社会 ●映像メディア論
●芸術と社会 ●空間とデザイン
●色彩･形態論 ●デザイン史

教養

英語
●英語コミュニケーションⅠA ●英語コミュニケーションⅣA
●英語コミュニケーションⅠB ●英語コミュニケーションⅣB
●英語コミュニケーションⅡA ●マルチメディア英語Ⅰ 
●英語コミュニケーションⅡB ●マルチメディア英語Ⅱ
●英語コミュニケーションⅢA ●マルチメディア英語Ⅲ
●英語コミュニケーションⅢB ●ビジネス英語Ⅰ
 ●ビジネス英語Ⅱ
中国語
●中国語コミュニケーションⅠA ●中国語コミュニケーションⅣA
●中国語コミュニケーションⅠB ●中国語コミュニケーションⅣB
●中国語コミュニケーションⅡA ●マルチメディア中国語
●中国語コミュニケーションⅡB ●ビジネス中国語Ⅰ
●中国語コミュニケーションⅢA ●ビジネス中国語Ⅱ
●中国語コミュニケーションⅢB

●スポーツ活動A・B

スポーツ活動

日本語（留学生のみ）
●日本語コミュニケーションⅠA ●日本語コミュニケーションⅠB
●日本語コミュニケーションⅡA ●日本語コミュニケーションⅡB

必修外国語

デ
ザ
イ
ン
学
科

ユニバーサル
デザイン

デザイン
技法

デザイン
基礎

●デザイン概論
●デザインマネジメント
●デザイン美学
●デザイン思考
●くらしのデザイン
●技術史
●現代デザイン論
●情報処理基礎
●情報処理A
●情報処理B
●情報環境論
●造形芸術論
●色彩計画論
●デジタルプレゼンテーション
●Design English

●建築図学・製図
●図学･製図
●デザインCAD
●建築CAD
●デザインドローイング技法
●フォトグラフィックス
●表現技法Ⅰ
●表現技法Ⅱ
●表現技法Ⅲ
●描画表現
●立体造形Ⅰ
●立体造形Ⅱ
●空間演出計画Ⅰ
●空間演出演習Ⅰ

●ユニバーサル／インクルーシブデザイン概論
●生体機能論
●ユニバーサルデザインⅠ
●ユニバーサルデザインⅡ
●生活環境論
●健康・福祉のデザイン
●人間工学

●特別共同授業A・B・C
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卒業要件単位数一覧表 全学科目一覧表
2024年度 カリキュラム

学部科目

学科科目

62単位以上
なお、次の（1）～（2）の8単位を含む
（1）必修科目4単位
（2）【卒業研究】区分から4単位

全学科目

128単位
以上

学科名 区　分 卒業に必要な単位数 合　計

国際文化学科

文化政策学科

芸術文化学科

国際文化学科

文化政策学科

芸術文化学科

34単位以上
なお、次の（1）～（4）の28単位を含む
（1）【導入教育】区分から3単位
（2）【必修外国語】区分から英語または中国語で8単位
（3）【実践演習】区分から1単位
（4）【教養】区分から＜人文科学＞＜社会科学＞＜自然科学＞
　  ＜芸術とデザイン＞の各分野で4単位　合計16単位

32単位以上
なお（1）～（3）の18単位を含む
（1）【文化・芸術領域】区分から6単位
（2）【政策・マネジメント領域】区分から6単位
（3）【情報・リテラシー領域】区分から6単位

文
化
政
策
学
部

共通科目

36単位以上
なお、次の（1）～（3）の16単位を含む
（1）【デザイン基礎】区分から6単位
（2）【デザイン技法】区分から6単位
（3）【ユニバーサルデザイン】区分から4単位

58単位以上
次の（1）～（3）の18単位を含む
（1）【学科専門】区分から6単位
（2）【領域専門】区分から8単位
（3）【卒業研究】区分から4単位

全学科目

128単位
以上

学科名 区　分 卒業に必要な単位数 合　計

34単位以上
なお、次の（1）～（4）の28単位を含む
（1）【導入教育】区分から3単位
（2）【必修外国語】区分から英語または中国語で8単位
（3）【実践演習】区分から1単位
（4）【教養】区分から＜人文科学＞＜社会科学＞＜自然科学＞
　  ＜芸術とデザイン＞の各分野で4単位　合計16単位

デザイン学科

デザイン学科

デ
ザ
イ
ン
学
部

Faculty of 
Design

Faculty of 
Cultural
Policy and
Management

卒業要件1年次前期 1年次後期 4年次後期4年次前期3年次後期3年次前期2年次前期 2年次後期学習領域

導入教育 3単位

4単位

4単位

4単位

4単位

1言語

8単位

4単位

1単位

必修3単位を含め計34単位以上

●文化芸術体験演習  ●学芸の基礎

●文学  ●哲学  ●心理学  ●宗教学  ●歴史学  ●文化人類学  ●日本文化論  ●静岡学
●文明と観光  ●ユーラシア文明論　

●法と社会  ●経済学基礎  ●現代の国際社会  ●現代社会と教育  ●社会学概論  ●社会調査論
●情報社会論  ●人権論

●数学概論  ●統計学基礎  ●食と健康  ●科学技術論  ●エコロジカルデザイン  ●スポーツ科学

●音楽と社会  ●芸術と社会  ●色彩・形態論  ●映像メディア論  ●空間とデザイン
●デザイン史  ●ユニバーサル/インクルーシブデザイン概論

●英語コミュニケーションⅠA  ●英語コミュニケーションⅠB  ●英語コミュニケーションⅡA  ●英語コミュニケーションⅡB
●英語コミュニケーションⅢA  ●英語コミュニケーションⅢB  ●英語コミュニケーションⅣA  ●英語コミュニケーションⅣB
●マルチメディア英語Ⅰ  ●マルチメディア英語Ⅱ  ●マルチメディア英語Ⅲ  ●ビジネス英語Ⅰ  ●ビジネス英語Ⅱ

●日本語コミュニケーションⅠA  ●日本語コミュニケーションⅠB　
●日本語コミュニケーションⅡA  ●日本語コミュニケーションⅡB

●地域連携演習A  ●地域連携演習B  ●自主課題演習A  ●自主課題演習B　
●企画立案演習A  ●企画立案演習B

●中国語コミュニケーションⅠA  ●中国語コミュニケーションⅠB  ●中国語コミュニケーションⅡA　
●中国語コミュニケーションⅡB  ●中国語コミュニケーションⅢA  ●中国語コミュニケーションⅢB
●中国語コミュニケーションⅣA  ●中国語コミュニケーションⅣB  ●マルチメディア中国語　
●ビジネス中国語Ⅰ  ●ビジネス中国語Ⅱ

人
文
科
学

社
会
科
学

自
然
科
学

芸
術
と
デ
ザ
イ
ン

英
語

中
国
語

日
本
語

実践演習

●スポーツ活動A  ●スポーツ活動Bスポーツ活動

教養

必修
外国語

留
学
生
の
み

（

）

62単位以上
なお、次の（1）～（4）の56単位を含む
（1）【学科必修】区分から10単位
（2）【政策】及び【経営】区分から合わせて28単位

62単位以上
次の（1）～（5）の34単位を含む
（1）【学科基礎】区分から10単位
（2）【政策とマネジメント】区分から8単位

（3）【情報】区分から14単位
（4）【卒業研究】区分から4単位

（3）【文化と芸術】区分から12単位
（4）【芸術運営の実践】区分から2単位
（5）【卒業研究】区分から2単位

専門科目

2024年度 カリキュラム

●特別共同授業A・B・C総合
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卒業要件単位数一覧表 全学科目一覧表
2024年度 カリキュラム

学部科目

学科科目

62単位以上
なお、次の（1）～（2）の8単位を含む
（1）必修科目4単位
（2）【卒業研究】区分から4単位

全学科目

128単位
以上

学科名 区　分 卒業に必要な単位数 合　計

国際文化学科

文化政策学科

芸術文化学科

国際文化学科

文化政策学科

芸術文化学科

34単位以上
なお、次の（1）～（4）の28単位を含む
（1）【導入教育】区分から3単位
（2）【必修外国語】区分から英語または中国語で8単位
（3）【実践演習】区分から1単位
（4）【教養】区分から＜人文科学＞＜社会科学＞＜自然科学＞
　  ＜芸術とデザイン＞の各分野で4単位　合計16単位

32単位以上
なお（1）～（3）の18単位を含む
（1）【文化・芸術領域】区分から6単位
（2）【政策・マネジメント領域】区分から6単位
（3）【情報・リテラシー領域】区分から6単位

文
化
政
策
学
部

共通科目

36単位以上
なお、次の（1）～（3）の16単位を含む
（1）【デザイン基礎】区分から6単位
（2）【デザイン技法】区分から6単位
（3）【ユニバーサルデザイン】区分から4単位

58単位以上
次の（1）～（3）の18単位を含む
（1）【学科専門】区分から6単位
（2）【領域専門】区分から8単位
（3）【卒業研究】区分から4単位

全学科目

128単位
以上

学科名 区　分 卒業に必要な単位数 合　計

34単位以上
なお、次の（1）～（4）の28単位を含む
（1）【導入教育】区分から3単位
（2）【必修外国語】区分から英語または中国語で8単位
（3）【実践演習】区分から1単位
（4）【教養】区分から＜人文科学＞＜社会科学＞＜自然科学＞
　  ＜芸術とデザイン＞の各分野で4単位　合計16単位

デザイン学科

デザイン学科

デ
ザ
イ
ン
学
部

Faculty of 
Design

Faculty of 
Cultural
Policy and
Management

卒業要件1年次前期 1年次後期 4年次後期4年次前期3年次後期3年次前期2年次前期 2年次後期学習領域

導入教育 3単位

4単位

4単位

4単位

4単位

1言語

8単位

4単位

1単位

必修3単位を含め計34単位以上

●文化芸術体験演習  ●学芸の基礎

●文学  ●哲学  ●心理学  ●宗教学  ●歴史学  ●文化人類学  ●日本文化論  ●静岡学
●文明と観光  ●ユーラシア文明論　

●法と社会  ●経済学基礎  ●現代の国際社会  ●現代社会と教育  ●社会学概論  ●社会調査論
●情報社会論  ●人権論

●数学概論  ●統計学基礎  ●食と健康  ●科学技術論  ●エコロジカルデザイン  ●スポーツ科学

●音楽と社会  ●芸術と社会  ●色彩・形態論  ●映像メディア論  ●空間とデザイン
●デザイン史  ●ユニバーサル/インクルーシブデザイン概論

●英語コミュニケーションⅠA  ●英語コミュニケーションⅠB  ●英語コミュニケーションⅡA  ●英語コミュニケーションⅡB
●英語コミュニケーションⅢA  ●英語コミュニケーションⅢB  ●英語コミュニケーションⅣA  ●英語コミュニケーションⅣB
●マルチメディア英語Ⅰ  ●マルチメディア英語Ⅱ  ●マルチメディア英語Ⅲ  ●ビジネス英語Ⅰ  ●ビジネス英語Ⅱ

●日本語コミュニケーションⅠA  ●日本語コミュニケーションⅠB　
●日本語コミュニケーションⅡA  ●日本語コミュニケーションⅡB

●地域連携演習A  ●地域連携演習B  ●自主課題演習A  ●自主課題演習B　
●企画立案演習A  ●企画立案演習B

●中国語コミュニケーションⅠA  ●中国語コミュニケーションⅠB  ●中国語コミュニケーションⅡA　
●中国語コミュニケーションⅡB  ●中国語コミュニケーションⅢA  ●中国語コミュニケーションⅢB
●中国語コミュニケーションⅣA  ●中国語コミュニケーションⅣB  ●マルチメディア中国語　
●ビジネス中国語Ⅰ  ●ビジネス中国語Ⅱ
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●スポーツ活動A  ●スポーツ活動Bスポーツ活動

教養

必修
外国語

留
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生
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（
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62単位以上
なお、次の（1）～（4）の56単位を含む
（1）【学科必修】区分から10単位
（2）【政策】及び【経営】区分から合わせて28単位

62単位以上
次の（1）～（5）の34単位を含む
（1）【学科基礎】区分から10単位
（2）【政策とマネジメント】区分から8単位

（3）【情報】区分から14単位
（4）【卒業研究】区分から4単位

（3）【文化と芸術】区分から12単位
（4）【芸術運営の実践】区分から2単位
（5）【卒業研究】区分から2単位

専門科目

2024年度 カリキュラム

●特別共同授業A・B・C総合
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全学科目概要
2024年度 カリキュラム

●文化芸術体験演習
全ての学生は、入学後最初の必修科目としてこ
れを履修する。受講は基本的にクラスに分かれ
て行い、各種の本格的な芸術・文化の体験とゼ
ミナール形式による講座の受講によって、知性
とともに感性を磨き、本学での学び全体の基盤
となる素養を身につける。講座では、学内外の
各種の専門領域にわたる幅広い知見を学ぶと
ともに、これらを通じて、入学後の早い段階から
自身のキャリア形成や社会的自立につながる
意識を涵養することも目指す。

●学芸の基礎
全ての学生は、入学後最初の必修科目としてこ
れを履修する。受講はクラスに分かれて行い、大
学で学ぶ意味を本学の理念を通じて理解すると
ともに、高等教育課程での学びの基礎や方法、
基本的なリテラシーの素養を身につける。主な
内容は、文献等の読み方、情報検索や資料収
集、報告・討論、レポート・論文作成の基礎知識、
口頭発表の技法や討論方法、高度情報社会へ
の対処法など、大学で学ぶ上で、さらに社会で活
躍する上で必要とされる基礎的な能力を養う。

●文学
日本の古典文学を主たる契機として、記紀神
話、王朝物語、軍記文学、縁起などを学ぶ。特
に全学科目としての位置付けを考慮して、文学
の“広がり”と“奥行き”を重視した講義内容を目
指す。文芸作品をそのまま読んで鑑賞するので
はなく、民俗、祭祀、信仰、伝承といった事例と
の多視的な比較や、海外の文芸との比較を手
がかりとして、文学の展開とその奥行きの深さを
考える機会とする。

●哲学
人間が自然環境や社会をどのように認識し、受容
あるいは対置などの思考や行動の原理としてきた
かについて、帰納や演繹といった論理的な思考、
分析的あるいは包括的・構造的な認識の方法、
倫理や道徳の課題など、我々が人間である限り
避けて通れない論理、認識、知識等にかかる問題
を取り上げ、こうした問題を先人たちはどのように
考えたかを解説し、我々自身が今日に生きて出会
う様々な問題をどのように考えたらよいかを学ぶ。

●心理学
この講義では、「心のはたらきに関する科学」とし
ての心理学が、人の心についてどのように考え、
何を問題にし、それらについてどのような手法で
研究しているのかについて講義する。人の心に
関する多面的、客観的な視点を養うことがこの
講義の目標となる。主に、人の情報処理（認
知）、発達、性格、心理臨床などの基礎的なトピ
ックにおける最新の知見について、社会的な事
象と関連づけながら概観する。また、簡単な心理
実験や質問紙調査の演習をあわせて実施する。

●宗教学
人類のあらゆる文化や歴史の広がりの中で、基
本的な宗教の概念および定義やその意味、宗
教形態に関する概要を概観し、それらを踏まえて
宗教が持つ本来の役割とは何かを考察する。あ
わせて、日本人のものの見方や行動様式につ

いて、それがいつ、どのように成立し、また変容し
ていったのかについて、具体的な事例を挙げな
がら考察する。特に日常生活に密着した年中行
事や人生儀礼、地域社会と人々の関わりを考え
る。また、現代社会における宗教紛争やカルト、
生命倫理問題などにも言及する。

●歴史学
歴史学について、その全般を学ぶ。歴史学の科
学的手法を前提に、「史料」から歴史像がいかに
導き出されるかを、具体例をもとに講義していく。
歴史学の分野について、政治外交史・社会経済
史・文化芸術史などがあることを紹介し、時代区
分として、古代・中世・近代などがあり、空間的に
は、地域史・一国史・人類史など、様々な歴史叙
述の形態が存在することを論じる。文化の多様
性と人類の文化芸術活動の背景となった社会
の歴史的なあり方に重点をおいて講義する。

●文化人類学
諸社会の社会構造、価値観、社会的行為など、
文化の諸局面にみられる多様性を示すととも
に、文化の差異の根底に横たわる普遍性につ
いても論じる。世界にはいかに多様な「当たり
前」があるかを認識し、自文化を絶対視せずに
異文化を理解するための基本的な視角が身に
つくように解説する。文化人類学の学説史上の
主な展開についても概説し、同時代を生きる地
球上の人々と意思疎通する時に求められる文
化的背景の捉え方について考察する。

●日本文化論
人々の日々の生活から生み出された事象すべて
を文化と捉え、日常生活に密着した年中行事や
人生儀礼、あるいは衣食住の特徴、動植物との
関わりなどを文化の事例として取り上げる。か
つ、文化は時間的にも空間的にも社会的にも
一様ではないという観点に立ち、日本人のもの
の見方や行動様式が、いつ、どのように成立し、
また変容していったのかについて考察する。そ
の際、東アジアをはじめとする諸外国との比較
や文化移入のあり方をみることによって、より日
本文化の特徴を明らかにしていく。

●静岡学
本学が立地する静岡県、ならびにその近隣地域
について、歴史、地理、文化、社会、政治、経済な
どの多面的なアプローチで学ぶ。特に、静岡県と
その周辺地域の置かれた地理的条件、歴史的
発展の経緯や、地域産業の特性、自治体のビジ
ョンなどについて、各々の専門の講師による講
義も交えながら、本学と地域との連携による学習
や実践にもつながるような知見を身につける。

●文明と観光
訪日外国人観光客の関心 は、 その人の生活域や
いわゆる文明圏によって異なる。例えば、東アジア
 から訪れる人の多く は、アジアの中でいち早く近代
化した日本像を求める と言われる。 他方 、ヨーロッ
パ からの人なら、 情報化時代にもかかわらず、エキ
ゾチックな 世界 を期待して訪れる ことも少なくない 。
この講義では、 まず 「文明」と「観光」の概念 が多
様であることを概観し、 その上で現代の日本や地域
に望ましい 「 文明 」 を考えつつ、「 観光 」 を論じる。

●ユーラシア文明論
ユーラシア大陸で興亡した西アジア文明、南アジ
ア文明、ヨーロッパ文明、東アジア文明といった諸

文明を、地域的・時間的に広く展望しながら、日本
語で「文明」と言い表されている現象を理念的に捉
え直す。特に、時間的に先行し、地域的にも中心の
位置を占める西アジア文明に焦点を当て、古代オ
リエント文明を取り上げ、それがイスラーム文明やヨ
ーロッパ文明に継承されていく過程を論じる。

●法と社会
この授業では、「法」について学ぶにあたって必
要となる基礎的な知識や、法的思考力・法的判
断力を習得することを目的とする。法とは何か、法
の適用・解釈、法の分類についての概説を経て、
犯罪と法、家族と法、財産と法、労働と法など、法
が規律する社会のさまざまな場面ごとに、関連す
る法制度をより具体的に検討することで、社会に
おいて法の果たしている機能を明らかにしていく。

●経済学基礎
現代社会で生きていくためには経済現象に関す
る深い理解が不可欠であり、その経済現象を正
確に理解・分析するためには経済理論の知識が
どうしても必要である。この授業では、全体として
経済理論の前提となる経済に関する知識の習
得に主眼を置く。具体的には、文化政策の理解
に不可欠な市場メカニズムや市場の失敗を扱う
ミクロ経済学、景気・失業・物価・金融・為替レー
トなどを扱うマクロ経済学の基礎を講義し、経済
理論や経済政策の学習への橋渡しを行う。

●現代の国際社会
「現代の国際社会」の特質を把握するために
は、国際社会の歩みについて深く理解すること
が重要である。この授業では、21世紀の国際
社会が直面する諸問題の歴史的理解を深める
ことを目的に、第二次世界大戦後の国際政治
の歩みを概観する。この分野は、関連する一次
資料の公開や発見とともに通説が見直され、議
論の継続する分野でもある。入門的な知識の
習得と同時に、最前線で行われる研究方法の
一端に触れることも授業の目標とする。

●現代社会と教育
現代社会と教育の関係について、主に教育社
会学の研究視角から、問題の所在を明らかに
し、これからの社会における教育のあり方を考え
る。具体的には、「いじめ問題」「不登校問題」
「ひきこもり問題」等の教育問題について、「子
どもの社会化」という観点を中心にして、家庭教
育・学校教育・社会教育等の教育環境の課題
と可能性を明らかにする。各種映像資料の提
示や受講生による報告・討議等を多く取り入
れ、教育に関する受講生自身の考えを拡張させ
深化させたいと考えている。

●社会学概論
社会を「人間がつくりだす人と人とのつながり
（関係）」とするならば、この関係性を維持するた
めには「規範」がなくてはならない。社会学は、こ
うした規範が所与のものとしてあるのではなく、
社会によってつくり出されたものであり、この規
範が当たり前や常識として個人に刷り込まれて
いくと考える。つまり、社会学では、個人は社会
によって決定されるという前提に立つのである。
そこで、この授業では、こうした規範を問い直す
ことによって社会の成り立ちや仕組みを考え、
社会学の基本的・基礎的な考え方を習得する。

●社会調査論
社会について科学的に情報を得る（知る）方法
の基礎を学ぶ。まず社会調査の意義と主要な方
法について学び、次に方法論について理解し、そ
の後、質問紙法、面接法、観察法、内容分析など
の具体的方法とその特徴を学ぶ。方法の技能を
学ぶだけでなく、調査目的と対象により最も適切
な方法が選べるよう、調査の特性と限界について
も解説する。最終的には、実際に使われている
様々な社会調査の信頼性と長所・短所を評価し、
かつ基本的な調査を自ら実施できるようにする。

●情報社会論
現代社会はIT化の進展に伴いそのメディア環
境を大きく変容させ、それにより生じた高度情報
化社会は私たちの日常生活や文化にも大きな
影響を与えている。この授業では、こうした高度
情報化がもたらした社会の諸現象に着目し、そ
の特質や問題点を理解することを試みる。さら
にその理解に基づき、情報化が進展していく社
会における人々の行為やコミュニケーションの
あるべき方向性を考察し、その社会において生
活していくことの可能性や倫理を検討する。

●人権論
この授業では、現代社会において生じている、
あるいは未解決のままに残されているさまざまな
問題を、私たちの「人権」にかかわる問題として
認識し、それらについて理解を深めることを目的
とする。そもそも人権とは何かについての総論
的な概説を経て、個々の問題・事例について、
国内外の状況に目を向けながらより具体的に
検討することで、現代社会において目指すべき
人権保障のあり方を考察する。

●数学概論
本講義では、大学の授業で必要となる数学の
基礎を学ぶことを目的とする。高等学校で学ん
だ内容を発展させて、数学における基本的な概
念や原理・法則の理解を深め、数学的･論理学
的な見方や考え方の良さを再認識し、事象を数
学的に考察し処理する能力を高めることを目標
とする。同時に、様々な社会問題やデザインに
おける課題を解決する際に要求される論理的
思考力を身につけていく。

●統計学基礎
統計は自然科学ではもちろんのこと、社会科学
でも基本となる知識である。さらに、社会制度が
複雑化し、情報量が急速に増加している現代
社会を生きる市民にとって、統計の知識は、企
業の広告や宣伝、自治体や国の政策、そして調
査研究などの正しさや信頼性を判断するために
必須の教養ともいえる。そのために、統計の初
心者を対象に、平均やばらつきの意味などから
始めて、データの読み方や統計手法についての
基礎的な知識を、テレビの視聴率や選挙の出
口調査などの具体的な事例を用いながら、わか
りやすく説明する。

●食と健康 
我が国は世界トップレベルの長寿国である。この
要因として医学の進歩や衛生状態の改善が挙
げられるが、日々の食事内容も健康と寿命に密接
に関係している。栄養バランスに優れた日本食は
米を主食とし、魚介類と野菜を副食とし、大豆や

穀類で作った醸造品を調味料とする和食が原点
である。しかしながら、洋風化が進んだ現代の食
生活の中では、肥満、高血圧、糖尿病、脳・心疾
患、アレルギー、がんといった生活習慣病で苦しむ
人が増えて、医療費の増加が国家財政を脅かす
状況になりつつある。ここでは、食生活と生活習
慣病の関係および予防策を学び、健康長寿を達
成するための基本を身につけることを目的とする。

●科学技術論
現代社会のさまざまなシステムやモノには科学
技術が不可欠であることを前提に、科学技術が
広範かつ深遠な影響を人間社会に与えている
ことの認識を深めて、現実の科学技術を正しく
理解する力を養うことを目的とする。今日に至る
科学技術の発達経緯を概観する中で、現代の
科学技術の特質・潮流を考察するとともに、科
学技術と社会との関係の中で生ずる摩擦や諸
問題など、科学技術を取り巻くさまざまな環境変
化について検討する。

●エコロジカルデザイン
今の地球の現状を知り真実のエコとライフスタ
イルを見つめ直し、地球の未来のために各自が
今できることを考え、エコロジカルな考え方やも
のの見方を自分の生活・設計に活かしていく手
法を習得する。映画『不都合な真実』や『水の
世紀』などの現在、まさに起こりうる地球環境問
題、エコハウスやエコキャンパスなどのエコロジ
カルなデザイン手法、ビフォーアフターやスマート
ライフなどの現世代に内包された課題の解決、
海底都市や空中都市などの近未来的デザイン
を通したノスタルジーなどについて、幅広く学ぶ。

●スポーツ科学
スポーツ科学の基礎的な知識である、医学や健
康科学、解剖生理学といった幅広いインテリジ
ェンスを習得し、運動をすることの人体のメカニ
ズムと、運動をすることによる人体への影響とに
ついて考察する。具体的には現代の高齢社会
に求められているスポーツのあり方や、それぞれ
の年齢や体力、健康増進や生活習慣病予防な
どの目的に応じてトレーニングの方法を運動生
理学、トレーニング科学の視点から解説する。

●音楽と社会
音楽は社会と密接に関わり、新たに生成され、
変化していく。こうした音楽と社会のダイナミック
な関わりを考察するために、19世紀後半から20
世紀にみられた大衆社会の形成、市場経済の
成長、マスメディアの発達という視点から、アメリ
カを中心に発展していったポピュラー音楽と日
本のポピュラー音楽について概観することが、
本講義の狙いである。なおこの講義では、ラグタ
イム、ジャズ、ブルース、リズム＆ブルース、ロック、
フォークなどの多様なジャンルを取り上げる。

●芸術と社会
人間にとって芸術とは特別な意味を持つもので
ある。この科目では、人間の行う表現行為がど
のように芸術というものに形づくられていくのか、
芸術が人間にとってどのような意味を持ち、また
どのように展開するのかについて、芸術の多様
なジャンルの中から具体的な事例を示しながら
考察する。さらに、人間の表現が時代や場所の
異なるところで様々な展開を遂げ、現在のように

豊かな様相を見せている状況を、芸術諸分野に
おける最新の情報を交えつつ概観する。

●色彩・形態論
デザイン分野に応用される色彩と形態の基礎
について、自然、絵画、人工物など多様なデザイ
ン事例を取り上げ、様々なデザイン分野におけ
る色彩と形態の適用事例に接することで、その
機能や役割を理解する。基本的な属性や視覚
特性、意味作用に加え、色彩見本を使用し、色
相、明度、彩度による色の伝達方法、配色手
法、および色彩心理学などを学習する。さらに、
近年対応が重視されるカラーユニバーサルデザ
インについても学ぶことで、実務における実践
的な活用方法や構成手法などについて学ぶ。

●映像メディア論
TV、PC、タブレット、スマートフォン等を通して
日々膨大な量の映像を消費する現代社会。多
彩で刺激的な表現を競うように変貌を続ける映
像メディアの可能性と問題点を、包括的に検証
する。映像メディアの変遷とそれに同期して人
間自身の内部で進行している変化に着目し、〈メ
ディアは身体性の拡張である〉という視点から、
近未来へ向けた人とメディアの関係性について
考察する。視聴覚資料を効果的に使用し、学生
自身が感じ、考えながら問題意識を深めてゆくた
めの授業構成を目指す。

●空間とデザイン
「空間」とか「デザイン」とかいう言葉を用いる
時、その言葉はどのようなことを意味しているの
か、具体的な事例を提示しながら考えていく。そ
して、「空間をデザインする」ということは自然や
人間社会に対してどのような役割を担っている
のか、その楽しさや重要性を学ぶ。空間デザイン
を理解することによって、空間は生活の中の
様々な時間を創造してくれることに気づき、その
要因の歴史的背景や現代における表現手法を
読み取る感覚を育てる。

●ユニバーサル/インクルーシブデザイン概論
全ての人が住みやすい社会をつくるには、一般
には多数派とされている健康な成人だけでなく、
子どもや高齢者、そして障害者を含めた多様な
人の存在を意識しなければならない。どんなに異
質であっても社会的な活動から排除されないよ
うにすること、これは世界的な合意であり、また
教育から就労、そしてレジャーなどの活動に至る
まで、あらゆる場面で保障されなければならない
人間としての権利である。それをできるだけ特殊
解でなく一般解として実現すべく、製品から構築
環境、そしてサービスなどのソフトな仕組みに至
るまで、あらゆるもののあり方を考える。

●デザイン史
デザインの歴史を俯瞰することで、近代デザイン
の成立から現在に至るまでの主要な出来事や
知識、社会における役割を学ぶ講義である。受
講者は、科学技術、産業、政治経済、芸術など
先端的または広範な人間の営みと文化が、
様々な時代でどのようにデザインと結びつき、ど
のようなものが作られたか、それらにどのような意
味があるのかを探究し、デザインの世界に私た
ちの生活から切り離せない幅広さと社会的意義
があることを考察する。

導入教育

教養 人文科学

教養 社会科学

教養 自然科学

教養 芸術・デザイン
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全学科目概要
2024年度 カリキュラム

●文化芸術体験演習
全ての学生は、入学後最初の必修科目としてこ
れを履修する。受講は基本的にクラスに分かれ
て行い、各種の本格的な芸術・文化の体験とゼ
ミナール形式による講座の受講によって、知性
とともに感性を磨き、本学での学び全体の基盤
となる素養を身につける。講座では、学内外の
各種の専門領域にわたる幅広い知見を学ぶと
ともに、これらを通じて、入学後の早い段階から
自身のキャリア形成や社会的自立につながる
意識を涵養することも目指す。

●学芸の基礎
全ての学生は、入学後最初の必修科目としてこ
れを履修する。受講はクラスに分かれて行い、大
学で学ぶ意味を本学の理念を通じて理解すると
ともに、高等教育課程での学びの基礎や方法、
基本的なリテラシーの素養を身につける。主な
内容は、文献等の読み方、情報検索や資料収
集、報告・討論、レポート・論文作成の基礎知識、
口頭発表の技法や討論方法、高度情報社会へ
の対処法など、大学で学ぶ上で、さらに社会で活
躍する上で必要とされる基礎的な能力を養う。

●文学
日本の古典文学を主たる契機として、記紀神
話、王朝物語、軍記文学、縁起などを学ぶ。特
に全学科目としての位置付けを考慮して、文学
の“広がり”と“奥行き”を重視した講義内容を目
指す。文芸作品をそのまま読んで鑑賞するので
はなく、民俗、祭祀、信仰、伝承といった事例と
の多視的な比較や、海外の文芸との比較を手
がかりとして、文学の展開とその奥行きの深さを
考える機会とする。

●哲学
人間が自然環境や社会をどのように認識し、受容
あるいは対置などの思考や行動の原理としてきた
かについて、帰納や演繹といった論理的な思考、
分析的あるいは包括的・構造的な認識の方法、
倫理や道徳の課題など、我々が人間である限り
避けて通れない論理、認識、知識等にかかる問題
を取り上げ、こうした問題を先人たちはどのように
考えたかを解説し、我々自身が今日に生きて出会
う様々な問題をどのように考えたらよいかを学ぶ。

●心理学
この講義では、「心のはたらきに関する科学」とし
ての心理学が、人の心についてどのように考え、
何を問題にし、それらについてどのような手法で
研究しているのかについて講義する。人の心に
関する多面的、客観的な視点を養うことがこの
講義の目標となる。主に、人の情報処理（認
知）、発達、性格、心理臨床などの基礎的なトピ
ックにおける最新の知見について、社会的な事
象と関連づけながら概観する。また、簡単な心理
実験や質問紙調査の演習をあわせて実施する。

●宗教学
人類のあらゆる文化や歴史の広がりの中で、基
本的な宗教の概念および定義やその意味、宗
教形態に関する概要を概観し、それらを踏まえて
宗教が持つ本来の役割とは何かを考察する。あ
わせて、日本人のものの見方や行動様式につ

いて、それがいつ、どのように成立し、また変容し
ていったのかについて、具体的な事例を挙げな
がら考察する。特に日常生活に密着した年中行
事や人生儀礼、地域社会と人々の関わりを考え
る。また、現代社会における宗教紛争やカルト、
生命倫理問題などにも言及する。

●歴史学
歴史学について、その全般を学ぶ。歴史学の科
学的手法を前提に、「史料」から歴史像がいかに
導き出されるかを、具体例をもとに講義していく。
歴史学の分野について、政治外交史・社会経済
史・文化芸術史などがあることを紹介し、時代区
分として、古代・中世・近代などがあり、空間的に
は、地域史・一国史・人類史など、様々な歴史叙
述の形態が存在することを論じる。文化の多様
性と人類の文化芸術活動の背景となった社会
の歴史的なあり方に重点をおいて講義する。

●文化人類学
諸社会の社会構造、価値観、社会的行為など、
文化の諸局面にみられる多様性を示すととも
に、文化の差異の根底に横たわる普遍性につ
いても論じる。世界にはいかに多様な「当たり
前」があるかを認識し、自文化を絶対視せずに
異文化を理解するための基本的な視角が身に
つくように解説する。文化人類学の学説史上の
主な展開についても概説し、同時代を生きる地
球上の人々と意思疎通する時に求められる文
化的背景の捉え方について考察する。

●日本文化論
人々の日々の生活から生み出された事象すべて
を文化と捉え、日常生活に密着した年中行事や
人生儀礼、あるいは衣食住の特徴、動植物との
関わりなどを文化の事例として取り上げる。か
つ、文化は時間的にも空間的にも社会的にも
一様ではないという観点に立ち、日本人のもの
の見方や行動様式が、いつ、どのように成立し、
また変容していったのかについて考察する。そ
の際、東アジアをはじめとする諸外国との比較
や文化移入のあり方をみることによって、より日
本文化の特徴を明らかにしていく。

●静岡学
本学が立地する静岡県、ならびにその近隣地域
について、歴史、地理、文化、社会、政治、経済な
どの多面的なアプローチで学ぶ。特に、静岡県と
その周辺地域の置かれた地理的条件、歴史的
発展の経緯や、地域産業の特性、自治体のビジ
ョンなどについて、各々の専門の講師による講
義も交えながら、本学と地域との連携による学習
や実践にもつながるような知見を身につける。

●文明と観光
訪日外国人観光客の関心 は、 その人の生活域や
いわゆる文明圏によって異なる。例えば、東アジア
 から訪れる人の多く は、アジアの中でいち早く近代
化した日本像を求める と言われる。 他方 、ヨーロッ
パ からの人なら、 情報化時代にもかかわらず、エキ
ゾチックな 世界 を期待して訪れる ことも少なくない 。
この講義では、 まず 「文明」と「観光」の概念 が多
様であることを概観し、 その上で現代の日本や地域
に望ましい 「 文明 」 を考えつつ、「 観光 」 を論じる。

●ユーラシア文明論
ユーラシア大陸で興亡した西アジア文明、南アジ
ア文明、ヨーロッパ文明、東アジア文明といった諸

文明を、地域的・時間的に広く展望しながら、日本
語で「文明」と言い表されている現象を理念的に捉
え直す。特に、時間的に先行し、地域的にも中心の
位置を占める西アジア文明に焦点を当て、古代オ
リエント文明を取り上げ、それがイスラーム文明やヨ
ーロッパ文明に継承されていく過程を論じる。

●法と社会
この授業では、「法」について学ぶにあたって必
要となる基礎的な知識や、法的思考力・法的判
断力を習得することを目的とする。法とは何か、法
の適用・解釈、法の分類についての概説を経て、
犯罪と法、家族と法、財産と法、労働と法など、法
が規律する社会のさまざまな場面ごとに、関連す
る法制度をより具体的に検討することで、社会に
おいて法の果たしている機能を明らかにしていく。

●経済学基礎
現代社会で生きていくためには経済現象に関す
る深い理解が不可欠であり、その経済現象を正
確に理解・分析するためには経済理論の知識が
どうしても必要である。この授業では、全体として
経済理論の前提となる経済に関する知識の習
得に主眼を置く。具体的には、文化政策の理解
に不可欠な市場メカニズムや市場の失敗を扱う
ミクロ経済学、景気・失業・物価・金融・為替レー
トなどを扱うマクロ経済学の基礎を講義し、経済
理論や経済政策の学習への橋渡しを行う。

●現代の国際社会
「現代の国際社会」の特質を把握するために
は、国際社会の歩みについて深く理解すること
が重要である。この授業では、21世紀の国際
社会が直面する諸問題の歴史的理解を深める
ことを目的に、第二次世界大戦後の国際政治
の歩みを概観する。この分野は、関連する一次
資料の公開や発見とともに通説が見直され、議
論の継続する分野でもある。入門的な知識の
習得と同時に、最前線で行われる研究方法の
一端に触れることも授業の目標とする。

●現代社会と教育
現代社会と教育の関係について、主に教育社
会学の研究視角から、問題の所在を明らかに
し、これからの社会における教育のあり方を考え
る。具体的には、「いじめ問題」「不登校問題」
「ひきこもり問題」等の教育問題について、「子
どもの社会化」という観点を中心にして、家庭教
育・学校教育・社会教育等の教育環境の課題
と可能性を明らかにする。各種映像資料の提
示や受講生による報告・討議等を多く取り入
れ、教育に関する受講生自身の考えを拡張させ
深化させたいと考えている。

●社会学概論
社会を「人間がつくりだす人と人とのつながり
（関係）」とするならば、この関係性を維持するた
めには「規範」がなくてはならない。社会学は、こ
うした規範が所与のものとしてあるのではなく、
社会によってつくり出されたものであり、この規
範が当たり前や常識として個人に刷り込まれて
いくと考える。つまり、社会学では、個人は社会
によって決定されるという前提に立つのである。
そこで、この授業では、こうした規範を問い直す
ことによって社会の成り立ちや仕組みを考え、
社会学の基本的・基礎的な考え方を習得する。

●社会調査論
社会について科学的に情報を得る（知る）方法
の基礎を学ぶ。まず社会調査の意義と主要な方
法について学び、次に方法論について理解し、そ
の後、質問紙法、面接法、観察法、内容分析など
の具体的方法とその特徴を学ぶ。方法の技能を
学ぶだけでなく、調査目的と対象により最も適切
な方法が選べるよう、調査の特性と限界について
も解説する。最終的には、実際に使われている
様々な社会調査の信頼性と長所・短所を評価し、
かつ基本的な調査を自ら実施できるようにする。

●情報社会論
現代社会はIT化の進展に伴いそのメディア環
境を大きく変容させ、それにより生じた高度情報
化社会は私たちの日常生活や文化にも大きな
影響を与えている。この授業では、こうした高度
情報化がもたらした社会の諸現象に着目し、そ
の特質や問題点を理解することを試みる。さら
にその理解に基づき、情報化が進展していく社
会における人々の行為やコミュニケーションの
あるべき方向性を考察し、その社会において生
活していくことの可能性や倫理を検討する。

●人権論
この授業では、現代社会において生じている、
あるいは未解決のままに残されているさまざまな
問題を、私たちの「人権」にかかわる問題として
認識し、それらについて理解を深めることを目的
とする。そもそも人権とは何かについての総論
的な概説を経て、個々の問題・事例について、
国内外の状況に目を向けながらより具体的に
検討することで、現代社会において目指すべき
人権保障のあり方を考察する。

●数学概論
本講義では、大学の授業で必要となる数学の
基礎を学ぶことを目的とする。高等学校で学ん
だ内容を発展させて、数学における基本的な概
念や原理・法則の理解を深め、数学的･論理学
的な見方や考え方の良さを再認識し、事象を数
学的に考察し処理する能力を高めることを目標
とする。同時に、様々な社会問題やデザインに
おける課題を解決する際に要求される論理的
思考力を身につけていく。

●統計学基礎
統計は自然科学ではもちろんのこと、社会科学
でも基本となる知識である。さらに、社会制度が
複雑化し、情報量が急速に増加している現代
社会を生きる市民にとって、統計の知識は、企
業の広告や宣伝、自治体や国の政策、そして調
査研究などの正しさや信頼性を判断するために
必須の教養ともいえる。そのために、統計の初
心者を対象に、平均やばらつきの意味などから
始めて、データの読み方や統計手法についての
基礎的な知識を、テレビの視聴率や選挙の出
口調査などの具体的な事例を用いながら、わか
りやすく説明する。

●食と健康 
我が国は世界トップレベルの長寿国である。この
要因として医学の進歩や衛生状態の改善が挙
げられるが、日々の食事内容も健康と寿命に密接
に関係している。栄養バランスに優れた日本食は
米を主食とし、魚介類と野菜を副食とし、大豆や

穀類で作った醸造品を調味料とする和食が原点
である。しかしながら、洋風化が進んだ現代の食
生活の中では、肥満、高血圧、糖尿病、脳・心疾
患、アレルギー、がんといった生活習慣病で苦しむ
人が増えて、医療費の増加が国家財政を脅かす
状況になりつつある。ここでは、食生活と生活習
慣病の関係および予防策を学び、健康長寿を達
成するための基本を身につけることを目的とする。

●科学技術論
現代社会のさまざまなシステムやモノには科学
技術が不可欠であることを前提に、科学技術が
広範かつ深遠な影響を人間社会に与えている
ことの認識を深めて、現実の科学技術を正しく
理解する力を養うことを目的とする。今日に至る
科学技術の発達経緯を概観する中で、現代の
科学技術の特質・潮流を考察するとともに、科
学技術と社会との関係の中で生ずる摩擦や諸
問題など、科学技術を取り巻くさまざまな環境変
化について検討する。

●エコロジカルデザイン
今の地球の現状を知り真実のエコとライフスタ
イルを見つめ直し、地球の未来のために各自が
今できることを考え、エコロジカルな考え方やも
のの見方を自分の生活・設計に活かしていく手
法を習得する。映画『不都合な真実』や『水の
世紀』などの現在、まさに起こりうる地球環境問
題、エコハウスやエコキャンパスなどのエコロジ
カルなデザイン手法、ビフォーアフターやスマート
ライフなどの現世代に内包された課題の解決、
海底都市や空中都市などの近未来的デザイン
を通したノスタルジーなどについて、幅広く学ぶ。

●スポーツ科学
スポーツ科学の基礎的な知識である、医学や健
康科学、解剖生理学といった幅広いインテリジ
ェンスを習得し、運動をすることの人体のメカニ
ズムと、運動をすることによる人体への影響とに
ついて考察する。具体的には現代の高齢社会
に求められているスポーツのあり方や、それぞれ
の年齢や体力、健康増進や生活習慣病予防な
どの目的に応じてトレーニングの方法を運動生
理学、トレーニング科学の視点から解説する。

●音楽と社会
音楽は社会と密接に関わり、新たに生成され、
変化していく。こうした音楽と社会のダイナミック
な関わりを考察するために、19世紀後半から20
世紀にみられた大衆社会の形成、市場経済の
成長、マスメディアの発達という視点から、アメリ
カを中心に発展していったポピュラー音楽と日
本のポピュラー音楽について概観することが、
本講義の狙いである。なおこの講義では、ラグタ
イム、ジャズ、ブルース、リズム＆ブルース、ロック、
フォークなどの多様なジャンルを取り上げる。

●芸術と社会
人間にとって芸術とは特別な意味を持つもので
ある。この科目では、人間の行う表現行為がど
のように芸術というものに形づくられていくのか、
芸術が人間にとってどのような意味を持ち、また
どのように展開するのかについて、芸術の多様
なジャンルの中から具体的な事例を示しながら
考察する。さらに、人間の表現が時代や場所の
異なるところで様々な展開を遂げ、現在のように

豊かな様相を見せている状況を、芸術諸分野に
おける最新の情報を交えつつ概観する。

●色彩・形態論
デザイン分野に応用される色彩と形態の基礎
について、自然、絵画、人工物など多様なデザイ
ン事例を取り上げ、様々なデザイン分野におけ
る色彩と形態の適用事例に接することで、その
機能や役割を理解する。基本的な属性や視覚
特性、意味作用に加え、色彩見本を使用し、色
相、明度、彩度による色の伝達方法、配色手
法、および色彩心理学などを学習する。さらに、
近年対応が重視されるカラーユニバーサルデザ
インについても学ぶことで、実務における実践
的な活用方法や構成手法などについて学ぶ。

●映像メディア論
TV、PC、タブレット、スマートフォン等を通して
日々膨大な量の映像を消費する現代社会。多
彩で刺激的な表現を競うように変貌を続ける映
像メディアの可能性と問題点を、包括的に検証
する。映像メディアの変遷とそれに同期して人
間自身の内部で進行している変化に着目し、〈メ
ディアは身体性の拡張である〉という視点から、
近未来へ向けた人とメディアの関係性について
考察する。視聴覚資料を効果的に使用し、学生
自身が感じ、考えながら問題意識を深めてゆくた
めの授業構成を目指す。

●空間とデザイン
「空間」とか「デザイン」とかいう言葉を用いる
時、その言葉はどのようなことを意味しているの
か、具体的な事例を提示しながら考えていく。そ
して、「空間をデザインする」ということは自然や
人間社会に対してどのような役割を担っている
のか、その楽しさや重要性を学ぶ。空間デザイン
を理解することによって、空間は生活の中の
様々な時間を創造してくれることに気づき、その
要因の歴史的背景や現代における表現手法を
読み取る感覚を育てる。

●ユニバーサル/インクルーシブデザイン概論
全ての人が住みやすい社会をつくるには、一般
には多数派とされている健康な成人だけでなく、
子どもや高齢者、そして障害者を含めた多様な
人の存在を意識しなければならない。どんなに異
質であっても社会的な活動から排除されないよ
うにすること、これは世界的な合意であり、また
教育から就労、そしてレジャーなどの活動に至る
まで、あらゆる場面で保障されなければならない
人間としての権利である。それをできるだけ特殊
解でなく一般解として実現すべく、製品から構築
環境、そしてサービスなどのソフトな仕組みに至
るまで、あらゆるもののあり方を考える。

●デザイン史
デザインの歴史を俯瞰することで、近代デザイン
の成立から現在に至るまでの主要な出来事や
知識、社会における役割を学ぶ講義である。受
講者は、科学技術、産業、政治経済、芸術など
先端的または広範な人間の営みと文化が、
様々な時代でどのようにデザインと結びつき、ど
のようなものが作られたか、それらにどのような意
味があるのかを探究し、デザインの世界に私た
ちの生活から切り離せない幅広さと社会的意義
があることを考察する。

導入教育

教養 人文科学

教養 社会科学

教養 自然科学

教養 芸術・デザイン
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全学科目概要

●英語コミュニケーションⅠA
高校までに習得した英語の語彙、文法、表現を
基礎として、「聞く・話す」ための運用能力を高め
ることを主な目的とする。聞く面では、自然な速さ
の平易な英語を大量に聞き、その概要および特
定の具体的な情報を聞き取れるようになることを
目指す。また、話す面では、これまで学習してきた
英語の基礎的な言語知識を使って、特に自分の
経験や関心のある具体的なトピックについて積
極的に話し、会話を続けることができるようになる
ことを目指す。そのため、少人数での授業を行う。

●英語コミュニケーションⅠB
高校までに習得した英語の語彙、文法、表現を
基礎として、「読み・書く」ためのさらなる知識と運
用能力を高めることを目的とする。読解能力を高
めるために、必要に応じて辞書を利用しながら比
較的幅広い分野の英文を大量に読み、その概要
と具体的な情報を読み取れるようになることを目
指す。また、書く面では、既習の基礎的な英語を
広く使ってまとまりのある文章が書けるようになる
ことを目指す。そのため、少人数での授業を行う。

●英語コミュニケーションⅡA
英語ⅠAで身につけた「聞く・話す」ための運用
能力をさらに伸ばすことを目的とする。自然な速
さの英語で話される内容を聞き取り、同時に、そ
の情報を自分自身の考えと照らし合わせながら
内容を理解できるようになることを目指す。また、
授業で扱うトピックに関して、英語で自分の考え
をまとめ、その内容を話せるように繰り返し練習
することで、英語による情報のやり取りが滞りな
くできるようになることを目指す。

●英語コミュニケーションⅡB
英語ⅠBで身につけた「読み・書く」ための運用
能力をさらに伸ばすことを目的とする。様々なトピ
ックの英文を、文章の構成を意識しながら読み、
複数の視点の相違点や共通点を考慮に入れ
ながら、自分自身の解釈ができるようになること
を目指す。また、新しく出会う英語の語彙や表現
などに気をつけながら、今までに身につけた英語
の知識をベースに辞書を適切に使いこなし、自
分の考えをできる限り詳しく英語で書くことがで
きるようになることを目指す。

●英語コミュニケーションⅢA
英語を「聞く・話す」面の発展的な力を養うことを
目的に、授業はすべて英語で行う。一般的な分
野からニュースなど幅広いトピックについて言語
的な調整がなされていなくても、話者の意図が
理解できるようになることを目指す。また、現代の
問題など一般的に関心の高いトピックであれ
ば、自分自身が調べた情報の詳細を提供し、関
連する自分の考えをできる限り正確かつ流暢に
表現し、議論できるレベルを目指す。

●英語コミュニケーションⅢB
英語を「読み・書く」面の発展的な力を養うこと
を目的とする。一般的な内容から、新聞記事や
レポートなどの専門的記事までの英文の概要を
素早く読み取り、状況に応じて深く読む必要が
ある場合は読む速さや読み方を変えながら正確
に読めるようになることを目指す。また、自分の
専門分野であれば、情報の正確さ、感情の度合
いなど、ある程度複雑な英語表現を身につける

と同時に、それらを用いて適切な英文を書くこと
ができるようになることを目指す。

●英語コミュニケーションⅣA
英語ⅢAで学んだ英語を「聞く・話す」面の流暢さ
と正確さをさらに高めることを目的に、主として英語
によるディスカッションやディベートを通して学ぶ。
一般的に関心の高い分野から複雑なトピックまで
を扱い、英語を通して自ら情報を収集し、それらを
一定の観点で展開し、明瞭な論理的な構成を持
って英語で発表するとともに、話し相手の英語を
正確に理解しながら、かなり詳しく議論し適切な結
論に達することができるようになることを目指す。

●英語コミュニケーションⅣB
英語ⅢBで学んだ英語の「読み・書く」力を専門
的な分野を扱えるレベルまで高めることを目的と
する。専門的記事から文学作品や論文まで長く
複雑な内容を、文体の違いを認識しながら深く理
解し読めるようになることを目指す。そして、複雑
な手紙、説明文、レポート、報告記事、批評、論
文などを、論理的に明確な構造で、読み手に議
論のポイントや重要な点がわかるように、明瞭か
つ適切な文体で書けるようになることを目指す。

●マルチメディア英語Ⅰ
ＬＬ教室で、擬似体験型の英会話トレーニングソ
フトを使い、スピーキング能力、リスニング能力、
コミュニケーション能力の増強をはかる。正しい
発音とイントネーション、流暢さ、会話によく使わ
れる表現、言い回し等を身につける。内容的に
は、「海外渡航に使う英会話」を学ぶが、会話
表現と同時に英米の文化や生活習慣も学ぶ。
学期の最後の授業では、クラスメートとペアにな
って自由に英語のスキットをつくり、英会話を楽
しむことでコミュニケーション能力を伸ばす。

●マルチメディア英語Ⅱ
ＬＬ教室で、擬似体験型の英会話トレーニングソ
フトを使い、スピーキング能力、リスニング能力、コ
ミュニケーション能力の増強をはかる。正しい発
音とイントネーション、流ちょうさ、会話によく使わ
れる表現、イディオムを身につける。内容的には、
「日常生活に使う英会話（基礎編）」を学ぶが、
会話表現と同時に英米の文化や生活習慣も学
ぶ。学期の最後の授業では、クラスメートとペア
になって自由に英語のスキットを作り、英会話を
楽しむことでコミュニケーション能力を伸ばす。

●マルチメディア英語Ⅲ
ＬＬ教室で、擬似体験型の英会話トレーニングソ
フトを使い、スピーキング能力、リスニング能力、
コミュニケーション能力の増強をはかって、グロ
ーバル人材にふさわしい英会話能力を身につけ
る。正しい発音とイントネーション、流暢さを身に
つけ、自発的な自由会話力を伸ばす。内容的に
は、「日常生活に使う英会話（応用編）」を学
ぶ。学期の最後の授業では、クラスメートとペア
になって自由に英語のスキットをつくり、大学生
として内容のある英会話を楽しむ。

●ビジネス英語Ⅰ
グローバルなビジネス社会で活用されているビジ
ネス英語と文章作成方法の基礎を身につけ、国
際的なビジネスの現場で通用する英語能力を身
につける。具体的には、英文レターの形式、ワン
レターワンサブジェクトの原則、句読点の慣用、レ
ターの折りたたみ方など商用英文レターの基礎

知識を中心に学習する。次に、ビジネス社会でよ
く使われている英語ビジネス文章の例文の学習
と分析、それらを活用して学生が自分で書いた文
章の分析、間違った表現の訂正作業などを通じ
て実践的な英文レターの書き方を習得する。

●ビジネス英語Ⅱ
ビジネス英語で実務レベルでさらに実践的な文
章作成法を学ぶとともに、海外・国内で外国人
と交流する際に必要なマナーを身につける。具
体的には、いくつかの実務状況を設定して学生
に英文レターを作成させ、それらを分析しながら
効果的なレターの書き方、論旨の進め方を習得
する。さらに、外国人と交流する際の常識的なマ
ナー、文化や習慣の違いからくる注意点、儀礼
（プロトコール）、およびそれらの場合の英語表
現を、実践的な場で使えるような学習を目指す。

●中国語コミュニケーションⅠA
中国語の難点とされる発音を十分に練習し、単
語の発音をベースに、ローマ字表記（ピンイン）を
見て正確に発音できるようにする。漢詩や中国語
の歌を適宜取り入れ、中国語の発音とリズムに
慣れていく。また、日本語の常用漢字と異なる中
国語の簡体字に習熟する。文法については、中
国語の基本的構文パターンの習得を中心に、文
法の仕組みを学び、簡単な文章を読み、基礎的
な文を組み立てる能力を伸ばしていく。文法項目
が単なる項目の羅列に終わらないよう、折に触れ
て復習を行い、体系的に把握できるようにする。

●中国語コミュニケーションⅠB
平易なテキストをもとに、基本文法、よく使う文
型、日常生活で使用される頻度の高い中国語
の言い回し（センテンス）を中心に学習する。さら
に、CD・テープなどの聴取訓練、また教員と学
生、学生相互の対話練習を繰り返すことで、基
本文法の習得とともに、「聞く、話す」能力をバ
ランスよく身につけ、暗唱テストを適宜取り入れ
ることで運用能力を高める。基礎的な聞く・話す
能力を活かし、挨拶から始まって、簡単な自己紹
介と日常会話ができることを目標とする。

●中国語コミュニケーションⅡA
中国語コミュニケーションⅠに引き続いて、文法に
重点を置き、テキストに基づき、複合的な中国語
文の構造について学んでいく。テキストに出てい
る中国語文を日本語に翻訳し、そして日本語から
再び中国語に翻訳することを重ねて、文法の運
用能力を高める。中国語の仕組みの全体を徐々
に把握するとともに、平易な雑誌・新聞記事等の
読解を試みる。基礎的な文法と雑誌、新聞記事
の情報を基にした簡単な作文ができるよう練習を
重ねていく。これらの学習を通じて、中国の社会
や文化に対する理解も同時に深める。

●中国語コミュニケーションⅡB
中国語コミュニケーションⅠに引き続いて、語彙力を
高めつつ、より複雑な中国語の言い回し（センテン
ス）を習得する。テレビ・ビデオなどの視聴覚教材を
適宜取り入れ、運用能力を高める。テキストの音読
練習を十分行ったうえ、テキストと視聴覚教材の内
容を踏まえてテーマを設定し、教員と学生、学生相
互の対話練習を重ね、より実用的な会話能力・ヒ
アリング能力の育成を図る。これらの学習を通じて、
中国の社会や文化に対する理解も同時に深める。

●中国語コミュニケーションⅢA
中国語コミュニケーションⅠ、Ⅱで身につけた文
法の運用能力を高め、より高度な語彙と複雑な
表現で構成される中国語の文章を解読する。
文法の解説はテキストに基づいて行うが、文法
の理解を深め、運用能力を高めるために、毎回
の授業でテキスト以外の文法書から関連する
文法の宿題を出す。また、中国の政治・経済・文
化・社会に関する中国語の新聞・雑誌記事を適
宜授業に取り入れ、辞書を引きながら新聞・雑
誌を概ね理解できるレベルを目指す。

●中国語コミュニケーションⅢB
中国語コミュニケーションⅠ、Ⅱで中国語の正しい
発音とリズムを習得した学生に対し、授業では、
テープ・ＣＤなどの視聴覚教材を積極的に利用
し、ヒアリング能力のさらなる向上を図る。また、
中国の政治・経済・文化・社会に関する中国語
の新聞・雑誌記事の内容からテーマを決め、教
員と学生、学生相互の対話練習を重ね、スピー
キング能力の向上を図る。与えられたテーマで学
生が自分から積極的に発話できるよう練習し、コ
ミュニケーション能力の向上を目指す。

●中国語コミュニケーションⅣA
中国語コミュニケーションⅢAに引き続いて、高度
かつ豊富な語彙と複雑な表現を身につけながら、
さらに高度な中国語の文章を読解していく。語彙
や表現を深め、高度な文法を確実にするため、中
国語コミュニケーションⅢAと同様に、毎回の授業
でテキスト以外の文法書から関連する文法の宿
題を出す。中国語ニュースの内容を適宜授業に
取り入れ、それを解読するとともに簡単なコメントや
感想文を正確に書けるように目指す。単に、知識
としての言葉ではなく、現代中国社会を理解する
ツールとしての中国語の習得に特に重点を置く。

●中国語コミュニケーションⅣB
中国語コミュニケーションⅢBに引き続いて、授
業では視聴覚教材を積極的に利用し、中国語
のニュースを適宜取り入れることでより高いレベ
ルのヒアリング能力を育成する。また、中国の政
治・経済に関するニュースの内容からテーマを
設定し、教員と学生、学生相互の対話練習を重
ねていき、特定のテーマをめぐって比較的論理
的に会話できるようにする。単に、知識としての
言葉ではなく、現代中国社会を理解するツール
としての中国語の習得に特に重点を置く。

●マルチメディア中国語
ＬＬ教室を活用し、各種視聴覚教材を取り入れ
ながら、まず中国語の正しい発音を徹底する。そ
れから語彙力、ヒアリング能力の向上を図りなが
ら、日常生活の様々な場面に応じた会話表現を
学び、自然な生活中国語を習得する。中国語で
の学生相互の対話練習を極力進める形で、感
覚的に中国語を捉えられるようにすることを目標
とする。また、関連する視聴覚教材から宿題を出
し、学生が授業以外でも発音の練習、語彙力の
強化、ヒアリングの訓練をするよう促す。

●ビジネス中国語Ⅰ
日中ビジネス習慣の違いを理解しつつ、ビジネス
場面で使用する中国語の語彙と言い回しを習
得し、一般的なビジネス会話の基礎をしっかり身
につける。ビジネスシーンのある視聴覚教材を
適宜取り入れることで、ヒアリング能力の向上を
図りつつ、特定のビジネスシーンをテーマにし、

教員と学生、学生相互の対話練習を重ねてい
く。さらに、ビジネス文章を作成する基礎知識を学
び、商用メールやレターの書き方を練習し、実用
的なビジネス中国語を身につけるよう目指す。

●ビジネス中国語Ⅱ
日中ビジネス習慣の違いへの理解を深めつつ、ビ
ジネス場面で使用する中国語の語彙力をさらに
高め、ビジネス関連の言い回しを正確に言えるよ
うにする。商談の実例をテキストとして使用し、ア
ポイントの取得から、コミッションの相談、事業提
案などさまざまなテーマに応じてビジネス中国語を
習得する。リアルの商談に基づく授業を通じて、
中国ビジネスの現場を体験し、ビジネスで求められ
る高度なコミュニケーション能力の育成を目指す。

●日本語コミュニケーションⅠA
社会で役立つ日本語コミュニケーション能力を
身につけることを目指す。人との距離や相手の
立場に配慮した、円滑なコミュニケーションがで
きるようにする。具体的には、リスニング、作文、
ロールプレイなどを通して、社会に出て必要とさ
れる、迅速でかつ正確な会話、そして、論理的な
コミュニケーションスキルを身につけていく。ま
た、日本人の常識、マナー、距離の取り方も勉
強していくことで、異文化理解も行っていく。

●日本語コミュニケーションⅠB
日本語による高度な読解力を身につけることを目
指す。学術的な書物や論文を読解するために必
要な、語彙力の向上、要点把握、正確で詳細な内
容把握のストラテジーやスキルの向上を目指して
いく。さらには、批判的かつ論理的な表現で発言
するために必要なコミュニケーションスキルも身に
つける。また、日本文化を中心とした日本事情につ
いても学んでいく。様々な日本事情を取り上げるこ
とで、日本人と日本社会を理解する契機とする。

●日本語コミュニケーションⅡA
ビジネス場面に即した日本語コミュニケーション能
力を身につけることを目指す。実践的なビジネス
会話、ビジネス文書作成、ビジネス知識、ビジネス
マナーなどビジネスライフにおけるコミュニケーショ
ンスキルとビジネスライフの基礎を総合的に学
ぶ。特に、ビジネス場面に応じた敬語使用や語の
選択について重点的に学習し、ビジネスに対応で
きる日本語表現力を身につけていく。ロールプレイ
を取り入れ実践的に学んでいく講義である。

●日本語コミュニケーションⅡB
優れたレポ－ト作成能力を身につけることを目指
す。具体的には、論理的表現、客観的表現、根
拠、引用方法、また、レポート構成などといった、
より高度なライティングスキルを身につけていく。
講義では、必要な文章表現技法を解説し、その
後に、受講生がその演習と反復練習を行い、ラ
イティングスキルを高めていく。実際に多くのレ
ポートを取りあげ、それらを読み、参考にすること
でスキルアップを図っていく。

●地域連携演習A・B
地域での実践的な活動を通して地域の特質や
地域課題について理解するとともに、地域のネ
ットワークの中に身を置いて現実社会と関わり

ながら学ぶ意義を理解する。外国人児童・生徒
の学習支援、国際理解や芸術活動体験のワー
クショップ、地元自治体や商工団体との連携イ
ベント等、地域連携型の特色あるメニューを複
数用意するが、年間を通じての現場での活動や
集中型のイベントなど、週１コマの授業形態にこ
だわらず柔軟に展開する形態を取る。

●自主課題演習A・B
多文化共生やユニバーサルデザイン、文化芸術
等の広範な領域において、特定のテーマを定め
て大学内外の組織や団体等と連携して行う実践
的な活動を通して学ぶ。教員の特別研究費やイ
ベント・シンポジウム開催費でのプロジェクトに組
み込まれた学生の活動のみならず、学外でのデ
ザインイベントや文化芸術イベント、海外での
NPO・NGO活動等のように、学生自身による自
主的な企画・イベント等についても、一定の条件
を満たすものについては単位認定の対象とする。

●企画立案演習A・B
政策策定やプロジェクトの企画、立案のプロセ
ス、合意形成や情報発信の手法を学び、卒業
後に社会で活躍するためのキャリア形成に資す
ることも含めた実践的な知識とスキルを身につ
けるための演習である。受講生数人からなる小
グループによる作業を基本とし、多文化共生、ユ
ニバーサルデザイン、アートマネジメント、地域の
課題解決などの領域を中心に、課題の抽出や
設定から、実施の方法、成果の評価、プレゼン
テーションなどについて、実社会でのワークショ
ップやタスクフォースといったオン・ザ・ジョブ・トレ
ーニング方式を応用した総合的な演習とする。

●スポーツ活動A
生涯にわたりスポーツを生活の中へ取り入れて
いくことができるよう、健康・体力問題に関する
専門的な知識を習得し健康マネージメントを確
立できることを目的とし身体活動の意義につい
て実践を通して理解する。主にラケットを使用し
た種目、卓球、硬式テニス、バウンドテニスを通
してコミュニケーションスキルを学び、自発的に
人と関わろうとする機会を提供する。

●スポーツ活動B
スポーツや健康・体力に関する各人の興味と関
心をより深く掘り下げることを目的とし対人交流な
らびに円滑なチーム運営方法の学習に基づき集
団スポーツの特性を理解する。主にバドミントン、
バレーボール、ネットスポーツ、バスケットボール、フ
ットサルを実施することでチームの成員が協力し
て行動するための、戦略、組織運営を習得する。

●特別共同授業A・B・C
ふじのくに地域・大学コンソーシアムの「西部地
区共同授業」、「短期集中単位互換授業」等の
単位認定科目とする。「西部地区共同授業」は、
静岡県西部地域の7大学協力のもと、各大学の
教員によりオムニバス形式の共同授業を行う。
「短期集中単位互換授業」は、静岡県内の地域
資源等に関するテーマで短期集中授業（フィー
ルドワークを含む）を行う。実施単位認定校から授
与された単位を本授業の単位として認定する。　
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必修外国語 中国語
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スポーツ活動

総合

実践演習



全学科目概要

●英語コミュニケーションⅠA
高校までに習得した英語の語彙、文法、表現を
基礎として、「聞く・話す」ための運用能力を高め
ることを主な目的とする。聞く面では、自然な速さ
の平易な英語を大量に聞き、その概要および特
定の具体的な情報を聞き取れるようになることを
目指す。また、話す面では、これまで学習してきた
英語の基礎的な言語知識を使って、特に自分の
経験や関心のある具体的なトピックについて積
極的に話し、会話を続けることができるようになる
ことを目指す。そのため、少人数での授業を行う。

●英語コミュニケーションⅠB
高校までに習得した英語の語彙、文法、表現を
基礎として、「読み・書く」ためのさらなる知識と運
用能力を高めることを目的とする。読解能力を高
めるために、必要に応じて辞書を利用しながら比
較的幅広い分野の英文を大量に読み、その概要
と具体的な情報を読み取れるようになることを目
指す。また、書く面では、既習の基礎的な英語を
広く使ってまとまりのある文章が書けるようになる
ことを目指す。そのため、少人数での授業を行う。

●英語コミュニケーションⅡA
英語ⅠAで身につけた「聞く・話す」ための運用
能力をさらに伸ばすことを目的とする。自然な速
さの英語で話される内容を聞き取り、同時に、そ
の情報を自分自身の考えと照らし合わせながら
内容を理解できるようになることを目指す。また、
授業で扱うトピックに関して、英語で自分の考え
をまとめ、その内容を話せるように繰り返し練習
することで、英語による情報のやり取りが滞りな
くできるようになることを目指す。

●英語コミュニケーションⅡB
英語ⅠBで身につけた「読み・書く」ための運用
能力をさらに伸ばすことを目的とする。様々なトピ
ックの英文を、文章の構成を意識しながら読み、
複数の視点の相違点や共通点を考慮に入れ
ながら、自分自身の解釈ができるようになること
を目指す。また、新しく出会う英語の語彙や表現
などに気をつけながら、今までに身につけた英語
の知識をベースに辞書を適切に使いこなし、自
分の考えをできる限り詳しく英語で書くことがで
きるようになることを目指す。

●英語コミュニケーションⅢA
英語を「聞く・話す」面の発展的な力を養うことを
目的に、授業はすべて英語で行う。一般的な分
野からニュースなど幅広いトピックについて言語
的な調整がなされていなくても、話者の意図が
理解できるようになることを目指す。また、現代の
問題など一般的に関心の高いトピックであれ
ば、自分自身が調べた情報の詳細を提供し、関
連する自分の考えをできる限り正確かつ流暢に
表現し、議論できるレベルを目指す。

●英語コミュニケーションⅢB
英語を「読み・書く」面の発展的な力を養うこと
を目的とする。一般的な内容から、新聞記事や
レポートなどの専門的記事までの英文の概要を
素早く読み取り、状況に応じて深く読む必要が
ある場合は読む速さや読み方を変えながら正確
に読めるようになることを目指す。また、自分の
専門分野であれば、情報の正確さ、感情の度合
いなど、ある程度複雑な英語表現を身につける

と同時に、それらを用いて適切な英文を書くこと
ができるようになることを目指す。

●英語コミュニケーションⅣA
英語ⅢAで学んだ英語を「聞く・話す」面の流暢さ
と正確さをさらに高めることを目的に、主として英語
によるディスカッションやディベートを通して学ぶ。
一般的に関心の高い分野から複雑なトピックまで
を扱い、英語を通して自ら情報を収集し、それらを
一定の観点で展開し、明瞭な論理的な構成を持
って英語で発表するとともに、話し相手の英語を
正確に理解しながら、かなり詳しく議論し適切な結
論に達することができるようになることを目指す。

●英語コミュニケーションⅣB
英語ⅢBで学んだ英語の「読み・書く」力を専門
的な分野を扱えるレベルまで高めることを目的と
する。専門的記事から文学作品や論文まで長く
複雑な内容を、文体の違いを認識しながら深く理
解し読めるようになることを目指す。そして、複雑
な手紙、説明文、レポート、報告記事、批評、論
文などを、論理的に明確な構造で、読み手に議
論のポイントや重要な点がわかるように、明瞭か
つ適切な文体で書けるようになることを目指す。

●マルチメディア英語Ⅰ
ＬＬ教室で、擬似体験型の英会話トレーニングソ
フトを使い、スピーキング能力、リスニング能力、
コミュニケーション能力の増強をはかる。正しい
発音とイントネーション、流暢さ、会話によく使わ
れる表現、言い回し等を身につける。内容的に
は、「海外渡航に使う英会話」を学ぶが、会話
表現と同時に英米の文化や生活習慣も学ぶ。
学期の最後の授業では、クラスメートとペアにな
って自由に英語のスキットをつくり、英会話を楽
しむことでコミュニケーション能力を伸ばす。

●マルチメディア英語Ⅱ
ＬＬ教室で、擬似体験型の英会話トレーニングソ
フトを使い、スピーキング能力、リスニング能力、コ
ミュニケーション能力の増強をはかる。正しい発
音とイントネーション、流ちょうさ、会話によく使わ
れる表現、イディオムを身につける。内容的には、
「日常生活に使う英会話（基礎編）」を学ぶが、
会話表現と同時に英米の文化や生活習慣も学
ぶ。学期の最後の授業では、クラスメートとペア
になって自由に英語のスキットを作り、英会話を
楽しむことでコミュニケーション能力を伸ばす。

●マルチメディア英語Ⅲ
ＬＬ教室で、擬似体験型の英会話トレーニングソ
フトを使い、スピーキング能力、リスニング能力、
コミュニケーション能力の増強をはかって、グロ
ーバル人材にふさわしい英会話能力を身につけ
る。正しい発音とイントネーション、流暢さを身に
つけ、自発的な自由会話力を伸ばす。内容的に
は、「日常生活に使う英会話（応用編）」を学
ぶ。学期の最後の授業では、クラスメートとペア
になって自由に英語のスキットをつくり、大学生
として内容のある英会話を楽しむ。

●ビジネス英語Ⅰ
グローバルなビジネス社会で活用されているビジ
ネス英語と文章作成方法の基礎を身につけ、国
際的なビジネスの現場で通用する英語能力を身
につける。具体的には、英文レターの形式、ワン
レターワンサブジェクトの原則、句読点の慣用、レ
ターの折りたたみ方など商用英文レターの基礎

知識を中心に学習する。次に、ビジネス社会でよ
く使われている英語ビジネス文章の例文の学習
と分析、それらを活用して学生が自分で書いた文
章の分析、間違った表現の訂正作業などを通じ
て実践的な英文レターの書き方を習得する。

●ビジネス英語Ⅱ
ビジネス英語で実務レベルでさらに実践的な文
章作成法を学ぶとともに、海外・国内で外国人
と交流する際に必要なマナーを身につける。具
体的には、いくつかの実務状況を設定して学生
に英文レターを作成させ、それらを分析しながら
効果的なレターの書き方、論旨の進め方を習得
する。さらに、外国人と交流する際の常識的なマ
ナー、文化や習慣の違いからくる注意点、儀礼
（プロトコール）、およびそれらの場合の英語表
現を、実践的な場で使えるような学習を目指す。

●中国語コミュニケーションⅠA
中国語の難点とされる発音を十分に練習し、単
語の発音をベースに、ローマ字表記（ピンイン）を
見て正確に発音できるようにする。漢詩や中国語
の歌を適宜取り入れ、中国語の発音とリズムに
慣れていく。また、日本語の常用漢字と異なる中
国語の簡体字に習熟する。文法については、中
国語の基本的構文パターンの習得を中心に、文
法の仕組みを学び、簡単な文章を読み、基礎的
な文を組み立てる能力を伸ばしていく。文法項目
が単なる項目の羅列に終わらないよう、折に触れ
て復習を行い、体系的に把握できるようにする。

●中国語コミュニケーションⅠB
平易なテキストをもとに、基本文法、よく使う文
型、日常生活で使用される頻度の高い中国語
の言い回し（センテンス）を中心に学習する。さら
に、CD・テープなどの聴取訓練、また教員と学
生、学生相互の対話練習を繰り返すことで、基
本文法の習得とともに、「聞く、話す」能力をバ
ランスよく身につけ、暗唱テストを適宜取り入れ
ることで運用能力を高める。基礎的な聞く・話す
能力を活かし、挨拶から始まって、簡単な自己紹
介と日常会話ができることを目標とする。

●中国語コミュニケーションⅡA
中国語コミュニケーションⅠに引き続いて、文法に
重点を置き、テキストに基づき、複合的な中国語
文の構造について学んでいく。テキストに出てい
る中国語文を日本語に翻訳し、そして日本語から
再び中国語に翻訳することを重ねて、文法の運
用能力を高める。中国語の仕組みの全体を徐々
に把握するとともに、平易な雑誌・新聞記事等の
読解を試みる。基礎的な文法と雑誌、新聞記事
の情報を基にした簡単な作文ができるよう練習を
重ねていく。これらの学習を通じて、中国の社会
や文化に対する理解も同時に深める。

●中国語コミュニケーションⅡB
中国語コミュニケーションⅠに引き続いて、語彙力を
高めつつ、より複雑な中国語の言い回し（センテン
ス）を習得する。テレビ・ビデオなどの視聴覚教材を
適宜取り入れ、運用能力を高める。テキストの音読
練習を十分行ったうえ、テキストと視聴覚教材の内
容を踏まえてテーマを設定し、教員と学生、学生相
互の対話練習を重ね、より実用的な会話能力・ヒ
アリング能力の育成を図る。これらの学習を通じて、
中国の社会や文化に対する理解も同時に深める。

●中国語コミュニケーションⅢA
中国語コミュニケーションⅠ、Ⅱで身につけた文
法の運用能力を高め、より高度な語彙と複雑な
表現で構成される中国語の文章を解読する。
文法の解説はテキストに基づいて行うが、文法
の理解を深め、運用能力を高めるために、毎回
の授業でテキスト以外の文法書から関連する
文法の宿題を出す。また、中国の政治・経済・文
化・社会に関する中国語の新聞・雑誌記事を適
宜授業に取り入れ、辞書を引きながら新聞・雑
誌を概ね理解できるレベルを目指す。

●中国語コミュニケーションⅢB
中国語コミュニケーションⅠ、Ⅱで中国語の正しい
発音とリズムを習得した学生に対し、授業では、
テープ・ＣＤなどの視聴覚教材を積極的に利用
し、ヒアリング能力のさらなる向上を図る。また、
中国の政治・経済・文化・社会に関する中国語
の新聞・雑誌記事の内容からテーマを決め、教
員と学生、学生相互の対話練習を重ね、スピー
キング能力の向上を図る。与えられたテーマで学
生が自分から積極的に発話できるよう練習し、コ
ミュニケーション能力の向上を目指す。

●中国語コミュニケーションⅣA
中国語コミュニケーションⅢAに引き続いて、高度
かつ豊富な語彙と複雑な表現を身につけながら、
さらに高度な中国語の文章を読解していく。語彙
や表現を深め、高度な文法を確実にするため、中
国語コミュニケーションⅢAと同様に、毎回の授業
でテキスト以外の文法書から関連する文法の宿
題を出す。中国語ニュースの内容を適宜授業に
取り入れ、それを解読するとともに簡単なコメントや
感想文を正確に書けるように目指す。単に、知識
としての言葉ではなく、現代中国社会を理解する
ツールとしての中国語の習得に特に重点を置く。

●中国語コミュニケーションⅣB
中国語コミュニケーションⅢBに引き続いて、授
業では視聴覚教材を積極的に利用し、中国語
のニュースを適宜取り入れることでより高いレベ
ルのヒアリング能力を育成する。また、中国の政
治・経済に関するニュースの内容からテーマを
設定し、教員と学生、学生相互の対話練習を重
ねていき、特定のテーマをめぐって比較的論理
的に会話できるようにする。単に、知識としての
言葉ではなく、現代中国社会を理解するツール
としての中国語の習得に特に重点を置く。

●マルチメディア中国語
ＬＬ教室を活用し、各種視聴覚教材を取り入れ
ながら、まず中国語の正しい発音を徹底する。そ
れから語彙力、ヒアリング能力の向上を図りなが
ら、日常生活の様々な場面に応じた会話表現を
学び、自然な生活中国語を習得する。中国語で
の学生相互の対話練習を極力進める形で、感
覚的に中国語を捉えられるようにすることを目標
とする。また、関連する視聴覚教材から宿題を出
し、学生が授業以外でも発音の練習、語彙力の
強化、ヒアリングの訓練をするよう促す。

●ビジネス中国語Ⅰ
日中ビジネス習慣の違いを理解しつつ、ビジネス
場面で使用する中国語の語彙と言い回しを習
得し、一般的なビジネス会話の基礎をしっかり身
につける。ビジネスシーンのある視聴覚教材を
適宜取り入れることで、ヒアリング能力の向上を
図りつつ、特定のビジネスシーンをテーマにし、

教員と学生、学生相互の対話練習を重ねてい
く。さらに、ビジネス文章を作成する基礎知識を学
び、商用メールやレターの書き方を練習し、実用
的なビジネス中国語を身につけるよう目指す。

●ビジネス中国語Ⅱ
日中ビジネス習慣の違いへの理解を深めつつ、ビ
ジネス場面で使用する中国語の語彙力をさらに
高め、ビジネス関連の言い回しを正確に言えるよ
うにする。商談の実例をテキストとして使用し、ア
ポイントの取得から、コミッションの相談、事業提
案などさまざまなテーマに応じてビジネス中国語を
習得する。リアルの商談に基づく授業を通じて、
中国ビジネスの現場を体験し、ビジネスで求められ
る高度なコミュニケーション能力の育成を目指す。

●日本語コミュニケーションⅠA
社会で役立つ日本語コミュニケーション能力を
身につけることを目指す。人との距離や相手の
立場に配慮した、円滑なコミュニケーションがで
きるようにする。具体的には、リスニング、作文、
ロールプレイなどを通して、社会に出て必要とさ
れる、迅速でかつ正確な会話、そして、論理的な
コミュニケーションスキルを身につけていく。ま
た、日本人の常識、マナー、距離の取り方も勉
強していくことで、異文化理解も行っていく。

●日本語コミュニケーションⅠB
日本語による高度な読解力を身につけることを目
指す。学術的な書物や論文を読解するために必
要な、語彙力の向上、要点把握、正確で詳細な内
容把握のストラテジーやスキルの向上を目指して
いく。さらには、批判的かつ論理的な表現で発言
するために必要なコミュニケーションスキルも身に
つける。また、日本文化を中心とした日本事情につ
いても学んでいく。様々な日本事情を取り上げるこ
とで、日本人と日本社会を理解する契機とする。

●日本語コミュニケーションⅡA
ビジネス場面に即した日本語コミュニケーション能
力を身につけることを目指す。実践的なビジネス
会話、ビジネス文書作成、ビジネス知識、ビジネス
マナーなどビジネスライフにおけるコミュニケーショ
ンスキルとビジネスライフの基礎を総合的に学
ぶ。特に、ビジネス場面に応じた敬語使用や語の
選択について重点的に学習し、ビジネスに対応で
きる日本語表現力を身につけていく。ロールプレイ
を取り入れ実践的に学んでいく講義である。

●日本語コミュニケーションⅡB
優れたレポ－ト作成能力を身につけることを目指
す。具体的には、論理的表現、客観的表現、根
拠、引用方法、また、レポート構成などといった、
より高度なライティングスキルを身につけていく。
講義では、必要な文章表現技法を解説し、その
後に、受講生がその演習と反復練習を行い、ラ
イティングスキルを高めていく。実際に多くのレ
ポートを取りあげ、それらを読み、参考にすること
でスキルアップを図っていく。

●地域連携演習A・B
地域での実践的な活動を通して地域の特質や
地域課題について理解するとともに、地域のネ
ットワークの中に身を置いて現実社会と関わり

ながら学ぶ意義を理解する。外国人児童・生徒
の学習支援、国際理解や芸術活動体験のワー
クショップ、地元自治体や商工団体との連携イ
ベント等、地域連携型の特色あるメニューを複
数用意するが、年間を通じての現場での活動や
集中型のイベントなど、週１コマの授業形態にこ
だわらず柔軟に展開する形態を取る。

●自主課題演習A・B
多文化共生やユニバーサルデザイン、文化芸術
等の広範な領域において、特定のテーマを定め
て大学内外の組織や団体等と連携して行う実践
的な活動を通して学ぶ。教員の特別研究費やイ
ベント・シンポジウム開催費でのプロジェクトに組
み込まれた学生の活動のみならず、学外でのデ
ザインイベントや文化芸術イベント、海外での
NPO・NGO活動等のように、学生自身による自
主的な企画・イベント等についても、一定の条件
を満たすものについては単位認定の対象とする。

●企画立案演習A・B
政策策定やプロジェクトの企画、立案のプロセ
ス、合意形成や情報発信の手法を学び、卒業
後に社会で活躍するためのキャリア形成に資す
ることも含めた実践的な知識とスキルを身につ
けるための演習である。受講生数人からなる小
グループによる作業を基本とし、多文化共生、ユ
ニバーサルデザイン、アートマネジメント、地域の
課題解決などの領域を中心に、課題の抽出や
設定から、実施の方法、成果の評価、プレゼン
テーションなどについて、実社会でのワークショ
ップやタスクフォースといったオン・ザ・ジョブ・トレ
ーニング方式を応用した総合的な演習とする。

●スポーツ活動A
生涯にわたりスポーツを生活の中へ取り入れて
いくことができるよう、健康・体力問題に関する
専門的な知識を習得し健康マネージメントを確
立できることを目的とし身体活動の意義につい
て実践を通して理解する。主にラケットを使用し
た種目、卓球、硬式テニス、バウンドテニスを通
してコミュニケーションスキルを学び、自発的に
人と関わろうとする機会を提供する。

●スポーツ活動B
スポーツや健康・体力に関する各人の興味と関
心をより深く掘り下げることを目的とし対人交流な
らびに円滑なチーム運営方法の学習に基づき集
団スポーツの特性を理解する。主にバドミントン、
バレーボール、ネットスポーツ、バスケットボール、フ
ットサルを実施することでチームの成員が協力し
て行動するための、戦略、組織運営を習得する。

●特別共同授業A・B・C
ふじのくに地域・大学コンソーシアムの「西部地
区共同授業」、「短期集中単位互換授業」等の
単位認定科目とする。「西部地区共同授業」は、
静岡県西部地域の7大学協力のもと、各大学の
教員によりオムニバス形式の共同授業を行う。
「短期集中単位互換授業」は、静岡県内の地域
資源等に関するテーマで短期集中授業（フィー
ルドワークを含む）を行う。実施単位認定校から授
与された単位を本授業の単位として認定する。　
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スポーツ活動

総合

実践演習



文化政策学部科目概要

●音楽文化論
音楽を持たない文化は世界中に存在しない。し
かしその文化ごとに、異なる宗教的、政治的、社
会的背景のもとに音楽は誕生し、世代間継承さ
れ、また新たな文脈の中で新しい音楽が生まれ
ている。本講義では音楽を文化現象として捉
え、様々な時代、様々な国々の音楽を鑑賞しな
がら、その多様性や多彩さの意味を考える。そう
した中で音楽が人間生活とどのような関わりを
もっているかを、文化史的社会史的背景ととも
に考え、さらには現代における多様化した音楽
（的）現象も考察する。

●演劇文化論
人間の営為の現れとしての文化や芸術の中で
も、演劇をはじめとする舞台芸術は特に古い起
源と長い歴史を持っていると言える。舞台芸術
の尽きない魅力とその本質を解き明かすため
に、日本および世界各国において現在もなお上
演され、人々に親しまれているさまざまな舞台芸
術作品を取り上げ、演劇が置かれている社会的
環境や演劇が社会において果たしている役割、
さらにはそれらの現状と今後の展望を考察す
る。授業ではできるだけ多くの映像資料を使用
し、作品に対する理解を深めるようにする。

●視覚芸術論
視覚芸術の意味と可能性を探るために、主とし
て西洋における視覚芸術の発展を振り返り、
「見ること」と「表象すること」の関わりを具体的
作品を例に挙げながら分析的に考察する。ま
た、視覚表現を成立させている要素に焦点を当
て、イメージの持つ機能や力についても考察す
る。視覚の持つ影響力の大きさが人間の思考
と密接に関連しながら社会の中でどのような変
化をもたらすのか、またそれぞれの時代にどのよ
うな影響を与えたのか、具体的事例に照らしつ
つ示す。

●社会思想史
様々な時代や地域における思想を、時代や地
理的背景を踏まえ比較対照しながら論じる。多
様な宗教や古代から中世に至る思想・哲学と社
会、政治、文化・芸術との関係性を考察する。さ
らに、宗教革命、ルネサンス、市民革命、植民地
主義、社会・資本主義などはもとより、近現代の
多様な思想や日本を発祥とする思想についても
論じる。単なる過去の思想史学ではなく、未来
志向の視点や発想を得ることも目標とする。

●市民社会論
市民社会に関する多様な概念や史的展開を概
観する。近年の世界各地における「市民革命」
の実態や世界的な非政府組織の発展を踏まえ
て、グローバルな視点から市民社会と市民の権
利について考える。さらに、発展する多様なボラ
ンティアや公共サービスの一翼を担う非営利組
織（＝ＮＰＯ）の活動についても考察し、文化振
興や新たな市民文化の担い手としての市民ネッ
トワークのあり方を展望する。

●社会心理学
社会心理学は、社会の様々な場面で生じる人
間関係や人間と社会の関わりにおける心理お
よび行動に焦点を当て、その仕組みについて研
究する領域である。この講義では、①他者認

識、自己認識、対人関係、説得、援助、集団・集
合行動、心と文化といった社会心理学の基礎
的トピックについて理解すること、②社会心理
学の研究方法について理解すること、そしてこ
れらを通じて、③現実的な社会的行動につい
て、心理学的な観点から分析する力を養うこと、
を目標にする。

●多文化共生論
民族的・言語的多様性を擁する社会のあり方を
考察する。日本とは異なる伝統的な移民国家や
近年移民の増加が認められる国家の事例を概
観したのち、日本社会における多文化共生のあ
り方を論じる。日本における外国人市民の増加
の歴史的背景を確認した上で、1990年代から
進展しつつある多文化共生の諸施策につい
て、基礎自治体の取り組み事例等を紹介しなが
らその現状と課題を検討する。

●異文化と教育
比較教育学の理論や方法について理解を深め
るとともに、諸外国の教育制度や教育内容など
について学ぶ。また、世界の学校の現状を知り、
教育に関わる世界の人々の思いや願い、知恵
などについて学習する。その上で明治以降の我
が国の教育を見つめ、各国との相違点や類似
点を踏まえ、我が国の教育が進むべき方向につ
いて考察する。さらに文化的背景や言語などの
異なる子どもの増加に伴う国内の教育事情や
課題（外国出身児童・生徒の教育、民族教育な
ど）について学ぶ。

●文化政策概論
芸術文化振興や文化財保護、デザインやコン
テンツ産業などの文化産業振興政策、国際文
化交流、観光政策などをはじめ、広く市民生活
に関わる広義の文化政策について、所管する
各省庁や関連組織等の政策を中心に概観す
る。さらに、学校教育や社会教育の両者を含む
教育制度と文化政策関係、医療・福祉と文化
政策の関係、国と地方の関係等における制度
的な問題も視野に入れながら、地方自治体にお
ける文化政策について、まちづくりの問題ともか
らめて学ぶ。

●非営利セクターの経営
これからの市民社会の担い手とされる民間非
営利組織についての歴史、制度や理論的知
識を身につける。「使命」の重要性やボランテ
ィア、ファンドレイジングの問題等、営利企業の
経営との違いについてドラッカーをはじめとした
近年の非営利経営の理論を踏まえつつ体系
的に学ぶ。その上で、芸術文化やまちづくり等
の分野における活動事例、マネジメント上の課
題などについて概観し、あわせて、政府や営利
企業等との役割分担や連携のあり方について
も検討する。

●地方行政論
本科目では、地域レベルの行政活動や施策を
理解する上で必要となる基礎的な制度・理論や
地方行政の現状について、包括的かつ体系的
に解説を行う。本科目で取り上げる内容として
は、地方自治の理念・制度、地方行政の仕組
み、国・地方の関係、地方自治体の機能・構造、
自治体経営や行政改革等である。また地域が

抱える課題への対応や地域政策の実態につい
ても、事例を取り上げて検討を行う。なお、「地
方行政」という科目名であるが、民間主体（地域
住民、NPO、市民団体、企業等）が地域の課題
の解決に関わる実態も視野に入れる。

●会計学
資金調達、設備投資、商品の仕入れ・販売な
ど、企業が行う様々な経営活動を、定量的な給
付と貨幣の対流関係の写像として描き出すこと
（測定）と、それを利害関係者に開示する（伝
達）ことの２つの会計行為として捉え、これらを
科学的認識の対象とする会計学の基本的な概
念を学ぶ。あわせて、企業の経営成績や財政状
態に関する情報提供システムとしての会計の
基本的原則や技法を中心に、幅広い会計の領
域について体系的に学ぶ。

●都市経営論
都市の経営とは何かということについて、人口
減少下に入った今日における経営資源の有効
活用の視点、個々の都市政策の実現のプロセ
スを概観する。同時に、都市の経営を、広く、行
政、市民、企業等らの協働する都市のマネジメ
ントと捉え、成熟都市社会における展開方向に
ついて考察する。都市経営の範囲は、社会経
済、社会資本、コミュニティ、観光、文化など多
岐にわたり、これらに関する典型的な事例を取り
上げて学習する。

●アートマネジメント概論
文化施設や実演芸術団体等、公益的な目的を
達成するための非営利芸術組織のマネジメント
であるアートマネジメントの基礎を修得することを
目的とする。非営利組織における「使命」の重
要性を理解した上で、マーケティング、ファンドレ
イジング、財務・会計、人的資源管理論、組織論
などアートマネジメントの諸領域における基礎的
な理論について、国内外の美術館、劇場・音楽
堂、オーケストラや劇団等における実例を交えな
がら概観する。

●NPO･NGO論
どのように、市民社会が政府および営利セクタ
ーに並んで、社会の動きを変える力を持つに至
ったか、その歴史と変遷をヨーロッパ社会から学
ぶとともに、その根底にある構造として個人主
義とボランタリズムの影響を読み解いていく。こ
うした市民社会の成長に伴い、活動が組織化さ
れ大きな影響を生み出すに従い、それらを規制、
管理、支援する様々な社会的制度がどのように
つくられてきたのか、特に日本のNPO法の変遷
を見ながら、考えていくとともに、NPO・NGOが
未来社会にどのような役割を持つようになるか
を考察していく。

●憲法
この授業では、憲法についての基礎知識を習
得することを目的とする。憲法の概念や、日本国
憲法を支える基本原理、日本国憲法成立の歴
史的経緯といった憲法の総論的な概説を経て、
憲法によって保障された権利を対象とする基本
的人権の分野と、憲法の基本原理を実現する
ための国家機関の仕組みを対象とする統治機
構の分野について、裁判例の検討を交えながら
学んでいく。

●文化政策と法
文化政策を取り巻く現行諸法の基本的理解を
目的とする。文化政策の範囲を広義に捉えた上
で、国および地方公共団体が行っている現実
の文化政策に注目し、関連する法や条例、国際
条約について検討する。文化芸術振興基本法
や、これを受けた地方公共団体の文化振興基
本条例における文化政策の基本的な体系の
理解とともに、博物館法や劇場法をはじめとす
る文化政策に関わる諸法や条例、知的財産権
や都市計画、まちづくり等に関する法、文化関
連の国際条約等について、諸外国の事例も交
えて考察する。

●生涯学習と文化
生涯学習とは何かを明確にしながら、今日の急
激に変化する社会の中での生涯学習の基本
的課題を概説する。特に、生涯学習社会にお
ける子ども観・若者文化のあり方に関する検討
を通じて、知の循環型社会としての生涯学習
社会の構築に向けての課題を探究する。生涯
学習社会における学校・家庭・地域の連携の
あり方、メディア・リテラシーの問題、キャリア形
成の課題、社会教育指導者の役割、学習支援
と学習成果の評価と活用等の現代的課題を、
映像資料等を活用し、具体的な事例を通じて
学習する。

●統計学
平均、分散、標準偏差、正規分布、母集団、標
本誤差やカイ二乗検定等、統計を利用したり、
社会調査を行ったりする際に必要となる統計学
の基礎的な知識をもとに、表計算ソフト等を使
って簡単な分析ができる能力を身につける。さら
に、国勢調査、社会生活基本調査、経済センサ
ス等、文化、社会、経済やそれに関わる政策の
研究に必要な統計の特徴についての理解を深
める。

●社会科学の方法
社会科学には経済学・社会学・政治学など様々
な学問が含まれるが、それらには共通して、社会
現象を科学的に見ようとする知的営為がある。
ここでは、社会現象を科学的に分析する手続き
を紹介し、概念や論理の構成、統計データ（数
字）の使い方、専門書の読み方、テーマ選定や
引用手続などの論文作法、図書館の利用方法
などについて説明・指導する。また社会科学が
歩んできた歴史や主な社会科学者の社会科学
に対する考え方を紹介しつつ、現在の社会科
学が置かれた現状について理解を深める。

●フィールドワークの手法
実地調査を通じて質的（定性的）データを収集
するフィールドワークの手法が、社会科学や人
文科学など広範な分野の学問において、盛ん
に導入されるようになった。フィールドワークの実
施対象は多岐にわたっており、特定の対象を研
究する場合も、テーマや目的など調査者の関心
は多様である。こうしたフィールドワークの背景と
なる考え方や、参与観察・インタビューなど具体
的な技法について理解を図る。調査手法を身
につけるだけでなく、フィールドワークを行うとは
どういうことかを考える。

●プレゼンテーション技法
伝えるべき情報を上手に表現し、相手が納得す
るような円滑なコミュニケーションを達成するた
めのプレゼンテーションの技法を学ぶ。具体的
には、プレゼンテーションにかかるビジュアル表
現を支える様々な技法と、それらを用いた口頭
発表の方法などを実践的に展開する。

●ディベート技法
多様化し複雑化した現代社会で我々が生きて
いくためには、多面的な見方が必要とされる。他
者とのコミュニケーションを通して、様々な角度
から考える態度を常に身につけておく必要があ
る。問題意識を持ち、その問題に関連する情報
を蒐集し、蒐集した情報を分析し、論理的に思
考する力を養う必要がある。また、自分の考えを
人に発信するために、説得力を持ち、論理的な
発言ができなければならない。他方、相手の意
見を傾聴する態度を備え、正しく理解した上で、
論理的な批判力が持てなければならない。こうし
た一連の能力を実践的に養っていくのがディベ
ート技法である。

●ファシリテーション技法
企業や学校、地域コミュニティなど、多様な人々
が集まる場や機会において、集団による問題解
決、アイデア創造など、グループとしての活動が
円滑に行われるように、中立的な立場から支援
を行うファシリテーションの手法や技術について
学ぶ。場のデザインのスキル、対人関係のスキ
ル、構造化のスキル、合意形成のスキルを身に
つけ、最終的にはワークショップ等の機会に自ら
がファシリテーターとしての役割を担うことができ
るようになることを目的とする。

●情報リテラシー基礎
現代の情報社会において必須であるとともに、
大学で学ぶ上で必要となる情報の基礎能力を
養う。講義項目は、コンピュータの基本原理およ
び操作方法、電子メールの初期設定と利用・セ
キュリティ、インターネットの原理、WWW（ワール
ドワイドウェブ）・クラウドコンピューティングの仕
組みと利用、ワードプロセッサを用いた文書作
成と書式の設定管理、ファイルの操作と管理、
メディアリテラシーの基礎、ソーシャルネットワー
クの活用と情報収集、情報発信などである。

●情報リテラシー応用A
コンピュータを実践的に活用できるようになるこ
とを目的として、表計算ソフトウエアおよびビジネ
ス文書作成の能力を養う。講義項目は、コンピ
ュータにおける数と文字の扱い、表計算ソフトウ
エアの基本的な操作方法、相対参照と絶対参
照、シート上の書式設定、レポートを仕上げる手
法、印刷書式設定、フォーム設定、計算処理、グ
ラフ作成と罫線、データベース的処理、論理演
算と検索、アンケート集計などである。これらによ
り、データを処理・可視化してレポートとして仕上
げる能力を学習する。

●情報リテラシー応用B
画像を含む文書作成能力を養うことを目的とし
て、コンピュータを用いた画像および図形処理
について学ぶ。講義項目は、コンピュータにおけ
る画像・図形であるラスター図形およびベクトル
図形の扱い、画像を扱う基礎となる画素数、解
像度、色の表現などの知識、データの圧縮と情
報量、ファイルの形式とその選択、さらにプレゼ

ンテーション・ソフトウエアにおける図形の扱い
などである。講義で基礎的な知識を学ぶだけで
なく、PhotoshopおよびIllustratorを用いた実
践的な処理についても学習する。

●図書館概論
社会的な記憶装置としての図書館は、情報通
信技術の進歩に伴い、情報基盤の一つとして、
一層の多様化が進展している。こうした背景の
もとに、図書館の今日的意義や役割、図書館の
歴史的発展経緯や種類、図書館に関する法的
基盤と行政施策としての政策、各種図書館の
制度と機能、図書館員の役割、著作権や知的
自由、現代社会における図書館の新たな機能
や課題について、解説する。同時に図書館を使
いこなして情報収集できる基本的な技術を身に
つけさせることも目的とする。

●観光学概論
日本において「観光」は注目を集める成長産業
である。特に2013年以降、インバウンド観光客
の増加は驚異的とも言える。本講義では、観光
学の基礎を築くため、世界と日本における観光
業の起こりから、マスツーリズムへの発展と直面
した課題、そしてそこから発生したオルタナティ
ブ・ツーリズムやサステイナブル・ツーリズムとそ
の発展など、観光の歴史的潮流をマクロな視野
から学ぶ。

●観光社会学
観光は21世紀以降の世界において、急激にニ
ーズが高まってきた産業であると同時に看過で
きない社会現象である。また、世界経済を牽引
する原動力の一つとして学問的にも今後さらに
注目されるであろう。この講義では、観光が社会
に及ぼす効果と影響を多角的に検討し、社会
の持続可能性に貢献する観光のあり方を探る。

●グローバル観光論
世界の国際観光客数は、戦後間もない1950
年時点と比較すると、今やその50倍近くに達す
るほど拡大し、世界的に大きな経済効果をもた
らしている。本講義では、「国際観光」の概念を
把握し、特に、今後日本経済の牽引役への成
長期待も大きいインバウンド観光による地域創
造について学習する。また、海外における知名
度の高い観光地や観光資源について、その特
徴も概観する。

●観光地理学
自然環境と経済・社会・文化等との関係を対象
とする地理学の見地から、観光について論じ
る。特に、文化の懸け橋としての街道に注目し、
観光資源としての魅力を探る。具体的事例とし
て、古代から多くの人々が行き交った東海道、
東西文明を結んだシルクロード、ドイツのロマン
ティック街道等を取り上げる。

●観光ビジネス論
観光をめぐる理論と観光の現場を結ぶ知識とし
て、この講義では観光業における実務的な内容
について学ぶ。まず、背景として国や地方自治
体の観光政策の概要を把握した上で、旅行代
理店・運輸業・宿泊業・広告業等の企業におけ
る観光経営を取り上げる。観光業界の実態や
観光業務の実務面についても知識を深める。
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文化政策学部科目概要

●音楽文化論
音楽を持たない文化は世界中に存在しない。し
かしその文化ごとに、異なる宗教的、政治的、社
会的背景のもとに音楽は誕生し、世代間継承さ
れ、また新たな文脈の中で新しい音楽が生まれ
ている。本講義では音楽を文化現象として捉
え、様々な時代、様々な国々の音楽を鑑賞しな
がら、その多様性や多彩さの意味を考える。そう
した中で音楽が人間生活とどのような関わりを
もっているかを、文化史的社会史的背景ととも
に考え、さらには現代における多様化した音楽
（的）現象も考察する。

●演劇文化論
人間の営為の現れとしての文化や芸術の中で
も、演劇をはじめとする舞台芸術は特に古い起
源と長い歴史を持っていると言える。舞台芸術
の尽きない魅力とその本質を解き明かすため
に、日本および世界各国において現在もなお上
演され、人々に親しまれているさまざまな舞台芸
術作品を取り上げ、演劇が置かれている社会的
環境や演劇が社会において果たしている役割、
さらにはそれらの現状と今後の展望を考察す
る。授業ではできるだけ多くの映像資料を使用
し、作品に対する理解を深めるようにする。

●視覚芸術論
視覚芸術の意味と可能性を探るために、主とし
て西洋における視覚芸術の発展を振り返り、
「見ること」と「表象すること」の関わりを具体的
作品を例に挙げながら分析的に考察する。ま
た、視覚表現を成立させている要素に焦点を当
て、イメージの持つ機能や力についても考察す
る。視覚の持つ影響力の大きさが人間の思考
と密接に関連しながら社会の中でどのような変
化をもたらすのか、またそれぞれの時代にどのよ
うな影響を与えたのか、具体的事例に照らしつ
つ示す。

●社会思想史
様々な時代や地域における思想を、時代や地
理的背景を踏まえ比較対照しながら論じる。多
様な宗教や古代から中世に至る思想・哲学と社
会、政治、文化・芸術との関係性を考察する。さ
らに、宗教革命、ルネサンス、市民革命、植民地
主義、社会・資本主義などはもとより、近現代の
多様な思想や日本を発祥とする思想についても
論じる。単なる過去の思想史学ではなく、未来
志向の視点や発想を得ることも目標とする。

●市民社会論
市民社会に関する多様な概念や史的展開を概
観する。近年の世界各地における「市民革命」
の実態や世界的な非政府組織の発展を踏まえ
て、グローバルな視点から市民社会と市民の権
利について考える。さらに、発展する多様なボラ
ンティアや公共サービスの一翼を担う非営利組
織（＝ＮＰＯ）の活動についても考察し、文化振
興や新たな市民文化の担い手としての市民ネッ
トワークのあり方を展望する。

●社会心理学
社会心理学は、社会の様々な場面で生じる人
間関係や人間と社会の関わりにおける心理お
よび行動に焦点を当て、その仕組みについて研
究する領域である。この講義では、①他者認

識、自己認識、対人関係、説得、援助、集団・集
合行動、心と文化といった社会心理学の基礎
的トピックについて理解すること、②社会心理
学の研究方法について理解すること、そしてこ
れらを通じて、③現実的な社会的行動につい
て、心理学的な観点から分析する力を養うこと、
を目標にする。

●多文化共生論
民族的・言語的多様性を擁する社会のあり方を
考察する。日本とは異なる伝統的な移民国家や
近年移民の増加が認められる国家の事例を概
観したのち、日本社会における多文化共生のあ
り方を論じる。日本における外国人市民の増加
の歴史的背景を確認した上で、1990年代から
進展しつつある多文化共生の諸施策につい
て、基礎自治体の取り組み事例等を紹介しなが
らその現状と課題を検討する。

●異文化と教育
比較教育学の理論や方法について理解を深め
るとともに、諸外国の教育制度や教育内容など
について学ぶ。また、世界の学校の現状を知り、
教育に関わる世界の人々の思いや願い、知恵
などについて学習する。その上で明治以降の我
が国の教育を見つめ、各国との相違点や類似
点を踏まえ、我が国の教育が進むべき方向につ
いて考察する。さらに文化的背景や言語などの
異なる子どもの増加に伴う国内の教育事情や
課題（外国出身児童・生徒の教育、民族教育な
ど）について学ぶ。

●文化政策概論
芸術文化振興や文化財保護、デザインやコン
テンツ産業などの文化産業振興政策、国際文
化交流、観光政策などをはじめ、広く市民生活
に関わる広義の文化政策について、所管する
各省庁や関連組織等の政策を中心に概観す
る。さらに、学校教育や社会教育の両者を含む
教育制度と文化政策関係、医療・福祉と文化
政策の関係、国と地方の関係等における制度
的な問題も視野に入れながら、地方自治体にお
ける文化政策について、まちづくりの問題ともか
らめて学ぶ。

●非営利セクターの経営
これからの市民社会の担い手とされる民間非
営利組織についての歴史、制度や理論的知
識を身につける。「使命」の重要性やボランテ
ィア、ファンドレイジングの問題等、営利企業の
経営との違いについてドラッカーをはじめとした
近年の非営利経営の理論を踏まえつつ体系
的に学ぶ。その上で、芸術文化やまちづくり等
の分野における活動事例、マネジメント上の課
題などについて概観し、あわせて、政府や営利
企業等との役割分担や連携のあり方について
も検討する。

●地方行政論
本科目では、地域レベルの行政活動や施策を
理解する上で必要となる基礎的な制度・理論や
地方行政の現状について、包括的かつ体系的
に解説を行う。本科目で取り上げる内容として
は、地方自治の理念・制度、地方行政の仕組
み、国・地方の関係、地方自治体の機能・構造、
自治体経営や行政改革等である。また地域が

抱える課題への対応や地域政策の実態につい
ても、事例を取り上げて検討を行う。なお、「地
方行政」という科目名であるが、民間主体（地域
住民、NPO、市民団体、企業等）が地域の課題
の解決に関わる実態も視野に入れる。

●会計学
資金調達、設備投資、商品の仕入れ・販売な
ど、企業が行う様々な経営活動を、定量的な給
付と貨幣の対流関係の写像として描き出すこと
（測定）と、それを利害関係者に開示する（伝
達）ことの２つの会計行為として捉え、これらを
科学的認識の対象とする会計学の基本的な概
念を学ぶ。あわせて、企業の経営成績や財政状
態に関する情報提供システムとしての会計の
基本的原則や技法を中心に、幅広い会計の領
域について体系的に学ぶ。

●都市経営論
都市の経営とは何かということについて、人口
減少下に入った今日における経営資源の有効
活用の視点、個々の都市政策の実現のプロセ
スを概観する。同時に、都市の経営を、広く、行
政、市民、企業等らの協働する都市のマネジメ
ントと捉え、成熟都市社会における展開方向に
ついて考察する。都市経営の範囲は、社会経
済、社会資本、コミュニティ、観光、文化など多
岐にわたり、これらに関する典型的な事例を取り
上げて学習する。

●アートマネジメント概論
文化施設や実演芸術団体等、公益的な目的を
達成するための非営利芸術組織のマネジメント
であるアートマネジメントの基礎を修得することを
目的とする。非営利組織における「使命」の重
要性を理解した上で、マーケティング、ファンドレ
イジング、財務・会計、人的資源管理論、組織論
などアートマネジメントの諸領域における基礎的
な理論について、国内外の美術館、劇場・音楽
堂、オーケストラや劇団等における実例を交えな
がら概観する。

●NPO･NGO論
どのように、市民社会が政府および営利セクタ
ーに並んで、社会の動きを変える力を持つに至
ったか、その歴史と変遷をヨーロッパ社会から学
ぶとともに、その根底にある構造として個人主
義とボランタリズムの影響を読み解いていく。こ
うした市民社会の成長に伴い、活動が組織化さ
れ大きな影響を生み出すに従い、それらを規制、
管理、支援する様々な社会的制度がどのように
つくられてきたのか、特に日本のNPO法の変遷
を見ながら、考えていくとともに、NPO・NGOが
未来社会にどのような役割を持つようになるか
を考察していく。

●憲法
この授業では、憲法についての基礎知識を習
得することを目的とする。憲法の概念や、日本国
憲法を支える基本原理、日本国憲法成立の歴
史的経緯といった憲法の総論的な概説を経て、
憲法によって保障された権利を対象とする基本
的人権の分野と、憲法の基本原理を実現する
ための国家機関の仕組みを対象とする統治機
構の分野について、裁判例の検討を交えながら
学んでいく。

●文化政策と法
文化政策を取り巻く現行諸法の基本的理解を
目的とする。文化政策の範囲を広義に捉えた上
で、国および地方公共団体が行っている現実
の文化政策に注目し、関連する法や条例、国際
条約について検討する。文化芸術振興基本法
や、これを受けた地方公共団体の文化振興基
本条例における文化政策の基本的な体系の
理解とともに、博物館法や劇場法をはじめとす
る文化政策に関わる諸法や条例、知的財産権
や都市計画、まちづくり等に関する法、文化関
連の国際条約等について、諸外国の事例も交
えて考察する。

●生涯学習と文化
生涯学習とは何かを明確にしながら、今日の急
激に変化する社会の中での生涯学習の基本
的課題を概説する。特に、生涯学習社会にお
ける子ども観・若者文化のあり方に関する検討
を通じて、知の循環型社会としての生涯学習
社会の構築に向けての課題を探究する。生涯
学習社会における学校・家庭・地域の連携の
あり方、メディア・リテラシーの問題、キャリア形
成の課題、社会教育指導者の役割、学習支援
と学習成果の評価と活用等の現代的課題を、
映像資料等を活用し、具体的な事例を通じて
学習する。

●統計学
平均、分散、標準偏差、正規分布、母集団、標
本誤差やカイ二乗検定等、統計を利用したり、
社会調査を行ったりする際に必要となる統計学
の基礎的な知識をもとに、表計算ソフト等を使
って簡単な分析ができる能力を身につける。さら
に、国勢調査、社会生活基本調査、経済センサ
ス等、文化、社会、経済やそれに関わる政策の
研究に必要な統計の特徴についての理解を深
める。

●社会科学の方法
社会科学には経済学・社会学・政治学など様々
な学問が含まれるが、それらには共通して、社会
現象を科学的に見ようとする知的営為がある。
ここでは、社会現象を科学的に分析する手続き
を紹介し、概念や論理の構成、統計データ（数
字）の使い方、専門書の読み方、テーマ選定や
引用手続などの論文作法、図書館の利用方法
などについて説明・指導する。また社会科学が
歩んできた歴史や主な社会科学者の社会科学
に対する考え方を紹介しつつ、現在の社会科
学が置かれた現状について理解を深める。

●フィールドワークの手法
実地調査を通じて質的（定性的）データを収集
するフィールドワークの手法が、社会科学や人
文科学など広範な分野の学問において、盛ん
に導入されるようになった。フィールドワークの実
施対象は多岐にわたっており、特定の対象を研
究する場合も、テーマや目的など調査者の関心
は多様である。こうしたフィールドワークの背景と
なる考え方や、参与観察・インタビューなど具体
的な技法について理解を図る。調査手法を身
につけるだけでなく、フィールドワークを行うとは
どういうことかを考える。

●プレゼンテーション技法
伝えるべき情報を上手に表現し、相手が納得す
るような円滑なコミュニケーションを達成するた
めのプレゼンテーションの技法を学ぶ。具体的
には、プレゼンテーションにかかるビジュアル表
現を支える様々な技法と、それらを用いた口頭
発表の方法などを実践的に展開する。

●ディベート技法
多様化し複雑化した現代社会で我々が生きて
いくためには、多面的な見方が必要とされる。他
者とのコミュニケーションを通して、様々な角度
から考える態度を常に身につけておく必要があ
る。問題意識を持ち、その問題に関連する情報
を蒐集し、蒐集した情報を分析し、論理的に思
考する力を養う必要がある。また、自分の考えを
人に発信するために、説得力を持ち、論理的な
発言ができなければならない。他方、相手の意
見を傾聴する態度を備え、正しく理解した上で、
論理的な批判力が持てなければならない。こうし
た一連の能力を実践的に養っていくのがディベ
ート技法である。

●ファシリテーション技法
企業や学校、地域コミュニティなど、多様な人々
が集まる場や機会において、集団による問題解
決、アイデア創造など、グループとしての活動が
円滑に行われるように、中立的な立場から支援
を行うファシリテーションの手法や技術について
学ぶ。場のデザインのスキル、対人関係のスキ
ル、構造化のスキル、合意形成のスキルを身に
つけ、最終的にはワークショップ等の機会に自ら
がファシリテーターとしての役割を担うことができ
るようになることを目的とする。

●情報リテラシー基礎
現代の情報社会において必須であるとともに、
大学で学ぶ上で必要となる情報の基礎能力を
養う。講義項目は、コンピュータの基本原理およ
び操作方法、電子メールの初期設定と利用・セ
キュリティ、インターネットの原理、WWW（ワール
ドワイドウェブ）・クラウドコンピューティングの仕
組みと利用、ワードプロセッサを用いた文書作
成と書式の設定管理、ファイルの操作と管理、
メディアリテラシーの基礎、ソーシャルネットワー
クの活用と情報収集、情報発信などである。

●情報リテラシー応用A
コンピュータを実践的に活用できるようになるこ
とを目的として、表計算ソフトウエアおよびビジネ
ス文書作成の能力を養う。講義項目は、コンピ
ュータにおける数と文字の扱い、表計算ソフトウ
エアの基本的な操作方法、相対参照と絶対参
照、シート上の書式設定、レポートを仕上げる手
法、印刷書式設定、フォーム設定、計算処理、グ
ラフ作成と罫線、データベース的処理、論理演
算と検索、アンケート集計などである。これらによ
り、データを処理・可視化してレポートとして仕上
げる能力を学習する。

●情報リテラシー応用B
画像を含む文書作成能力を養うことを目的とし
て、コンピュータを用いた画像および図形処理
について学ぶ。講義項目は、コンピュータにおけ
る画像・図形であるラスター図形およびベクトル
図形の扱い、画像を扱う基礎となる画素数、解
像度、色の表現などの知識、データの圧縮と情
報量、ファイルの形式とその選択、さらにプレゼ

ンテーション・ソフトウエアにおける図形の扱い
などである。講義で基礎的な知識を学ぶだけで
なく、PhotoshopおよびIllustratorを用いた実
践的な処理についても学習する。

●図書館概論
社会的な記憶装置としての図書館は、情報通
信技術の進歩に伴い、情報基盤の一つとして、
一層の多様化が進展している。こうした背景の
もとに、図書館の今日的意義や役割、図書館の
歴史的発展経緯や種類、図書館に関する法的
基盤と行政施策としての政策、各種図書館の
制度と機能、図書館員の役割、著作権や知的
自由、現代社会における図書館の新たな機能
や課題について、解説する。同時に図書館を使
いこなして情報収集できる基本的な技術を身に
つけさせることも目的とする。

●観光学概論
日本において「観光」は注目を集める成長産業
である。特に2013年以降、インバウンド観光客
の増加は驚異的とも言える。本講義では、観光
学の基礎を築くため、世界と日本における観光
業の起こりから、マスツーリズムへの発展と直面
した課題、そしてそこから発生したオルタナティ
ブ・ツーリズムやサステイナブル・ツーリズムとそ
の発展など、観光の歴史的潮流をマクロな視野
から学ぶ。

●観光社会学
観光は21世紀以降の世界において、急激にニ
ーズが高まってきた産業であると同時に看過で
きない社会現象である。また、世界経済を牽引
する原動力の一つとして学問的にも今後さらに
注目されるであろう。この講義では、観光が社会
に及ぼす効果と影響を多角的に検討し、社会
の持続可能性に貢献する観光のあり方を探る。

●グローバル観光論
世界の国際観光客数は、戦後間もない1950
年時点と比較すると、今やその50倍近くに達す
るほど拡大し、世界的に大きな経済効果をもた
らしている。本講義では、「国際観光」の概念を
把握し、特に、今後日本経済の牽引役への成
長期待も大きいインバウンド観光による地域創
造について学習する。また、海外における知名
度の高い観光地や観光資源について、その特
徴も概観する。

●観光地理学
自然環境と経済・社会・文化等との関係を対象
とする地理学の見地から、観光について論じ
る。特に、文化の懸け橋としての街道に注目し、
観光資源としての魅力を探る。具体的事例とし
て、古代から多くの人々が行き交った東海道、
東西文明を結んだシルクロード、ドイツのロマン
ティック街道等を取り上げる。

●観光ビジネス論
観光をめぐる理論と観光の現場を結ぶ知識とし
て、この講義では観光業における実務的な内容
について学ぶ。まず、背景として国や地方自治
体の観光政策の概要を把握した上で、旅行代
理店・運輸業・宿泊業・広告業等の企業におけ
る観光経営を取り上げる。観光業界の実態や
観光業務の実務面についても知識を深める。
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文化政策学部科目概要

●テキスタイル概論
人類は太古の誕生間もない頃から自然界にあ
る繊維をまとい、やがて自ら織り、染めてきた。衣
服としてだけでなく居住環境にも応用すること
で、生活を豊かに、快適に、美しいものにしてき
た。そのような人と繊維の関係に関する歴史、
文化、技術、産業の変遷を通してテキスタイル
に対する理解を深めるとともに、新たなテキスタ
イルの可能性について学ぶ。

●日本伝統建築
日本の伝統建築は、古代、中世、近世、近代と
その時代の歴史や文化を背景に様式を確立
し、継承してきた。その建築様式と技術の歴史、
さらに建築を構成する木材や石材、漆、鉄、紙
等の材料や、建築を造り上げてきた鑿、鉋、鋸
等の道具について幅広く学ぶ。また文化財政
策の歴史と現状、伝統建築の保存・修理・活用
に関しても理解を深め、静岡県の文化資産とも
いえる伝統建築のあり方も考える。

●フランス語コミュニケーションⅠA
文法に重点を置いてフランス語の基礎を学ぶ。
アルファベから始まって動詞の活用や名詞と形
容詞の性数の区別など、フランス語の基本構
造を理解する。問題演習を中心に文法をマスタ
ーしながら、簡単な文章を読み、自分で文を組み
立てられるようにする。綴りを正確に音読して発
音にも注意し、動詞活用や名詞等の性数の違
いを中心に辞書の使い方も学ぶ。同時に、フラ
ンスおよびフランス語圏の社会や文化に触れ、
フランス語を学ぶことと現在の世界とのつなが
りを意識するようにする。

●フランス語コミュニケーションⅠB
平易なテキストをもとに、日常生活で使用される
頻度の高いフランス語の言い回しを中心に学
習し、CD、DVDを用いた聞き取りと発話練習を
繰り返して基本的な「聞く・話す」能力を習得す
る。挨拶から始まって、自己紹介、好き嫌いを言
う、ものや人物について述べるなど簡単な自己
表現と意思疎通ができることを目標にする。ま
た、フランスおよびフランス語圏の社会や文化
に対する理解も深めて、フランス語学習を発端
に現代世界を見ていく機会をつくる。

●フランス語コミュニケーションⅡA
ⅠAに引き続いて、文法に重点を置いてフランス
語の基礎をより深化させる。問題演習を中心に
フランス語の基本構造を身につけ、簡単な文章
を読み、自分で文を組み立てられるようにすると
同時に、基本的語彙や表現をさらに身につけて
いく。複合過去形や半過去、人称代名詞、関係
代名詞など複雑な文章構造に慣れていく。綴り
の正確な読みをさらに徹底して発音に慣れ、自
然な速さでの音読ができるようにする。辞書の
使い方もマスターする。

●フランス語コミュニケーションⅡB
ⅠBに引き続いて、日常生活で使用される頻度の
高いフランス語の言い回しを中心に学習し、
CD、DVDを用いた聞き取りと発話練習を繰り
返してより高度な「聞く・話す」能力を習得する。
買い物、レストランでの注文、道をたずねる、自分
の生活について語るなど実際のコミュニケーシ
ョンに役立つ表現を身につける。フランス語の

音やリズムに慣れ、自分から積極的に発話できる
ようにする。また、フランスおよびフランス語圏の
社会や文化に対する理解もさらに深めていく。

●ポルトガル語コミュニケーションⅠA
本授業では、日常会話を中心にポルトガル語の
文法と文章の基礎を学ぶ。浜松市にはポルトガ
ル語を母語とするブラジル人が多く在住してお
り、あらゆる場面でポルトガル語を使う機会に恵
まれていることから、学んだポルトガル語を実践
できるよう指導する。さらに正しい発音と読解
力、作文の方法をマスターするよう地道に指導
していく。学外活動では、ブラジル人学校、多文
化共生イベントなどでの文化交流を行う。

●ポルトガル語コミュニケーションⅠB
浜松市にはポルトガル語を母語とするブラジル
人が多く在住しており、あらゆる場面でポルトガ
ル語を使う機会に恵まれている。なお、ブラジル
人コミュニティ内では、ポルトガル語による新聞
やテレビチャンネルも普及している。その中で、
学生がそれらのメディアに触れられるように、本
授業では、ポルトガル語コミュニケーションⅠAに
続いて基礎的な文法の学習し、読む力、そして
簡単な文章の作成を試みる。ブラジル社会と文
化への関心と理解を深め、学習の動機づけを
強めるため、ビデオ鑑賞も授業で行う。

●ポルトガル語コミュニケーションⅡA
本授業では、ポルトガル語コミュニケーションⅠ
A・ⅠBを継続し、日常会話を中心にポルトガル語
の文法や文章の基礎を学ぶ。浜松市にはポル
トガル語を母語とするブラジル人が多く在住して
おり、あらゆる場面でポルトガル語を使う機会に
恵まれていることから、学んだポルトガル語を実
践できるよう指導する。さらに正しい発音と会話
力を育成するため、地道に指導していく。クラス
をグループ分けして、それぞれのグループで作成
したスキットなど発表させる。

●ポルトガル語コミュニケーションⅡB
浜松市にはポルトガル語を母語とするブラジル
人が多く在住しており、あらゆる場面でポルトガ
ル語を使う機会に恵まれている。なお、ブラジル
人コミュニティ内では、ポルトガル語による新聞
やテレビチャンネルも普及している。その中で、
学生がそれらのメディアに触れられるように、本
授業では、ポルトガル語コミュニケーションⅠA・Ⅰ
B・ⅡAで学習した文法や文章表現などの基礎を
もとに、読解力、作文作成の方法をマスターでき
るように指導する。ここでは日記の作成や演劇
などの自作も試みる。

●韓国語コミュニケーションⅠA
韓国語の「聞く・話す」ということに重点を置き、
韓国語の基礎を身につけることを目指す。ハン
グル文字の仕組みや発音の仕方から入り、韓
国語の構造や原理を理解した上で、慣用的な
挨拶をはじめ、基本的な語彙や日常会話を学習
する。また、日本と韓国の面白い習慣の違いや
日常生活のちょっとした違いなども取り組んで、
日本人が間違いやすい点に留意しながら、面白
く・楽しく正確な発音練習と聞く訓練を繰り返し
て韓国語の聞く・話す能力を習得する。

●韓国語コミュニケーションⅠB
韓国語の「読む・書く」ということに重点を置き、
韓国語の基礎を身につけることを目指す。ハン
グル文字の仕組みや発音訓練を重ねるととも
に、聴き取り・書き取りを中心に、基本的な単語・
語彙や文法について学習する。また、日本と韓
国の面白い習慣の違いや日常生活のちょっとし
た違いなども取り組んで、日本人が間違いやす
い点に留意しながら、新聞や雑誌などの記事を
用いた読解や書き取り練習を繰り返して、韓国
語の読む・書く能力を習得する。

●韓国語コミュニケーションⅡA
韓国語コミュニケーションⅠAに引き続き、韓国
語の「聞く・話す」ということに重点を置きなが
ら、韓国語の基礎を身につけることを目指す。韓
国語の基本的な構造や原理を理解した上で、
特に日本人が間違いやすい点などに留意しな
がら、慣用的な挨拶をはじめ基本的な文法を学
習する。また、その際に視聴覚教材などを援用し
ながら、韓国語の聞く・話すという能力のスキル
アップをはかるとともに、韓国の社会と文化の理
解にも努める。

●韓国語コミュニケーションⅡB
韓国語コミュニケーションⅠBに引き続き、韓国
語の「読む・書く」ということに重点を置きながら、
韓国語の基礎を身につけることを目指す。聴き
取りや書き取りを中心にしながら、ハングル文字
の仕組みや発音訓練を重ね、基本的な単語・
語彙や文法を学習するとともに、辞書を引きな
がら新聞や雑誌などの記事を用いた読解や書
き取り練習を繰り返して、韓国語の読む・書く能
力のスキルアップをはかるとともに、韓国の社会
と文化の理解にも努める。

●インドネシア語コミュニケーションⅠA
インドネシア語基本文法の理解および初歩的
な文章表現の習得を第一の目標とする。日本語
や英語と比較しながら、その全体的特徴を認識
した上で語順、人称代名詞、指示代名詞、疑問
詞、数字、時刻/時間、年月日/曜日、語根動詞
/Ber動詞、接辞Me-、形容詞/副詞、前置詞、
助動詞、辞書の使い方などを学習する。授業で
は、指定テキストとともに配付プリントの練習問
題に取り組むことにより、語彙を増やし会話をす
る際の文法的基礎を築く。

●インドネシア語コミュニケーションⅠB
日常会話に不可欠な語彙や表現を知るととも
に、やや複雑な表現技法を用いた会話習得を目
指す。発話練習を繰り返しながら、数字、時間、
年月日他の文法授業で学んだ事柄を会話で活
かせるように練習する。また会話教材に沿い挨
拶や自己紹介、他者への指示や依頼の仕方な
どの表現を使えるようにする。最終的には受講
者が指定共通トピックについて小作文を準備、
発表、質疑という授業を行う。なおヒアリング力
を強化するために、DVD/ＣＤ教材を利用する。

●インドネシア語コミュニケーションⅡA
インドネシア語ⅠAでの学習を踏まえた上で、さら
に高度な文法事項の習得を目指す。具体的に
はより複雑な各種接辞（Me - k a n /Me - i /
Memper-、An/Pe-、Per-an/Pe-an、Ter-、
Ke-an、-Nya/Se/Se-nya）に加え、受動態や

関係代名詞などテキストに沿って解説する。そ
の後はテキストを離れ、昔話他簡単な読み物の
講読を通じ、文法の定着と読解力の強化を図
る。読み物の内容を正確に理解するため、並行
的に映画、ドラマ、ドキュメンタリーのような関連
DVD映像を鑑賞する。

●インドネシア語コミュニケーションⅡB
基本的にインドネシア語ⅠBの授業内容を拡大
発展させる方向で継続する。配付プリントに基
づく日常会話の練習に加え、いくつかのトピック
について小作文を準備し発表、受講者間の質
疑という形での対話型授業を一層充実させて
いくことにより、会話能力のさらなる強化を図る。
ⅠB授業の時と比較すると、作文量、用いる慣用
表現の範囲、質疑の際の質問の種類および回
数、発表時間などが増すことになる。

●イタリア語コミュニケーションⅠA
イタリア語の基本文法を重点的に学ぶ。単語
力をつけ、名詞の性数変化・現在形の動詞活
用をマスターすることに主眼を置く。生活の各場
面に応じた基本フレーズを暗記し、グループワー
クの中で反復練習することによって文の構造を
理解し自分で作文できるようにする。発話を録
音し自分の耳で聞いて自発的な学習を習慣づ
ける。イタリアの社会や歴史、生活文化の事象
も学びながら、「自分のこと」について表現でき
ることを目標とする。

●イタリア語コミュニケーションⅠB
ⅠAに引き続き、未習の文法項目を学びイタリア
語の基礎力をつける。ネイティブの発音を参考
にしてミニ会話を自主録音し、音声課題として提
出する。さらに、CD、DVDを用いた実践練習を
繰り返して発話する力を定着させ、「好き・嫌い」
の言い方、依頼表現、欲求や許可を求める表
現をマスターする。近過去までを習得し自分の
経験をイタリア語で述べる。辞書を使って文化
コラムを訳読し、文の構造を理解しながら「読
む」力をつけていく。

●イタリア語コミュニケーションⅡA
ⅠA、ⅠBを基礎に中級レベルのイタリア文法を学
ぶ。過去時制の概念を整理し、自分で使えるよ
うに実用フレーズを暗記して作文力をつけてい
く。買い物や食事、現地での学生生活のために
教養として必須の知識を獲得しつつ、各場面で
役立つ表現を身につける。CD、DVDを多用し
てドラマ・映画を題材に聴き取り練習を繰り返し
ながら、ミニ会話を自主録音し音声課題を提出
する。語彙力の強化と目的語・命令法・比較表
現が使えることを目標とする。

●イタリア語コミュニケーションⅡB
ⅡAに引き続いて中級レベルの語彙力・読解力
の定着を図る。条件法、接続法を用いた新聞記
事・雑誌のコラム等の訳読も行う。映画教材の
字幕を分析し、社会事情への理解を深めながら
生のイタリア語が理解できるようにDVD教材を
使ったグループワークを行う。芸術作品、文化遺
産のキャプションを題材にして、遠過去、関係代
名詞、専門用語を用いた高度な文体の読解に
も取り組む。実用イタリア語検定３級レベルの
問題演習を随時取り入れる。

●ドイツ語コミュニケーションⅠA
文法に重点を置いてドイツ語の基礎を学ぶ。ア
ルファベット表記、単語の発音の仕方から始ま
って動詞の活用や、名詞と形容詞の性数の区
別と格変化、ドイツ語の構文パターンから、ドイツ
語文法の基本構造を理解する。動詞活用や名
詞等の性数格の違いを中心に辞書の使い方も
学ぶ。問題演習を中心に文法をマスターしなが
ら、簡単な文章を読み、自分で文を組み立てられ
るようにする。発音にも注意し、綴りを正確に音
読してドイツ語に慣れる。

●ドイツ語コミュニケーションⅠB
平易なテキストをもとに、日常生活で使用される
頻度の高いドイツ語の言い回しを中心に学習
し、さらにCD、DVDを用いた聞き取りと発話訓
練を繰り返すことで、基本的な「聞く・話す」能力
を習得する。場面ごとの挨拶から始まって、自己
紹介、ものや人物について述べるなど、簡単な
自己表現と意思疎通ができる程度の会話能力
を身につけることを目標にする。これらの学習と
あわせて、ドイツおよびドイツ語圏の社会や文化
に対する理解も深めていく。

●ドイツ語コミュニケーションⅡA
ⅠAに引き続いて文法に重点を置いてドイツ語の
基礎をより深化させる。時制や特徴的な動詞の
活用、複合的な文の構造について学び、ドイツ
語の複雑な仕組みをより正確に把握するととも
に、基本的語彙や表現をさらに身につけて、辞
書の使い方もマスターしていく。簡単な文章、例
えば平易な雑誌・新聞記事などを読み、それらの
情報をもとにして手紙・作文の学習・訓練を行
う。これらの学習を通じて、ドイツ語圏の社会や
文化に対する理解も深める。

●ドイツ語コミュニケーションⅡB
ⅠBに引き続いて、日常生活で使用される頻度の
高いドイツ語の言い回しを中心に学習し、CD、
DVDなどを用いた聞き取りと発話訓練を繰り返
してより高度な「聞く・話す」能力を獲得する。一
定のテーマに基づいた学生相互の対話練習も
行い、旅行や買い物、学生間の交流などの場
面を想定して、積極的に発話できるような会話
能力・ヒアリング力の育成を図る。これらの学習
を通じて、ドイツ語圏の社会や文化に対する理
解をさらに深めていく。
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選択外国語 インドネシア語

選択外国語 韓国語



文化政策学部科目概要

●テキスタイル概論
人類は太古の誕生間もない頃から自然界にあ
る繊維をまとい、やがて自ら織り、染めてきた。衣
服としてだけでなく居住環境にも応用すること
で、生活を豊かに、快適に、美しいものにしてき
た。そのような人と繊維の関係に関する歴史、
文化、技術、産業の変遷を通してテキスタイル
に対する理解を深めるとともに、新たなテキスタ
イルの可能性について学ぶ。

●日本伝統建築
日本の伝統建築は、古代、中世、近世、近代と
その時代の歴史や文化を背景に様式を確立
し、継承してきた。その建築様式と技術の歴史、
さらに建築を構成する木材や石材、漆、鉄、紙
等の材料や、建築を造り上げてきた鑿、鉋、鋸
等の道具について幅広く学ぶ。また文化財政
策の歴史と現状、伝統建築の保存・修理・活用
に関しても理解を深め、静岡県の文化資産とも
いえる伝統建築のあり方も考える。

●フランス語コミュニケーションⅠA
文法に重点を置いてフランス語の基礎を学ぶ。
アルファベから始まって動詞の活用や名詞と形
容詞の性数の区別など、フランス語の基本構
造を理解する。問題演習を中心に文法をマスタ
ーしながら、簡単な文章を読み、自分で文を組み
立てられるようにする。綴りを正確に音読して発
音にも注意し、動詞活用や名詞等の性数の違
いを中心に辞書の使い方も学ぶ。同時に、フラ
ンスおよびフランス語圏の社会や文化に触れ、
フランス語を学ぶことと現在の世界とのつなが
りを意識するようにする。

●フランス語コミュニケーションⅠB
平易なテキストをもとに、日常生活で使用される
頻度の高いフランス語の言い回しを中心に学
習し、CD、DVDを用いた聞き取りと発話練習を
繰り返して基本的な「聞く・話す」能力を習得す
る。挨拶から始まって、自己紹介、好き嫌いを言
う、ものや人物について述べるなど簡単な自己
表現と意思疎通ができることを目標にする。ま
た、フランスおよびフランス語圏の社会や文化
に対する理解も深めて、フランス語学習を発端
に現代世界を見ていく機会をつくる。

●フランス語コミュニケーションⅡA
ⅠAに引き続いて、文法に重点を置いてフランス
語の基礎をより深化させる。問題演習を中心に
フランス語の基本構造を身につけ、簡単な文章
を読み、自分で文を組み立てられるようにすると
同時に、基本的語彙や表現をさらに身につけて
いく。複合過去形や半過去、人称代名詞、関係
代名詞など複雑な文章構造に慣れていく。綴り
の正確な読みをさらに徹底して発音に慣れ、自
然な速さでの音読ができるようにする。辞書の
使い方もマスターする。

●フランス語コミュニケーションⅡB
ⅠBに引き続いて、日常生活で使用される頻度の
高いフランス語の言い回しを中心に学習し、
CD、DVDを用いた聞き取りと発話練習を繰り
返してより高度な「聞く・話す」能力を習得する。
買い物、レストランでの注文、道をたずねる、自分
の生活について語るなど実際のコミュニケーシ
ョンに役立つ表現を身につける。フランス語の

音やリズムに慣れ、自分から積極的に発話できる
ようにする。また、フランスおよびフランス語圏の
社会や文化に対する理解もさらに深めていく。

●ポルトガル語コミュニケーションⅠA
本授業では、日常会話を中心にポルトガル語の
文法と文章の基礎を学ぶ。浜松市にはポルトガ
ル語を母語とするブラジル人が多く在住してお
り、あらゆる場面でポルトガル語を使う機会に恵
まれていることから、学んだポルトガル語を実践
できるよう指導する。さらに正しい発音と読解
力、作文の方法をマスターするよう地道に指導
していく。学外活動では、ブラジル人学校、多文
化共生イベントなどでの文化交流を行う。

●ポルトガル語コミュニケーションⅠB
浜松市にはポルトガル語を母語とするブラジル
人が多く在住しており、あらゆる場面でポルトガ
ル語を使う機会に恵まれている。なお、ブラジル
人コミュニティ内では、ポルトガル語による新聞
やテレビチャンネルも普及している。その中で、
学生がそれらのメディアに触れられるように、本
授業では、ポルトガル語コミュニケーションⅠAに
続いて基礎的な文法の学習し、読む力、そして
簡単な文章の作成を試みる。ブラジル社会と文
化への関心と理解を深め、学習の動機づけを
強めるため、ビデオ鑑賞も授業で行う。

●ポルトガル語コミュニケーションⅡA
本授業では、ポルトガル語コミュニケーションⅠ
A・ⅠBを継続し、日常会話を中心にポルトガル語
の文法や文章の基礎を学ぶ。浜松市にはポル
トガル語を母語とするブラジル人が多く在住して
おり、あらゆる場面でポルトガル語を使う機会に
恵まれていることから、学んだポルトガル語を実
践できるよう指導する。さらに正しい発音と会話
力を育成するため、地道に指導していく。クラス
をグループ分けして、それぞれのグループで作成
したスキットなど発表させる。

●ポルトガル語コミュニケーションⅡB
浜松市にはポルトガル語を母語とするブラジル
人が多く在住しており、あらゆる場面でポルトガ
ル語を使う機会に恵まれている。なお、ブラジル
人コミュニティ内では、ポルトガル語による新聞
やテレビチャンネルも普及している。その中で、
学生がそれらのメディアに触れられるように、本
授業では、ポルトガル語コミュニケーションⅠA・Ⅰ
B・ⅡAで学習した文法や文章表現などの基礎を
もとに、読解力、作文作成の方法をマスターでき
るように指導する。ここでは日記の作成や演劇
などの自作も試みる。

●韓国語コミュニケーションⅠA
韓国語の「聞く・話す」ということに重点を置き、
韓国語の基礎を身につけることを目指す。ハン
グル文字の仕組みや発音の仕方から入り、韓
国語の構造や原理を理解した上で、慣用的な
挨拶をはじめ、基本的な語彙や日常会話を学習
する。また、日本と韓国の面白い習慣の違いや
日常生活のちょっとした違いなども取り組んで、
日本人が間違いやすい点に留意しながら、面白
く・楽しく正確な発音練習と聞く訓練を繰り返し
て韓国語の聞く・話す能力を習得する。

●韓国語コミュニケーションⅠB
韓国語の「読む・書く」ということに重点を置き、
韓国語の基礎を身につけることを目指す。ハン
グル文字の仕組みや発音訓練を重ねるととも
に、聴き取り・書き取りを中心に、基本的な単語・
語彙や文法について学習する。また、日本と韓
国の面白い習慣の違いや日常生活のちょっとし
た違いなども取り組んで、日本人が間違いやす
い点に留意しながら、新聞や雑誌などの記事を
用いた読解や書き取り練習を繰り返して、韓国
語の読む・書く能力を習得する。

●韓国語コミュニケーションⅡA
韓国語コミュニケーションⅠAに引き続き、韓国
語の「聞く・話す」ということに重点を置きなが
ら、韓国語の基礎を身につけることを目指す。韓
国語の基本的な構造や原理を理解した上で、
特に日本人が間違いやすい点などに留意しな
がら、慣用的な挨拶をはじめ基本的な文法を学
習する。また、その際に視聴覚教材などを援用し
ながら、韓国語の聞く・話すという能力のスキル
アップをはかるとともに、韓国の社会と文化の理
解にも努める。

●韓国語コミュニケーションⅡB
韓国語コミュニケーションⅠBに引き続き、韓国
語の「読む・書く」ということに重点を置きながら、
韓国語の基礎を身につけることを目指す。聴き
取りや書き取りを中心にしながら、ハングル文字
の仕組みや発音訓練を重ね、基本的な単語・
語彙や文法を学習するとともに、辞書を引きな
がら新聞や雑誌などの記事を用いた読解や書
き取り練習を繰り返して、韓国語の読む・書く能
力のスキルアップをはかるとともに、韓国の社会
と文化の理解にも努める。

●インドネシア語コミュニケーションⅠA
インドネシア語基本文法の理解および初歩的
な文章表現の習得を第一の目標とする。日本語
や英語と比較しながら、その全体的特徴を認識
した上で語順、人称代名詞、指示代名詞、疑問
詞、数字、時刻/時間、年月日/曜日、語根動詞
/Ber動詞、接辞Me-、形容詞/副詞、前置詞、
助動詞、辞書の使い方などを学習する。授業で
は、指定テキストとともに配付プリントの練習問
題に取り組むことにより、語彙を増やし会話をす
る際の文法的基礎を築く。

●インドネシア語コミュニケーションⅠB
日常会話に不可欠な語彙や表現を知るととも
に、やや複雑な表現技法を用いた会話習得を目
指す。発話練習を繰り返しながら、数字、時間、
年月日他の文法授業で学んだ事柄を会話で活
かせるように練習する。また会話教材に沿い挨
拶や自己紹介、他者への指示や依頼の仕方な
どの表現を使えるようにする。最終的には受講
者が指定共通トピックについて小作文を準備、
発表、質疑という授業を行う。なおヒアリング力
を強化するために、DVD/ＣＤ教材を利用する。

●インドネシア語コミュニケーションⅡA
インドネシア語ⅠAでの学習を踏まえた上で、さら
に高度な文法事項の習得を目指す。具体的に
はより複雑な各種接辞（Me - k a n /Me - i /
Memper-、An/Pe-、Per-an/Pe-an、Ter-、
Ke-an、-Nya/Se/Se-nya）に加え、受動態や

関係代名詞などテキストに沿って解説する。そ
の後はテキストを離れ、昔話他簡単な読み物の
講読を通じ、文法の定着と読解力の強化を図
る。読み物の内容を正確に理解するため、並行
的に映画、ドラマ、ドキュメンタリーのような関連
DVD映像を鑑賞する。

●インドネシア語コミュニケーションⅡB
基本的にインドネシア語ⅠBの授業内容を拡大
発展させる方向で継続する。配付プリントに基
づく日常会話の練習に加え、いくつかのトピック
について小作文を準備し発表、受講者間の質
疑という形での対話型授業を一層充実させて
いくことにより、会話能力のさらなる強化を図る。
ⅠB授業の時と比較すると、作文量、用いる慣用
表現の範囲、質疑の際の質問の種類および回
数、発表時間などが増すことになる。

●イタリア語コミュニケーションⅠA
イタリア語の基本文法を重点的に学ぶ。単語
力をつけ、名詞の性数変化・現在形の動詞活
用をマスターすることに主眼を置く。生活の各場
面に応じた基本フレーズを暗記し、グループワー
クの中で反復練習することによって文の構造を
理解し自分で作文できるようにする。発話を録
音し自分の耳で聞いて自発的な学習を習慣づ
ける。イタリアの社会や歴史、生活文化の事象
も学びながら、「自分のこと」について表現でき
ることを目標とする。

●イタリア語コミュニケーションⅠB
ⅠAに引き続き、未習の文法項目を学びイタリア
語の基礎力をつける。ネイティブの発音を参考
にしてミニ会話を自主録音し、音声課題として提
出する。さらに、CD、DVDを用いた実践練習を
繰り返して発話する力を定着させ、「好き・嫌い」
の言い方、依頼表現、欲求や許可を求める表
現をマスターする。近過去までを習得し自分の
経験をイタリア語で述べる。辞書を使って文化
コラムを訳読し、文の構造を理解しながら「読
む」力をつけていく。

●イタリア語コミュニケーションⅡA
ⅠA、ⅠBを基礎に中級レベルのイタリア文法を学
ぶ。過去時制の概念を整理し、自分で使えるよ
うに実用フレーズを暗記して作文力をつけてい
く。買い物や食事、現地での学生生活のために
教養として必須の知識を獲得しつつ、各場面で
役立つ表現を身につける。CD、DVDを多用し
てドラマ・映画を題材に聴き取り練習を繰り返し
ながら、ミニ会話を自主録音し音声課題を提出
する。語彙力の強化と目的語・命令法・比較表
現が使えることを目標とする。

●イタリア語コミュニケーションⅡB
ⅡAに引き続いて中級レベルの語彙力・読解力
の定着を図る。条件法、接続法を用いた新聞記
事・雑誌のコラム等の訳読も行う。映画教材の
字幕を分析し、社会事情への理解を深めながら
生のイタリア語が理解できるようにDVD教材を
使ったグループワークを行う。芸術作品、文化遺
産のキャプションを題材にして、遠過去、関係代
名詞、専門用語を用いた高度な文体の読解に
も取り組む。実用イタリア語検定３級レベルの
問題演習を随時取り入れる。

●ドイツ語コミュニケーションⅠA
文法に重点を置いてドイツ語の基礎を学ぶ。ア
ルファベット表記、単語の発音の仕方から始ま
って動詞の活用や、名詞と形容詞の性数の区
別と格変化、ドイツ語の構文パターンから、ドイツ
語文法の基本構造を理解する。動詞活用や名
詞等の性数格の違いを中心に辞書の使い方も
学ぶ。問題演習を中心に文法をマスターしなが
ら、簡単な文章を読み、自分で文を組み立てられ
るようにする。発音にも注意し、綴りを正確に音
読してドイツ語に慣れる。

●ドイツ語コミュニケーションⅠB
平易なテキストをもとに、日常生活で使用される
頻度の高いドイツ語の言い回しを中心に学習
し、さらにCD、DVDを用いた聞き取りと発話訓
練を繰り返すことで、基本的な「聞く・話す」能力
を習得する。場面ごとの挨拶から始まって、自己
紹介、ものや人物について述べるなど、簡単な
自己表現と意思疎通ができる程度の会話能力
を身につけることを目標にする。これらの学習と
あわせて、ドイツおよびドイツ語圏の社会や文化
に対する理解も深めていく。

●ドイツ語コミュニケーションⅡA
ⅠAに引き続いて文法に重点を置いてドイツ語の
基礎をより深化させる。時制や特徴的な動詞の
活用、複合的な文の構造について学び、ドイツ
語の複雑な仕組みをより正確に把握するととも
に、基本的語彙や表現をさらに身につけて、辞
書の使い方もマスターしていく。簡単な文章、例
えば平易な雑誌・新聞記事などを読み、それらの
情報をもとにして手紙・作文の学習・訓練を行
う。これらの学習を通じて、ドイツ語圏の社会や
文化に対する理解も深める。

●ドイツ語コミュニケーションⅡB
ⅠBに引き続いて、日常生活で使用される頻度の
高いドイツ語の言い回しを中心に学習し、CD、
DVDなどを用いた聞き取りと発話訓練を繰り返
してより高度な「聞く・話す」能力を獲得する。一
定のテーマに基づいた学生相互の対話練習も
行い、旅行や買い物、学生間の交流などの場
面を想定して、積極的に発話できるような会話
能力・ヒアリング力の育成を図る。これらの学習
を通じて、ドイツ語圏の社会や文化に対する理
解をさらに深めていく。
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国際文化学科科目概要

　

●国際文化概論
国際文化を広く学ぶために、国際文化が一定
の安定性を有しながらも、変わりつつある構造
物であることを知り、それを関係的、構造的、過
程的に捉える視点を育むことを科目の主要な目
的とする。また、この科目の学びを通して、その
後の学科での学習への関心と意欲を高めてい
く。そのために、国際文化学科の教員の研究成
果や多様な事例を用い、具体的な事象から国
際文化の全体像を考察して、国際文化を理解
する上で必要になる多様な視点を学ぶ。

●文章表現技法
人文社会科学分野における文章作法の基礎
的訓練を行う。例文に取り上げる人文・社会科
学者の文章を通じて、伝統的な文章構成の重
要性と、日常語とは異なった学術的文章作法に
ついて理解を深め、実際の文章作成によって各
人の表現能力を高めることを狙う。以上の学術
的な文章作成のための技法習得を授業目標の
中核に置き、そのための階梯としてのレポート作
成、語彙力の強化、さらにはエッセイや実用的
文章の読み書きの技法を総合的に学習するこ
とにより、目的に応じた文章表現能力育成も視
野に収めて授業を行う。

●国際文化基礎論
全学科目「学芸の基礎」の後を受け、国際文化
理解に必要なリテラシー能力の一層の充実を
図る。授業で設定された課題に関する資料や
文献を様々な方法で調べ、それらの文献の分析
を進めた上で、課題に対して多様な視点で分
析、批判したレポートをまとめ、発表する。またレ
ポート作成に関しては、明確な論点を持つだけ
でなく、参考文献、引用といった基本的な論文
技法についても学ぶ。こうした過程を通じて、国
際文化学科で学ぶための基礎力となるリテラシ
ー能力を高める。

●ナショナリズム論
近代以降の世界の姿を知る上で、nation（民族
/国民）への理解は欠かせない。本科目では手
始めに簡単な理論的導入を施した上で、多民族
状況と格闘するべく多文化共生的な政策を推し
進めながらも結局はいくつもの国民国家に分裂
する形で崩壊するに至った複数の多民族国家
を事例として取り上げ、行政上の枠組の変遷や
言語空間の変容が民族および民族問題の形
成に及ぼした影響を論じることを通じて、nation
を固定的な所与のものとする見方を再考する。

●国際関係論
「国際関係論」とは、国際社会やそこで生起す
る様々な現象を対象とする学問である。この授
業では、学問の成り立ちや性格を紹介した上
で、今日まで積み重ねられてきた理論と学説の
系譜を概観し、主要な視座と基礎的な概念を習
得する。さらに、以上の学問的なツールが国際
問題の分析や歴史の理解にどのように適用さ
れるかについて、いくつかの事例を通じて検証
し、国際関係への学問的な理解と考察を深める
ことを授業の目標とする。

●比較文化論
文化とは何か、文化の違いをどのように捉え、ど
のように比較するのか、といった文化の見方に
ついて検討する。まず文化に優劣はないという
文化相対主義的な基本認識に立ち、時代・地

域・集団ごとに異なるものとして文化を捉え、
各々の文化の独自性と固有の価値観を考察す
る。その上で、複数の文化が接触し合い相互に
影響する、または異文化を鏡として自らの文化を
形成する過程に注目し、文化が相互に変容す
る可能性をも考察する。

●グローバル・キャリア・デザイン概論
国際的な舞台で展開される仕事にどうようなも
のがあり、どういった人材を求めているかを学び、
学生が自分の可能性とそのために必要な準備
を進めるための学びの場とする。特に機械工
業、サービス業、非営利団体、流通業などの国
際的な業務を展開している業界の情報提供、
求められる人材の具体的なケースを研究すると
ともに、必要に応じて現場で活躍する専門家を
講師として招き、具体的な学びを行う。これらを
包括的に学ぶことによって、グローバル人材とし
てのキャリア・デザインを設計するための学びの
場とする。

●国際文化入門A
英語を理解するためには、単語や文法の知識
だけでなく、その背景文化についての知識が欠
かせない。この授業では、英語の成り立ちや、イ
ギリス、アメリカなど英語が話されている地域、ま
た、キリスト教やギリシャ・ローマ神話、ケルト、ゲ
ルマン神話、伝説など、英語や英語文化を学ぶ
上で基礎になる背景知識について講義する。
学生自身が英語や英語文化に興味・関心を持
ち、2年生以上の学科科目においてそれを深め
ていくための入り口となるように位置づける。

●国際文化入門B
東アジアにおける日本・中国・韓国の３カ国は古
来よりさまざまな側面において、相互に強い影
響を与えていた。日本・東アジアの文化と社会
について、基礎的な知識を習得し、生活と文化
の様々な側面に理解を深める。それに加えて、
日本と韓国、日本と中国、中国と韓国といった、
東アジアにおける異文化交流のあり方につい
ても考える。以上の基礎的な理解を踏まえ、２年
次以降の当該地域の学科科目と、３年次以降
の演習（ゼミ）を受講するための予備知識を習
得する。

●国際文化入門C
地中海地域の文化について基礎的な知識を提
供し、生活と文化の諸相を概観する。具体的に
は南ヨーロッパと北アフリカの地中海西域の主
要都市の都市空間とその生活文化を題材に、
古代から継承された地中海世界の特徴を考え、
この地が育んだヒューマンスケールの合理性と
共同体の力学とも呼ぶべきものを考察する。異
なる文化圏を一つの世界として横断的に捉え、
異文化間に共通した統一性を認識したい。さら
には歴史、文学、美術、映画などの理解を深め、
2年次以降の学科科目、3年次以降の演習受
講のための予備知識を習得する。

●国際文化入門D
国際社会において異文化間の接触により生起
する諸事象や、多文化状況下にある諸地域の
社会の特質について、基礎知識を習得し、その
歴史的背景を概観する。国際社会に関する考
察における文化をめぐる観点や、社会・文化の
多様性とその変動について認識を深めつつ、
「日本・東アジア」「地中海・西欧・北米」「多文

化共生」の各区分をはじめとする2年次以降の
学科科目、3年次以降の国際文化演習（ゼミ）
を受講するための予備知識を習得する。

●英語表現法
英語による効果的な文章作成、論文作成、口
頭発表ができるような英語表現技法の基礎力
を養うことを目的とする。英語でわかりやすく表
現するにはどうすればよいのか、英語らしい表
現、論理的な文章構成、パラグラフの効果的な
使い方など、英文を書く上での基礎を身につけ
る。また、多くの英文を書く課題を通じて、自分の
言いたいことを自然な英語で表現できるよう訓
練し、話す・書くといった産出面での正確さと流
暢さの両方の能力を伸ばす。

●英語上級 観光英語
国内や海外で活躍できる、旅行者を案内するツ
アーコンダクターやツアーガイド、その他観光業
に必要な英語の基礎から実践的な力までを習
得する。日本人が気軽に海外に出かけるように
なった昨今、さらに国や県としても観光に力を入
れ始めている。そのような時代にあって、旅行中
や、観光業において遭遇するであろう様々な場
面における対処法や、観光必須用語、および必
要な表現を効果的に習得していく。卒業後の進
路を見据えた、英語を使う仕事につながるキャリ
ア・パス（career path）科目である。

●英語上級 会議英語
会議や集会、国際会議などで議長、司会者、進
行係（Master of Ceremonies）として会議をリ
ードできるような英語の理解力と発信力、リーダ
ーシップ力を養う。はじめの言葉、参加者の紹
介、聴衆への語りかけ、議題の説明、会議の進
行、発言者の意見の要約に加え、時にはジョー
クを飛ばしたりして、場を和ませる。このような
MCに必要な英語表現力を身につけるために、
授業の中で実践演習を行う。さらには、文書で
の説明や質疑応答を通して、相手と交渉できる
語学力をも養う。
　
●英語上級 通訳
将来通訳のプロとして、あるいはコミュニティのボ
ランティア通訳として、または国際化社会におけ
る多言語企業で働く者として、必要な技能を養
成するキャリア・パス（career path）科目である。
通訳養成に使われる訓練法、つまり耳から入っ
てくるセンテンスのリピートと訳、シャドーイング、
サイト・トランスレーション、パラグラフごとの要約
と訳など、英語から日本語、日本語から英語へと
すばやく転換する力を養う。また、日本に暮らす外
国人の数が増加していることから、言葉の橋渡し
をするコミュニティ通訳者として、司法、医療、学
校、行政の通訳業務についても学ぶ。
　
●英語上級 翻訳
将来の翻訳者を育成するための入門的キャリ
ア・パス（career path）科目である。翻訳は現
場での経験がものをいう仕事であるが、大学の
授業で翻訳の理論と方法を学び、実務翻訳演
習をすることで、翻訳の難しさと重要性を学ぶ。
翻訳とは辞書と英文法の知識さえあれば誰にも
できるという単純な作業ではないのである。内容
としては、翻訳の理論を最初に学び、次に実際
に解説文、評論文、論文、小説、絵本、マンガ、
字幕、歌詞、マニュアル、カタログ、ビジネスレタ
ー、契約書、広告文の翻訳演習を行う。

●中国語上級Ⅰ
総合的な中国語力の強化を目的とし、これまで
学んだ中国語の完成を目指す。3年次生を対象
に、書く、話す能力を中心に、上級レベルの言
語表現法を学ぶ。実践的な手紙文、挨拶文、通
信文、報告書などの形式と、それに合った表現・
語彙を身につけ、ともに作文能力も養っていく。
また、翻訳練習を通して、日本語と中国語の表
現方法の違いをより深く理解する。さらに、中国
語使用の実際に即した専門書・参考書の使い
方を身に着け、中国語の応用能力を高める。
　
●中国語上級Ⅱ
総合的な中国語力の強化を目的とし、これまで
学んだ中国語の完成を目指す。3年次生を対象
に、話す、聞く能力を中心に、上級レベルのコミ
ュニケーション能力を養う。日常的な会話、討論、
スピーチなどの場面に応じて、それに合った表
現・語彙を身につけ、実践的な語学力の育成を
目的とする。また、通訳練習を通して、口語表現
を含めた日本語と中国語の表現方法の違いをよ
り深く理解し、異文化間コミュニケーションの実
践的知識、さらに語用論的知識を身につける。
　
●フランス語上級ⅠA
フランス語の基礎を習得した者を対象に、口語
コミュニケーションとしてのフランス語に慣れ、そ
の運用能力を確実にすることを目標にする。授
業はCDやDVDを使って、正確に聞き取る、自
分で言ってみる、新たなシチュエーションに対処
するといった練習を行い、「聞く、話す」に力点を
置いた口語コミュニケーション能力を養う。正確
に発音して自然なフランス語を発信できるように
する。また、フランスおよびフランス語圏の社会
や文化に対する理解も深めて、フランス語学習
から現代世界を見ていく視点を養う。
　
●フランス語上級ⅠB
フランス語コミュニケーションで学ぶフランス語
の基礎を習得した者を対象に、文法をさらに確
実にしつつ、語彙や表現を深めながらより高度
なフランス語の「読む、書く」能力を習得してい
く。新聞・雑誌やインターネットのWebサイトな
ど、日常生活の周辺にあるさまざまなフランス語
に触れて、普段使われるフランス語が理解でき、
自ら発信できるようにする。また、今日のフランス
とフランス語圏の社会や文化事情の理解にも
努める。
　
●フランス語上級ⅡA
ⅠAに引き続いて、口語コミュニケーションとして
のフランス語に慣れ、その運用能力を確実にす
ることを目標にする。授業はCDやDVDを使っ
て、正確に聞き取る、自分で言ってみる、新たな
シチュエーションに対処するといった練習を行
い、「聞く、話す」に力点を置いた口語コミュニケ
ーション能力を養う。正確に発音して自然なフラ
ンス語を発信できるようにする。また、フランスお
よびフランス語圏の社会や文化に対する理解
も深めて、フランス語学習から現代世界を見て
いく視点を養う。
　
●フランス語上級ⅡB
ⅠBに引き続いて、文法をさらに確実にしつつ、
語彙や表現を深めながらより高度なフランス語
の「読む、書く」能力を習得していく。新聞・雑誌
やインターネットのWebサイトなど、日常生活の
周辺にあるさまざまなフランス語に触れて、普段
使われるフランス語が理解でき、自ら発信できる
ようにする。また、今日のフランスとフランス語圏

の社会や文化事情の理解にも努め、フランス語
学習を通して自分を取り巻く現代社会の多様
性を認識していく。
　
●フランス語応用
これまで学んだフランス語の完成を目指し、読
む・書く・話す・聞く能力を総合的に養う。授業は
演習形式で、テキスト講読と口頭練習を中心
に、より高度で正確なコミュニケーション能力を
つけることを目標にする。文学作品講読や、フラ
ンス語検定、DELF・DALFの世界標準資格試
験の問題演習、フランス語でのプレゼンテーシ
ョンを行う。言語の学習に伴って、その背景とな
るフランスおよびフランス語圏の文化と社会へ
の理解も深め、英語（中国語）に加え、複数言
語を学習することの意義と世界の多様性を認
識していく。
　
●ポルトガル語上級ⅠA
ポルトガル語コミュニケーションⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB
で学んだポルトガル語の基礎をもとに、日常会
話の練習を中心に、聞き取りの練習も積み重
ねる。浜松市にはポルトガル語を母語とするブ
ラジル人が多く在住しており、あらゆる場面でポ
ルトガル語を使う機会に恵まれていることから、
学んだポルトガル語を実践できるよう指導す
る。授業の合間には視聴覚資料などを使って
ブラジルの歴史･社会･文化･習慣について紹
介する。
　
●ポルトガル語上級ⅠB
ポルトガル語コミュニケーションⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB
で学んだポルトガル語の基礎をもとに読解と作
文を中心に授業を進める。さらに実用的な文章
作成の練習を積み重ねる。ブラジル人コミュニ
ティ内では、ポルトガル語による新聞やテレビチ
ャンネルも普及していることから、学生がそれら
のメディアに触れられるように指導する。授業の
合間には視聴覚資料などを使ってブラジルの歴
史･社会･文化･習慣について紹介する。また、
日記の作成や演劇などの自作も試みる。
　
●ポルトガル語上級ⅡA
ポルトガル語上級ⅠA、ⅠBで学んだポルトガル語
の基礎をもとに、引き続き日常会話の練習を中
心に授業を進める。浜松市にはポルトガル語を
母語とするブラジル人が多く在住しており、あら
ゆる場面でポルトガル語を使う機会に恵まれて
いることから、学んだポルトガル語を実践できる
よう指導する。また、ポルトガル語の文法・語彙
をレベルアップさせ、さらに会話能力育成を中心
に授業を進める。同時に視聴覚資料などを使っ
てブラジルの文化や社会について理解を深め
る。
　
●ポルトガル語上級ⅡB
ポルトガル語上級ⅠA、ⅠBで学んだ文法・語彙を
レベルアップさせ、さらに読解力と実用的な文章
の作成を中心に授業を進める。ブラジル人コミ
ュニティ内では、ポルトガル語による新聞やテレ
ビチャンネルも普及していることから、学生がそ
れらのメディアに触れられるように指導し続け
る。同時に視聴覚資料などを使ってブラジルの
文化や社会について理解を深め、在浜松市の
ブラジル人学校やブラジル人コミュニティとの交
流を図る。
　
●ポルトガル語応用
ブラジル･ポルトガル語の基本的知識を活かし
ながら、新聞や雑誌の記事を読む。また、ポルト

ガル語でＴＶニュース番組を見て、それぞれの内
容についてポルトガル語で討論をする。なお、浜
松市にブラジル人コミュニティがある背景には、
ブラジルにある日本国外の最大の日系コミュニ
ティの存在がある。これらの歴史的背景を学生
に紹介しながら、ポルトガル語の資料を読んで
歴史を学ぶよう指導する。
　
●韓国語上級ⅠA
韓国語の基礎を習得した者を対象に、韓国語
の「聞く・話す」能力の向上を目指す。慣用的挨
拶や基本的な会話表現の練習を通じて、基本
的な単語や語彙と文法を学習しながら、また視
聴覚教材を援用して聞く訓練を重ねる。日常会
話を題材にして学生同士の対話訓練も実施し
て、徹底したトレーニングを繰り返し、正確な発
音を身につけ、韓国語の聞く・話す力を養う。ま
た単に韓国語を学習するだけでなく、韓国の社
会と文化についても理解を深める。
　
●韓国語上級ⅠB
韓国語の基礎を習得した者を対象に、韓国語
の「読む・書く」能力の向上を目指す。慣用的表
現や対義語・類義語の微妙な使い分け、韓国
語と日本語の表現の微妙な違いなどに留意し
ながら、より高度な文法や構文・作文の学習を
通して、韓国語の体系的な理解を図る。また辞
書を引きながら、新聞や雑誌の記事や論文など
を読む訓練を重ね、韓国語の読む・書く力を養
う。また単に韓国語を学習するだけでなく、韓国
の社会と文化についても理解を深める。
　
●韓国語上級ⅡA
韓国語の基礎を習得した者を対象に、韓国語
の「聞く・話す」能力の向上を目指す。韓国語上
級ⅠAに引き続き、慣用的挨拶や基本的な会話
表現を通して、単語や語彙と文法を学習しなが
ら、また視聴覚教材を援用して聞く訓練を重ね
る。日常会話を題材にして学生同士の対話訓
練も実施して、徹底したトレーニングを繰り返し、
正確な発音を身につけ、韓国語の聞く・話す力
を養う。また単に韓国語を学習するだけでなく、
韓国の社会と文化についても理解を深める。
　
●韓国語上級ⅡB
韓国語の基礎を習得した者を対象に、韓国語
の「読む・書く」能力の向上を目指す。韓国語上
級ⅠBに引き続き、慣用的表現や対義語・類義
語の微妙な使い分け、韓国語と日本語の表現
の違いなどに留意しながら、より高度な文法や
構文・作文の学習を通して、韓国語の体系的な
理解を図る。また辞書を引きながら、新聞や雑誌
の記事や論文などを読む訓練を重ね、韓国語の
読む・書く力を養う。また単に韓国語を学習する
だけでなく、韓国の社会と文化についても理解
を深める。

●日本文化史
日本列島上の島々の社会や文化の特徴につ
いて、東アジアをはじめとする諸国家・諸民族と
の交流の歴史を軸にしつつ考察する。例えば、
北海道、沖縄諸島、対馬、小笠原諸島などを取
り上げ、それぞれに固有な歴史・文化が、いかな
る地理的・社会的背景によって生まれたのかを
明らかにする。そのことにより、日本が決して単
一の社会ではないことを深く理解するとともに、
日本文化の多様性を考える。対象とする時期
は、古代から現代まで幅広く設定する。
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専門科目 日本・東アジア

学科基礎 専門外国語

学科基礎 国際文化入門

学科基礎



国際文化学科科目概要

　

●国際文化概論
国際文化を広く学ぶために、国際文化が一定
の安定性を有しながらも、変わりつつある構造
物であることを知り、それを関係的、構造的、過
程的に捉える視点を育むことを科目の主要な目
的とする。また、この科目の学びを通して、その
後の学科での学習への関心と意欲を高めてい
く。そのために、国際文化学科の教員の研究成
果や多様な事例を用い、具体的な事象から国
際文化の全体像を考察して、国際文化を理解
する上で必要になる多様な視点を学ぶ。

●文章表現技法
人文社会科学分野における文章作法の基礎
的訓練を行う。例文に取り上げる人文・社会科
学者の文章を通じて、伝統的な文章構成の重
要性と、日常語とは異なった学術的文章作法に
ついて理解を深め、実際の文章作成によって各
人の表現能力を高めることを狙う。以上の学術
的な文章作成のための技法習得を授業目標の
中核に置き、そのための階梯としてのレポート作
成、語彙力の強化、さらにはエッセイや実用的
文章の読み書きの技法を総合的に学習するこ
とにより、目的に応じた文章表現能力育成も視
野に収めて授業を行う。

●国際文化基礎論
全学科目「学芸の基礎」の後を受け、国際文化
理解に必要なリテラシー能力の一層の充実を
図る。授業で設定された課題に関する資料や
文献を様々な方法で調べ、それらの文献の分析
を進めた上で、課題に対して多様な視点で分
析、批判したレポートをまとめ、発表する。またレ
ポート作成に関しては、明確な論点を持つだけ
でなく、参考文献、引用といった基本的な論文
技法についても学ぶ。こうした過程を通じて、国
際文化学科で学ぶための基礎力となるリテラシ
ー能力を高める。

●ナショナリズム論
近代以降の世界の姿を知る上で、nation（民族
/国民）への理解は欠かせない。本科目では手
始めに簡単な理論的導入を施した上で、多民族
状況と格闘するべく多文化共生的な政策を推し
進めながらも結局はいくつもの国民国家に分裂
する形で崩壊するに至った複数の多民族国家
を事例として取り上げ、行政上の枠組の変遷や
言語空間の変容が民族および民族問題の形
成に及ぼした影響を論じることを通じて、nation
を固定的な所与のものとする見方を再考する。

●国際関係論
「国際関係論」とは、国際社会やそこで生起す
る様々な現象を対象とする学問である。この授
業では、学問の成り立ちや性格を紹介した上
で、今日まで積み重ねられてきた理論と学説の
系譜を概観し、主要な視座と基礎的な概念を習
得する。さらに、以上の学問的なツールが国際
問題の分析や歴史の理解にどのように適用さ
れるかについて、いくつかの事例を通じて検証
し、国際関係への学問的な理解と考察を深める
ことを授業の目標とする。

●比較文化論
文化とは何か、文化の違いをどのように捉え、ど
のように比較するのか、といった文化の見方に
ついて検討する。まず文化に優劣はないという
文化相対主義的な基本認識に立ち、時代・地

域・集団ごとに異なるものとして文化を捉え、
各々の文化の独自性と固有の価値観を考察す
る。その上で、複数の文化が接触し合い相互に
影響する、または異文化を鏡として自らの文化を
形成する過程に注目し、文化が相互に変容す
る可能性をも考察する。

●グローバル・キャリア・デザイン概論
国際的な舞台で展開される仕事にどうようなも
のがあり、どういった人材を求めているかを学び、
学生が自分の可能性とそのために必要な準備
を進めるための学びの場とする。特に機械工
業、サービス業、非営利団体、流通業などの国
際的な業務を展開している業界の情報提供、
求められる人材の具体的なケースを研究すると
ともに、必要に応じて現場で活躍する専門家を
講師として招き、具体的な学びを行う。これらを
包括的に学ぶことによって、グローバル人材とし
てのキャリア・デザインを設計するための学びの
場とする。

●国際文化入門A
英語を理解するためには、単語や文法の知識
だけでなく、その背景文化についての知識が欠
かせない。この授業では、英語の成り立ちや、イ
ギリス、アメリカなど英語が話されている地域、ま
た、キリスト教やギリシャ・ローマ神話、ケルト、ゲ
ルマン神話、伝説など、英語や英語文化を学ぶ
上で基礎になる背景知識について講義する。
学生自身が英語や英語文化に興味・関心を持
ち、2年生以上の学科科目においてそれを深め
ていくための入り口となるように位置づける。

●国際文化入門B
東アジアにおける日本・中国・韓国の３カ国は古
来よりさまざまな側面において、相互に強い影
響を与えていた。日本・東アジアの文化と社会
について、基礎的な知識を習得し、生活と文化
の様々な側面に理解を深める。それに加えて、
日本と韓国、日本と中国、中国と韓国といった、
東アジアにおける異文化交流のあり方につい
ても考える。以上の基礎的な理解を踏まえ、２年
次以降の当該地域の学科科目と、３年次以降
の演習（ゼミ）を受講するための予備知識を習
得する。

●国際文化入門C
地中海地域の文化について基礎的な知識を提
供し、生活と文化の諸相を概観する。具体的に
は南ヨーロッパと北アフリカの地中海西域の主
要都市の都市空間とその生活文化を題材に、
古代から継承された地中海世界の特徴を考え、
この地が育んだヒューマンスケールの合理性と
共同体の力学とも呼ぶべきものを考察する。異
なる文化圏を一つの世界として横断的に捉え、
異文化間に共通した統一性を認識したい。さら
には歴史、文学、美術、映画などの理解を深め、
2年次以降の学科科目、3年次以降の演習受
講のための予備知識を習得する。

●国際文化入門D
国際社会において異文化間の接触により生起
する諸事象や、多文化状況下にある諸地域の
社会の特質について、基礎知識を習得し、その
歴史的背景を概観する。国際社会に関する考
察における文化をめぐる観点や、社会・文化の
多様性とその変動について認識を深めつつ、
「日本・東アジア」「地中海・西欧・北米」「多文

化共生」の各区分をはじめとする2年次以降の
学科科目、3年次以降の国際文化演習（ゼミ）
を受講するための予備知識を習得する。

●英語表現法
英語による効果的な文章作成、論文作成、口
頭発表ができるような英語表現技法の基礎力
を養うことを目的とする。英語でわかりやすく表
現するにはどうすればよいのか、英語らしい表
現、論理的な文章構成、パラグラフの効果的な
使い方など、英文を書く上での基礎を身につけ
る。また、多くの英文を書く課題を通じて、自分の
言いたいことを自然な英語で表現できるよう訓
練し、話す・書くといった産出面での正確さと流
暢さの両方の能力を伸ばす。

●英語上級 観光英語
国内や海外で活躍できる、旅行者を案内するツ
アーコンダクターやツアーガイド、その他観光業
に必要な英語の基礎から実践的な力までを習
得する。日本人が気軽に海外に出かけるように
なった昨今、さらに国や県としても観光に力を入
れ始めている。そのような時代にあって、旅行中
や、観光業において遭遇するであろう様々な場
面における対処法や、観光必須用語、および必
要な表現を効果的に習得していく。卒業後の進
路を見据えた、英語を使う仕事につながるキャリ
ア・パス（career path）科目である。

●英語上級 会議英語
会議や集会、国際会議などで議長、司会者、進
行係（Master of Ceremonies）として会議をリ
ードできるような英語の理解力と発信力、リーダ
ーシップ力を養う。はじめの言葉、参加者の紹
介、聴衆への語りかけ、議題の説明、会議の進
行、発言者の意見の要約に加え、時にはジョー
クを飛ばしたりして、場を和ませる。このような
MCに必要な英語表現力を身につけるために、
授業の中で実践演習を行う。さらには、文書で
の説明や質疑応答を通して、相手と交渉できる
語学力をも養う。
　
●英語上級 通訳
将来通訳のプロとして、あるいはコミュニティのボ
ランティア通訳として、または国際化社会におけ
る多言語企業で働く者として、必要な技能を養
成するキャリア・パス（career path）科目である。
通訳養成に使われる訓練法、つまり耳から入っ
てくるセンテンスのリピートと訳、シャドーイング、
サイト・トランスレーション、パラグラフごとの要約
と訳など、英語から日本語、日本語から英語へと
すばやく転換する力を養う。また、日本に暮らす外
国人の数が増加していることから、言葉の橋渡し
をするコミュニティ通訳者として、司法、医療、学
校、行政の通訳業務についても学ぶ。
　
●英語上級 翻訳
将来の翻訳者を育成するための入門的キャリ
ア・パス（career path）科目である。翻訳は現
場での経験がものをいう仕事であるが、大学の
授業で翻訳の理論と方法を学び、実務翻訳演
習をすることで、翻訳の難しさと重要性を学ぶ。
翻訳とは辞書と英文法の知識さえあれば誰にも
できるという単純な作業ではないのである。内容
としては、翻訳の理論を最初に学び、次に実際
に解説文、評論文、論文、小説、絵本、マンガ、
字幕、歌詞、マニュアル、カタログ、ビジネスレタ
ー、契約書、広告文の翻訳演習を行う。

●中国語上級Ⅰ
総合的な中国語力の強化を目的とし、これまで
学んだ中国語の完成を目指す。3年次生を対象
に、書く、話す能力を中心に、上級レベルの言
語表現法を学ぶ。実践的な手紙文、挨拶文、通
信文、報告書などの形式と、それに合った表現・
語彙を身につけ、ともに作文能力も養っていく。
また、翻訳練習を通して、日本語と中国語の表
現方法の違いをより深く理解する。さらに、中国
語使用の実際に即した専門書・参考書の使い
方を身に着け、中国語の応用能力を高める。
　
●中国語上級Ⅱ
総合的な中国語力の強化を目的とし、これまで
学んだ中国語の完成を目指す。3年次生を対象
に、話す、聞く能力を中心に、上級レベルのコミ
ュニケーション能力を養う。日常的な会話、討論、
スピーチなどの場面に応じて、それに合った表
現・語彙を身につけ、実践的な語学力の育成を
目的とする。また、通訳練習を通して、口語表現
を含めた日本語と中国語の表現方法の違いをよ
り深く理解し、異文化間コミュニケーションの実
践的知識、さらに語用論的知識を身につける。
　
●フランス語上級ⅠA
フランス語の基礎を習得した者を対象に、口語
コミュニケーションとしてのフランス語に慣れ、そ
の運用能力を確実にすることを目標にする。授
業はCDやDVDを使って、正確に聞き取る、自
分で言ってみる、新たなシチュエーションに対処
するといった練習を行い、「聞く、話す」に力点を
置いた口語コミュニケーション能力を養う。正確
に発音して自然なフランス語を発信できるように
する。また、フランスおよびフランス語圏の社会
や文化に対する理解も深めて、フランス語学習
から現代世界を見ていく視点を養う。
　
●フランス語上級ⅠB
フランス語コミュニケーションで学ぶフランス語
の基礎を習得した者を対象に、文法をさらに確
実にしつつ、語彙や表現を深めながらより高度
なフランス語の「読む、書く」能力を習得してい
く。新聞・雑誌やインターネットのWebサイトな
ど、日常生活の周辺にあるさまざまなフランス語
に触れて、普段使われるフランス語が理解でき、
自ら発信できるようにする。また、今日のフランス
とフランス語圏の社会や文化事情の理解にも
努める。
　
●フランス語上級ⅡA
ⅠAに引き続いて、口語コミュニケーションとして
のフランス語に慣れ、その運用能力を確実にす
ることを目標にする。授業はCDやDVDを使っ
て、正確に聞き取る、自分で言ってみる、新たな
シチュエーションに対処するといった練習を行
い、「聞く、話す」に力点を置いた口語コミュニケ
ーション能力を養う。正確に発音して自然なフラ
ンス語を発信できるようにする。また、フランスお
よびフランス語圏の社会や文化に対する理解
も深めて、フランス語学習から現代世界を見て
いく視点を養う。
　
●フランス語上級ⅡB
ⅠBに引き続いて、文法をさらに確実にしつつ、
語彙や表現を深めながらより高度なフランス語
の「読む、書く」能力を習得していく。新聞・雑誌
やインターネットのWebサイトなど、日常生活の
周辺にあるさまざまなフランス語に触れて、普段
使われるフランス語が理解でき、自ら発信できる
ようにする。また、今日のフランスとフランス語圏

の社会や文化事情の理解にも努め、フランス語
学習を通して自分を取り巻く現代社会の多様
性を認識していく。
　
●フランス語応用
これまで学んだフランス語の完成を目指し、読
む・書く・話す・聞く能力を総合的に養う。授業は
演習形式で、テキスト講読と口頭練習を中心
に、より高度で正確なコミュニケーション能力を
つけることを目標にする。文学作品講読や、フラ
ンス語検定、DELF・DALFの世界標準資格試
験の問題演習、フランス語でのプレゼンテーシ
ョンを行う。言語の学習に伴って、その背景とな
るフランスおよびフランス語圏の文化と社会へ
の理解も深め、英語（中国語）に加え、複数言
語を学習することの意義と世界の多様性を認
識していく。
　
●ポルトガル語上級ⅠA
ポルトガル語コミュニケーションⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB
で学んだポルトガル語の基礎をもとに、日常会
話の練習を中心に、聞き取りの練習も積み重
ねる。浜松市にはポルトガル語を母語とするブ
ラジル人が多く在住しており、あらゆる場面でポ
ルトガル語を使う機会に恵まれていることから、
学んだポルトガル語を実践できるよう指導す
る。授業の合間には視聴覚資料などを使って
ブラジルの歴史･社会･文化･習慣について紹
介する。
　
●ポルトガル語上級ⅠB
ポルトガル語コミュニケーションⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB
で学んだポルトガル語の基礎をもとに読解と作
文を中心に授業を進める。さらに実用的な文章
作成の練習を積み重ねる。ブラジル人コミュニ
ティ内では、ポルトガル語による新聞やテレビチ
ャンネルも普及していることから、学生がそれら
のメディアに触れられるように指導する。授業の
合間には視聴覚資料などを使ってブラジルの歴
史･社会･文化･習慣について紹介する。また、
日記の作成や演劇などの自作も試みる。
　
●ポルトガル語上級ⅡA
ポルトガル語上級ⅠA、ⅠBで学んだポルトガル語
の基礎をもとに、引き続き日常会話の練習を中
心に授業を進める。浜松市にはポルトガル語を
母語とするブラジル人が多く在住しており、あら
ゆる場面でポルトガル語を使う機会に恵まれて
いることから、学んだポルトガル語を実践できる
よう指導する。また、ポルトガル語の文法・語彙
をレベルアップさせ、さらに会話能力育成を中心
に授業を進める。同時に視聴覚資料などを使っ
てブラジルの文化や社会について理解を深め
る。
　
●ポルトガル語上級ⅡB
ポルトガル語上級ⅠA、ⅠBで学んだ文法・語彙を
レベルアップさせ、さらに読解力と実用的な文章
の作成を中心に授業を進める。ブラジル人コミ
ュニティ内では、ポルトガル語による新聞やテレ
ビチャンネルも普及していることから、学生がそ
れらのメディアに触れられるように指導し続け
る。同時に視聴覚資料などを使ってブラジルの
文化や社会について理解を深め、在浜松市の
ブラジル人学校やブラジル人コミュニティとの交
流を図る。
　
●ポルトガル語応用
ブラジル･ポルトガル語の基本的知識を活かし
ながら、新聞や雑誌の記事を読む。また、ポルト

ガル語でＴＶニュース番組を見て、それぞれの内
容についてポルトガル語で討論をする。なお、浜
松市にブラジル人コミュニティがある背景には、
ブラジルにある日本国外の最大の日系コミュニ
ティの存在がある。これらの歴史的背景を学生
に紹介しながら、ポルトガル語の資料を読んで
歴史を学ぶよう指導する。
　
●韓国語上級ⅠA
韓国語の基礎を習得した者を対象に、韓国語
の「聞く・話す」能力の向上を目指す。慣用的挨
拶や基本的な会話表現の練習を通じて、基本
的な単語や語彙と文法を学習しながら、また視
聴覚教材を援用して聞く訓練を重ねる。日常会
話を題材にして学生同士の対話訓練も実施し
て、徹底したトレーニングを繰り返し、正確な発
音を身につけ、韓国語の聞く・話す力を養う。ま
た単に韓国語を学習するだけでなく、韓国の社
会と文化についても理解を深める。
　
●韓国語上級ⅠB
韓国語の基礎を習得した者を対象に、韓国語
の「読む・書く」能力の向上を目指す。慣用的表
現や対義語・類義語の微妙な使い分け、韓国
語と日本語の表現の微妙な違いなどに留意し
ながら、より高度な文法や構文・作文の学習を
通して、韓国語の体系的な理解を図る。また辞
書を引きながら、新聞や雑誌の記事や論文など
を読む訓練を重ね、韓国語の読む・書く力を養
う。また単に韓国語を学習するだけでなく、韓国
の社会と文化についても理解を深める。
　
●韓国語上級ⅡA
韓国語の基礎を習得した者を対象に、韓国語
の「聞く・話す」能力の向上を目指す。韓国語上
級ⅠAに引き続き、慣用的挨拶や基本的な会話
表現を通して、単語や語彙と文法を学習しなが
ら、また視聴覚教材を援用して聞く訓練を重ね
る。日常会話を題材にして学生同士の対話訓
練も実施して、徹底したトレーニングを繰り返し、
正確な発音を身につけ、韓国語の聞く・話す力
を養う。また単に韓国語を学習するだけでなく、
韓国の社会と文化についても理解を深める。
　
●韓国語上級ⅡB
韓国語の基礎を習得した者を対象に、韓国語
の「読む・書く」能力の向上を目指す。韓国語上
級ⅠBに引き続き、慣用的表現や対義語・類義
語の微妙な使い分け、韓国語と日本語の表現
の違いなどに留意しながら、より高度な文法や
構文・作文の学習を通して、韓国語の体系的な
理解を図る。また辞書を引きながら、新聞や雑誌
の記事や論文などを読む訓練を重ね、韓国語の
読む・書く力を養う。また単に韓国語を学習する
だけでなく、韓国の社会と文化についても理解
を深める。

●日本文化史
日本列島上の島々の社会や文化の特徴につ
いて、東アジアをはじめとする諸国家・諸民族と
の交流の歴史を軸にしつつ考察する。例えば、
北海道、沖縄諸島、対馬、小笠原諸島などを取
り上げ、それぞれに固有な歴史・文化が、いかな
る地理的・社会的背景によって生まれたのかを
明らかにする。そのことにより、日本が決して単
一の社会ではないことを深く理解するとともに、
日本文化の多様性を考える。対象とする時期
は、古代から現代まで幅広く設定する。
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学科基礎 国際文化入門

学科基礎



国際文化学科科目概要

●日本文学史
日本の神話・伝説・昔話といった口承文芸（伝
承文学）を主軸のテーマとして、そこから展開・
派生するかたちで上代から近現代までの日本文
学の体系的な歴史を学ぶ。通史的・編年的な
文学史ではない。日本文学というジャンルと作
品に深く関わって、文学作品とその成立と展開
を支えてきた社会、歴史、民俗、風土、信仰、国
際性などについての理解を目指す。受講生に
は、この講義を通して日本文学の「広がり」につ
いて考える機会としてほしい。

●現代日本語表現
現代日本語表現を、意識的かつ分析的に観察
する視点を涵養する。実際のコミュニケーショ
ン、フィクション、住生活や食生活といった生活
場面、時には、社会変化などから、それらの中で
見られる日本語表現を取り上げていく。日本語
表現の特質とはどんなものか、その特質がある
場面でどのような効果を持ち得るのか等に注目
し講義をする。また、取り上げた現代日本語表
現が、どのような変化を経て、あるいは、どのよう
な歴史的背景を持ち存在しているのか等の通
時的な視点も取り入れていく。

●日本文学A
日本の古典文学作品を対象として、古典文学を
理解するために必要な基礎知識を習得する。
古典文学は、それが成立した社会、歴史、民俗、
風土、信仰、思想などさまざまな視点を踏まえて
読み解かれるべきである。作品に込められた作
者の、あるいは伝承者たちのメッセージを正確に
読み解くことで、古典文学の中に受け継がれた
日本文化の深層への理解を目指す。受講生に
は、この講義を通して日本文学の「深み」につい
て考える機会としてほしい。

●日本文学B
日本の近代文学および現代文学を対象として、
それらを理解するために必要な知識の習得を目
指す。明治以降の文芸は西洋の思想的影響
に晒されて浪漫主義や自然主義といった思潮
を展開させた。この講義では、特に自然主義の
思潮を近代文芸における基軸の一つとして捉
え、その展開と葛藤、相克といった視点から個々
の作家、作品を検証してゆく。近代日本におけ
る文芸の流行とその社会的な背景を学ぶこと
で、一つには高い教養を身につけ、あるいは「近
代」とは何だったのかまでを思考する機会として
ほしい。

●漢文学Ⅰ
『論語』『孫子』『韓非子』等のように、日本の思
想や文化に大きな影響を与えた古代中国の思
想書をテキストとして、漢文の基本的な読解・訓
読の知識と技術を習得する。また、漢文訓読の
知識や技術だけではなく、それぞれのテキストや
エピソードの作者、歴史、社会、文化、思想、そし
て日本文化への影響（享受）についても学び、
高次の知識・教養を養う。高等学校の国語科
教員として「漢文」の授業ができるに足るスキル
の習得を目指す。

●漢文学Ⅱ
李白、杜甫、白居易といった日本の文学に大き
な影響を与えた漢詩をテキストとして、漢文の基
本的な読解・訓読の知識と技術を習得する。ま
た、漢文訓読の知識や技術だけではなく、それ
ぞれの作者と詩にまつわるエピソード、社会、文
化、思想、そして日本文学への影響（享受）に

ついても学び、漢詩の世界観をめぐる高次の知
識と教養を養う。「漢文学Ⅰ」に引き続き、高等
学校の国語科教員として「漢文」の授業ができ
るに足るスキルの習得を目指す。

●日本史学A
日本の中世から近世を対象として、その社会の
あり様と人々の存在形態について考察する。特
に身分制社会の成立過程と、その中での人々
の社会的役割や生活・思想についてみていく。
武士・公家・百姓・町人・被差別民というような社
会集団からだけではなく、女性や子ども・老人と
いった年齢や性別、あるいは身分を超えたネット
ワークのあり様など、多様な視点から分析を試み
る。そのことにより、今日の日本社会のあり様に
ついても考える力を養う。

●日本史学B
前近代から近現代に至る日本の歴史について
具体的史料に基づいて講義する。この授業で
は、日本列島を超えた国際的な視野で世界史
の中の日本史を捉える。また、こうした世界史の
中で、静岡県域あるいは三遠南信（三河、遠
江、南信濃）、東海地域というこの地に、どのよう
な影響がみられたのかを、地域に根ざした歴史
から理解させていくものである。世界と地域とい
う二つの視点を重視しながら、人物史、政治史
のみならず、社会経済や文化の推移について
も、論じていく。

●日本語語彙研究
日本語の語彙の性質について、日本語学的な
観点から体系的な語彙論のもとに学んでいく。
語彙というのは語の集まりである。本講義で学
んでいくのは語（個別的な語）ではなく、語の集
合である語彙である。具体的には、語彙には、ど
のような特徴があり、どのような構成をしている
のだろうか、また、日本語を学ぼうとする外国人
に、日本語を教えるためには、どのくらいの語彙
の知識が必要であろうか、などである。これらを
学ぶことで、日本語の語彙に対する客観的・分
析的な視点を養ってほしい。

●日本語研究
日本語を総体的かつ客観的な視点で分析する
方法について学ぶ。用例の収集、データベース
作成、そして、作成したデータベースの分析を行
う。また、日本語研究や日本語教育で、データベ
ースを通して分析した結果の利用法についても
考えていく。高度情報化社会では、コーパスを
使った辞書をはじめとし、データ化された資料や
データベース化された資料が多く存在し、今後
もますます増え続けていく。本講義で学んだスキ
ルによって、より実証的に、より客観的に情報を
操作できるようになり、高度情報化社会で生き
抜く力を身につけてほしい。

●日本文学作品研究
特定の文学作品の原典を精読する。作品の本
文だけでなく、その成立をめぐる歴史的・社会的
背景、文化的・思想的環境、諸本（テキスト）の
異同・分類、研究史、最新の研究課題、研究手
法などを学ぶ。日本文学の本格的な研究成果
に触れることにより、課題・論点の見出し方とそ
れを解決する方法（資料の読み方、調査の手法
など）の習得を目指す。受講生には、この講義を
通して日本文学について高いレベルでの教養を
習得する機会としてほしい。

●古文書の調査と読解　
日本の歴史や文化を研究するための一番の基
礎は、対象となる時代に記された古文書を読む
ことである。しかもそれは活字史料ではなく、原
史料であることが望ましい。そこで古文書の読
解力を養うことを目的とし、実践的な授業を行
う。その際、まずは現代の公文書をはじめ、記録
遺産としての資料の価値を知ること、資料全般
の収集・整理・保存・活用の意義と課題を学ぶ
ことから始める。その上で、江戸時代のくずし字
を中心に古文書の読解を進める。

●美術史（日本・東洋）Ⅰ
古代から中世に至る日本美術の主要な作品を
スライド等で見ながら、それぞれの時代にどのよ
うなものが制作されていたのか、またそれぞれの
様式的特徴はいかなるものか明らかにする。そ
の時中国・朝鮮半島の美術から日本が何を受
け取り、そこからどのようなものを作り出したのか
といった視点から、日本美術の特色とは何か検
討する。また、そのような作品が制作された社会
背景、思想的背景などにも考えを及ぼす。これら
によって日本美術史の基本的な研究方法に触
れるようにしたい。

●東南アジアの文化と社会A
東南アジア島嶼部を舞台に、外文明との関わ
り、人の移動と文化の変容、植民地支配の影
響、一つの国家としてまとまってゆく過程、独立
国家の民族政策・文化政策、言語と教育といっ
た大きな枠組みを念頭に置きながら、文化の重
層性や動態について理解を深め、今日の東南
アジアを正しく認識するための視座を身につけ
る。その上で、インドネシアにおける地域文化を
動態的文化の事例として取り上げ、具体例に
基づいて理解を深める。

●東南アジアの文化と社会B
近代以前の東南アジア史に関して基礎的な知
識を習得した後、近現代の東南アジアにおける
ネーションやエスニシティをめぐる諸事象につい
て理解を深める。東南アジア各地の事例を見な
がら、この地域の人々の自己認識がどのように
変化したかをたどり、政治や文化における統合
や多様性について考察する。また、東南アジア
出身者やその子孫が東南アジア以外の地域で
定住している事例を取り上げ、そうした人々のア
イデンティティについて考察する。

●中国の文化と社会　
本講義では、「文化」と「社会」からアプローチす
ることで、多角的な視点から重層的に中国を理
解することを目標とする。中国に関する様々な最
新情報に触れながら、格差と人的移動、政治の
民主化と共生社会の実現など、毎回異なるテー
マに時間的縦軸と空間的横軸を併用して取り
組み、多様な中国の現実を捉える方法を学ぶと
ともに、具体的なデータや映像を用いて中国の
文化と社会を理解する技術や理論を習得する。
講義では、多民族多文化社会と国際化社会を
生きるための様々な現実的社会問題に目を向
けさせることを可能な限り心がける。

●中国経済論
改革開放政策実施後における中国の経済政
策と経済情勢の変化をたどる。計画経済から市
場経済への移転に焦点を当て、それに関わるマ
クロ経済の諸テーマに基づき中国経済の現状
を捉え、「経済」というキーワードを通して中国理
解を深める。市場経済の基本的な仕組みを理

解すること、「中国脅威論」と「中国崩壊論」と
いった正反対の論調が並行する中国経済のマ
クロ的背景を理解すること、そして経済成長の
意義について考えることを目的とする。

●韓国社会文化論
古来より日本と韓国（朝鮮半島）の関係は深く、
韓国の文化と社会を知ることにより、自文化の新
たな面（価値や魅力など）に気づくことができる。
そのため、韓国の文化と社会を知ることは、何よ
りも自分自身（日本）について学ぶことであり、世
界を知ることにつながる。韓国の社会的・文化的
特質に迫るために、様々な観点から韓国の伝統
文化と生活文化を体系的に捉え、韓国社会の
基層構造について学び考察する。そして、韓国
社会の文化的特質について理解を深める。

●中国古典学
中国古典の教養が東アジアの思想文化の基
盤にあり、これに対する教養なくしては東アジア
文化の理解はありえない。本講義は、儒学（経
学）、歴史、諸子百家（思想）、文学（詩文集）の
分類に従い、それぞれに関する人物と書物を紹
介しつつ、その特色について考えていく。中国
古典を体系的に概説し、その中から教訓を得、
教養の幅を広げるとともに、その背景となってい
る社会の民族文化的基盤をも視野に入れて考
察する。中国古典を通して、ものの見方、感じ
方、考え方を広くしていくことを目指す。

●アジアビジネス論
NIES、ASEAN、移行経済国とインド亜大陸と
いう区分に基づき、アジア諸国の経済発展の
軌跡を回顧し、今や世界の経済成長のエンジン
とまで称されるアジア経済の全体像を把握す
る。また、日本などの先進国とアジア新興国の
多国籍企業のあり方を通して、アジアで形成さ
れた生産ネットワークの実態と拡大するアジア
市場の趨勢を明確にする。グローバル化が急速
に進む中、日本は今後アジア諸国とどのように
経済連携を図っていけるかについて考えること
を目的とする。

●東南アジアの歴史
東南アジアの歴史について考察し、この地域の
社会の特質を理解する。主として18世紀末まで
の時代を対象とし、東南アジア大陸部諸地域
の社会の形成およびそれらの諸地域間の関係
や、東南アジアと近隣諸地域（東アジア・南アジ
アなど）との関係、さらにはヨーロッパとの関係の
歴史について理解を深める。その理解に基づい
た考察を通じて、19世紀以降の東南アジア史
および現在の東南アジア各地の社会に関する
理解を深めるための基礎を築く。

●近現代の中東A
世界有数の産油国であるのみならず、中東随
一の大国にしてそれ自体が一つの中華世界を
なす国イラン。カージャール朝からパフラヴィー
朝を経てイスラーム共和国に至るまでのその歴
史を、イスラーム以前にさかのぼる古代ペルシア
以来の文化的変容を踏まえつつ、近代化の過
程における世俗主義モデルと十二イマーム派イ
スラームの政治理論の相剋、多民族国家にお
ける国民統合の探求、民主主義体制の模索、
英露および米ソの狭間での独立維持などの問
題を踏まえて概観する。

●近現代の中東B
13世紀末から第一次世界大戦期まで東地中
海地域に覇を唱えた巨大な多民族・多宗教国
家オスマン帝国の解体過程を、ムスリムの政治
指導者がイスラーム法に基づく統治を行なう「イ
スラームの家」が一群の国民国家に分裂してい
く過程と捉えて振り返り、今日この地域で多発し
ている紛争の淵源をこうした国家理念の相剋に
求める。この科目はいわゆる「トルコ史」を主たる
叙述の対象とするが、必要に応じてバルカン半
島やアラブ地域の状況にも言及する。

●イタリア文化史
国家統一に至るまでのイタリア文化、次いで国
家統一後からファシズム期までの文化、さらに戦
後から現代に至る文化の歴史的発展について
概説し、それぞれの特徴を考察する。特に、文
学、オペラ、美術、映画などの分野に着目し、イ
タリア文化が持つ「多様性」と「創造性」の根
源を時代の推移に即して探ってゆく。併せて、現
代における都市と生活のあり方や衣食住に関
わる生活文化も視野に入れ、イタリアの文化と
社会について幅広い観点から理解する力を身
につける。

●フランス文化論
論理性、批評性、社交性、個性尊重という側面
に焦点を当て、フランスの文化と社会の成立を
歴史的に概観し、その特質について考える。主
に扱うテーマとして教会建築（中世）、フランス
語の成立、教育制度、19世紀パリ改造、戦後
の経済成長と移民政策、女性の社会進出な
ど。同時にリアルタイムで話題になっている時
事トピックにも言及しながら、近年フランスが直
面する社会の変容とその課題も考察する。美食
やモードといった表層的イメージから一歩踏み
込んで、ヨーロッパ、そして世界の中のフランス
文化の独自性を理解する。

●ルネサンス文化史
西欧近代文明の源となったルネサンスの文化を
幅広い視点から考察し、その芸術的・文化的遺
産に対する知識を深めるとともに、それらの根底
にある思想と精神を明らかにする。まず、美術、
建築、音楽、文学の領域について、文化的社会
的背景とともに特徴を概説し、さらに、祝祭、衣
装、食事など生活文化に対する理解も深める。
「人文主義」「芸術家」「個人」をキーワードに、
ヨーロッパ文化におけるイタリア文化の位置と、
現代まで続くその影響について論じていく。　

●古代ギリシア・ローマ文化と社会
古代ギリシア・ローマの文化は、数世紀にわたっ
て古代地中海世界の中心的な位置を占め、そ
の後に成立した「ヨーロッパ」の社会や経済、文
化にも大きな影響を与えた。本講義では、文献
等の資料を用いて古代ギリシア・ローマの社会、
文化、そして経済活動を概観する。たとえば、都
市ローマに対する食糧供給とそれが社会に与
えた影響などについて論じながら、現代における
社会や経済、文化に関する諸問題を考える手
がかりを探求する。

●中東現代史
主としてオスマン帝国解体後の時代に比重を
置いて、世俗主義的ナショナリズムを建国の理
念とする共和制の非産油国トルコと真正のイス
ラーム国家を標榜する君主制の産油国サウデ
ィアラビアという対照的な性格の両国およびそ
れらの中間的存在ともいうべきエジプトのスンナ

派ムスリムの３つの国の歴史を比較検討する。
中東地域では、20世紀中葉までに反帝国主義
を掲げ「上からの近代化」を図る多分に強権的
な民族主義政権が相次いで成立した。これら政
権の行き詰まりはオルタナティヴとしてのイスラ
ーム主義の復興をもたらすことになった。

●英米文学史
大学生が身につけるべき教養として、代表的な
イギリス文学およびアメリカ文学の作家と作品
について取り上げる。作家の伝記的事項、およ
び作品の内容、あらすじ、登場人物、文体、テー
マや特徴について学ぶ。講義形式ではあるが、
原典の一部を味読する。作品そのものに加え
て、作品の背景となる時代性や社会問題、とり
わけ「文化」について大きく取り上げる。英米大
学の講義ビデオ（英語）や、映像作品などの視
聴覚教材も随時用いながら講義していく。

●西欧・北米文化論
「西欧・北米」として括られる地域は、近代市民
社会を胚胎し発展させ、近代文明における先進
性を自認していただけでなく、他地域からも近代
化の目標と見なされていた。だが西欧・北米にお
いて近代文明は、それまでの社会や文化を変え
る市民革命や産業革命などを経ながら発展し、
またポストモダン思想のような近代への疑念や
否定的な見方にもさらされてきた。そうした過程
を視野に入れながら、西欧・北米に固有の文化
について考察する。

●英語文学概論A
英文学史において歴史的に評価の高い重要な
作品を概観しつつ、それぞれの作品の時代的
背景、作品の表現技法、その背後にある思想、
その時代の文化、プロット、作品内部に内在す
るテーマなどの特徴について考察し、論じる。特
に作品が生まれたそれぞれの時代や社会の中
で「文学」がどう定義され、存在してきたかを具
体的事例とともに考察し、文学作品とその作品
が生まれた時代との相互関連を深く理解できる
ように授業を進めていく。

●英語文学概論B
アメリカの時代背景を重視しつつ、とりわけアメ
リカ文化・社会地域問題・移民・異文化等の重
要な学問的トピックとも関連させながら、第二次
世界大戦後の主要なアメリカ文学作品（映像
作品を含む）を読み解いていく。原作、映像作
品、文献資料を調べて、グループでプレゼンテー
ションをして、クラス貢献をする学生参加型の授
業である。口頭発表をするとともに、クラス全員
で質問やコメント、補足や各自の意見を提出し
て、作品に対する印象や感想を交換する。

●イギリス文化論
イギリスは正式にはグレートブリテンおよび北ア
イルランド連合王国と呼ばれるように、イングラ
ンド、ウェールズ、スコットランド、アイルランドの
各地域がそれぞれ独自の文化を持っている。ま
た、現在は表面的にはキリスト教文化であるが、
その深層を見ると、古くからのケルトやゲルマン
など異教の文化の影響を無視することができな
い。この授業では、そうした各地域や古くからの
伝統に目を配りつつ、現代文化に生きる伝承文
化について講義する。
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専門科目 地中海・西欧・北米



国際文化学科科目概要

●日本文学史
日本の神話・伝説・昔話といった口承文芸（伝
承文学）を主軸のテーマとして、そこから展開・
派生するかたちで上代から近現代までの日本文
学の体系的な歴史を学ぶ。通史的・編年的な
文学史ではない。日本文学というジャンルと作
品に深く関わって、文学作品とその成立と展開
を支えてきた社会、歴史、民俗、風土、信仰、国
際性などについての理解を目指す。受講生に
は、この講義を通して日本文学の「広がり」につ
いて考える機会としてほしい。

●現代日本語表現
現代日本語表現を、意識的かつ分析的に観察
する視点を涵養する。実際のコミュニケーショ
ン、フィクション、住生活や食生活といった生活
場面、時には、社会変化などから、それらの中で
見られる日本語表現を取り上げていく。日本語
表現の特質とはどんなものか、その特質がある
場面でどのような効果を持ち得るのか等に注目
し講義をする。また、取り上げた現代日本語表
現が、どのような変化を経て、あるいは、どのよう
な歴史的背景を持ち存在しているのか等の通
時的な視点も取り入れていく。

●日本文学A
日本の古典文学作品を対象として、古典文学を
理解するために必要な基礎知識を習得する。
古典文学は、それが成立した社会、歴史、民俗、
風土、信仰、思想などさまざまな視点を踏まえて
読み解かれるべきである。作品に込められた作
者の、あるいは伝承者たちのメッセージを正確に
読み解くことで、古典文学の中に受け継がれた
日本文化の深層への理解を目指す。受講生に
は、この講義を通して日本文学の「深み」につい
て考える機会としてほしい。

●日本文学B
日本の近代文学および現代文学を対象として、
それらを理解するために必要な知識の習得を目
指す。明治以降の文芸は西洋の思想的影響
に晒されて浪漫主義や自然主義といった思潮
を展開させた。この講義では、特に自然主義の
思潮を近代文芸における基軸の一つとして捉
え、その展開と葛藤、相克といった視点から個々
の作家、作品を検証してゆく。近代日本におけ
る文芸の流行とその社会的な背景を学ぶこと
で、一つには高い教養を身につけ、あるいは「近
代」とは何だったのかまでを思考する機会として
ほしい。

●漢文学Ⅰ
『論語』『孫子』『韓非子』等のように、日本の思
想や文化に大きな影響を与えた古代中国の思
想書をテキストとして、漢文の基本的な読解・訓
読の知識と技術を習得する。また、漢文訓読の
知識や技術だけではなく、それぞれのテキストや
エピソードの作者、歴史、社会、文化、思想、そし
て日本文化への影響（享受）についても学び、
高次の知識・教養を養う。高等学校の国語科
教員として「漢文」の授業ができるに足るスキル
の習得を目指す。

●漢文学Ⅱ
李白、杜甫、白居易といった日本の文学に大き
な影響を与えた漢詩をテキストとして、漢文の基
本的な読解・訓読の知識と技術を習得する。ま
た、漢文訓読の知識や技術だけではなく、それ
ぞれの作者と詩にまつわるエピソード、社会、文
化、思想、そして日本文学への影響（享受）に

ついても学び、漢詩の世界観をめぐる高次の知
識と教養を養う。「漢文学Ⅰ」に引き続き、高等
学校の国語科教員として「漢文」の授業ができ
るに足るスキルの習得を目指す。

●日本史学A
日本の中世から近世を対象として、その社会の
あり様と人々の存在形態について考察する。特
に身分制社会の成立過程と、その中での人々
の社会的役割や生活・思想についてみていく。
武士・公家・百姓・町人・被差別民というような社
会集団からだけではなく、女性や子ども・老人と
いった年齢や性別、あるいは身分を超えたネット
ワークのあり様など、多様な視点から分析を試み
る。そのことにより、今日の日本社会のあり様に
ついても考える力を養う。

●日本史学B
前近代から近現代に至る日本の歴史について
具体的史料に基づいて講義する。この授業で
は、日本列島を超えた国際的な視野で世界史
の中の日本史を捉える。また、こうした世界史の
中で、静岡県域あるいは三遠南信（三河、遠
江、南信濃）、東海地域というこの地に、どのよう
な影響がみられたのかを、地域に根ざした歴史
から理解させていくものである。世界と地域とい
う二つの視点を重視しながら、人物史、政治史
のみならず、社会経済や文化の推移について
も、論じていく。

●日本語語彙研究
日本語の語彙の性質について、日本語学的な
観点から体系的な語彙論のもとに学んでいく。
語彙というのは語の集まりである。本講義で学
んでいくのは語（個別的な語）ではなく、語の集
合である語彙である。具体的には、語彙には、ど
のような特徴があり、どのような構成をしている
のだろうか、また、日本語を学ぼうとする外国人
に、日本語を教えるためには、どのくらいの語彙
の知識が必要であろうか、などである。これらを
学ぶことで、日本語の語彙に対する客観的・分
析的な視点を養ってほしい。

●日本語研究
日本語を総体的かつ客観的な視点で分析する
方法について学ぶ。用例の収集、データベース
作成、そして、作成したデータベースの分析を行
う。また、日本語研究や日本語教育で、データベ
ースを通して分析した結果の利用法についても
考えていく。高度情報化社会では、コーパスを
使った辞書をはじめとし、データ化された資料や
データベース化された資料が多く存在し、今後
もますます増え続けていく。本講義で学んだスキ
ルによって、より実証的に、より客観的に情報を
操作できるようになり、高度情報化社会で生き
抜く力を身につけてほしい。

●日本文学作品研究
特定の文学作品の原典を精読する。作品の本
文だけでなく、その成立をめぐる歴史的・社会的
背景、文化的・思想的環境、諸本（テキスト）の
異同・分類、研究史、最新の研究課題、研究手
法などを学ぶ。日本文学の本格的な研究成果
に触れることにより、課題・論点の見出し方とそ
れを解決する方法（資料の読み方、調査の手法
など）の習得を目指す。受講生には、この講義を
通して日本文学について高いレベルでの教養を
習得する機会としてほしい。

●古文書の調査と読解　
日本の歴史や文化を研究するための一番の基
礎は、対象となる時代に記された古文書を読む
ことである。しかもそれは活字史料ではなく、原
史料であることが望ましい。そこで古文書の読
解力を養うことを目的とし、実践的な授業を行
う。その際、まずは現代の公文書をはじめ、記録
遺産としての資料の価値を知ること、資料全般
の収集・整理・保存・活用の意義と課題を学ぶ
ことから始める。その上で、江戸時代のくずし字
を中心に古文書の読解を進める。

●美術史（日本・東洋）Ⅰ
古代から中世に至る日本美術の主要な作品を
スライド等で見ながら、それぞれの時代にどのよ
うなものが制作されていたのか、またそれぞれの
様式的特徴はいかなるものか明らかにする。そ
の時中国・朝鮮半島の美術から日本が何を受
け取り、そこからどのようなものを作り出したのか
といった視点から、日本美術の特色とは何か検
討する。また、そのような作品が制作された社会
背景、思想的背景などにも考えを及ぼす。これら
によって日本美術史の基本的な研究方法に触
れるようにしたい。

●東南アジアの文化と社会A
東南アジア島嶼部を舞台に、外文明との関わ
り、人の移動と文化の変容、植民地支配の影
響、一つの国家としてまとまってゆく過程、独立
国家の民族政策・文化政策、言語と教育といっ
た大きな枠組みを念頭に置きながら、文化の重
層性や動態について理解を深め、今日の東南
アジアを正しく認識するための視座を身につけ
る。その上で、インドネシアにおける地域文化を
動態的文化の事例として取り上げ、具体例に
基づいて理解を深める。

●東南アジアの文化と社会B
近代以前の東南アジア史に関して基礎的な知
識を習得した後、近現代の東南アジアにおける
ネーションやエスニシティをめぐる諸事象につい
て理解を深める。東南アジア各地の事例を見な
がら、この地域の人々の自己認識がどのように
変化したかをたどり、政治や文化における統合
や多様性について考察する。また、東南アジア
出身者やその子孫が東南アジア以外の地域で
定住している事例を取り上げ、そうした人々のア
イデンティティについて考察する。

●中国の文化と社会　
本講義では、「文化」と「社会」からアプローチす
ることで、多角的な視点から重層的に中国を理
解することを目標とする。中国に関する様々な最
新情報に触れながら、格差と人的移動、政治の
民主化と共生社会の実現など、毎回異なるテー
マに時間的縦軸と空間的横軸を併用して取り
組み、多様な中国の現実を捉える方法を学ぶと
ともに、具体的なデータや映像を用いて中国の
文化と社会を理解する技術や理論を習得する。
講義では、多民族多文化社会と国際化社会を
生きるための様々な現実的社会問題に目を向
けさせることを可能な限り心がける。

●中国経済論
改革開放政策実施後における中国の経済政
策と経済情勢の変化をたどる。計画経済から市
場経済への移転に焦点を当て、それに関わるマ
クロ経済の諸テーマに基づき中国経済の現状
を捉え、「経済」というキーワードを通して中国理
解を深める。市場経済の基本的な仕組みを理

解すること、「中国脅威論」と「中国崩壊論」と
いった正反対の論調が並行する中国経済のマ
クロ的背景を理解すること、そして経済成長の
意義について考えることを目的とする。

●韓国社会文化論
古来より日本と韓国（朝鮮半島）の関係は深く、
韓国の文化と社会を知ることにより、自文化の新
たな面（価値や魅力など）に気づくことができる。
そのため、韓国の文化と社会を知ることは、何よ
りも自分自身（日本）について学ぶことであり、世
界を知ることにつながる。韓国の社会的・文化的
特質に迫るために、様々な観点から韓国の伝統
文化と生活文化を体系的に捉え、韓国社会の
基層構造について学び考察する。そして、韓国
社会の文化的特質について理解を深める。

●中国古典学
中国古典の教養が東アジアの思想文化の基
盤にあり、これに対する教養なくしては東アジア
文化の理解はありえない。本講義は、儒学（経
学）、歴史、諸子百家（思想）、文学（詩文集）の
分類に従い、それぞれに関する人物と書物を紹
介しつつ、その特色について考えていく。中国
古典を体系的に概説し、その中から教訓を得、
教養の幅を広げるとともに、その背景となってい
る社会の民族文化的基盤をも視野に入れて考
察する。中国古典を通して、ものの見方、感じ
方、考え方を広くしていくことを目指す。

●アジアビジネス論
NIES、ASEAN、移行経済国とインド亜大陸と
いう区分に基づき、アジア諸国の経済発展の
軌跡を回顧し、今や世界の経済成長のエンジン
とまで称されるアジア経済の全体像を把握す
る。また、日本などの先進国とアジア新興国の
多国籍企業のあり方を通して、アジアで形成さ
れた生産ネットワークの実態と拡大するアジア
市場の趨勢を明確にする。グローバル化が急速
に進む中、日本は今後アジア諸国とどのように
経済連携を図っていけるかについて考えること
を目的とする。

●東南アジアの歴史
東南アジアの歴史について考察し、この地域の
社会の特質を理解する。主として18世紀末まで
の時代を対象とし、東南アジア大陸部諸地域
の社会の形成およびそれらの諸地域間の関係
や、東南アジアと近隣諸地域（東アジア・南アジ
アなど）との関係、さらにはヨーロッパとの関係の
歴史について理解を深める。その理解に基づい
た考察を通じて、19世紀以降の東南アジア史
および現在の東南アジア各地の社会に関する
理解を深めるための基礎を築く。

●近現代の中東A
世界有数の産油国であるのみならず、中東随
一の大国にしてそれ自体が一つの中華世界を
なす国イラン。カージャール朝からパフラヴィー
朝を経てイスラーム共和国に至るまでのその歴
史を、イスラーム以前にさかのぼる古代ペルシア
以来の文化的変容を踏まえつつ、近代化の過
程における世俗主義モデルと十二イマーム派イ
スラームの政治理論の相剋、多民族国家にお
ける国民統合の探求、民主主義体制の模索、
英露および米ソの狭間での独立維持などの問
題を踏まえて概観する。

●近現代の中東B
13世紀末から第一次世界大戦期まで東地中
海地域に覇を唱えた巨大な多民族・多宗教国
家オスマン帝国の解体過程を、ムスリムの政治
指導者がイスラーム法に基づく統治を行なう「イ
スラームの家」が一群の国民国家に分裂してい
く過程と捉えて振り返り、今日この地域で多発し
ている紛争の淵源をこうした国家理念の相剋に
求める。この科目はいわゆる「トルコ史」を主たる
叙述の対象とするが、必要に応じてバルカン半
島やアラブ地域の状況にも言及する。

●イタリア文化史
国家統一に至るまでのイタリア文化、次いで国
家統一後からファシズム期までの文化、さらに戦
後から現代に至る文化の歴史的発展について
概説し、それぞれの特徴を考察する。特に、文
学、オペラ、美術、映画などの分野に着目し、イ
タリア文化が持つ「多様性」と「創造性」の根
源を時代の推移に即して探ってゆく。併せて、現
代における都市と生活のあり方や衣食住に関
わる生活文化も視野に入れ、イタリアの文化と
社会について幅広い観点から理解する力を身
につける。

●フランス文化論
論理性、批評性、社交性、個性尊重という側面
に焦点を当て、フランスの文化と社会の成立を
歴史的に概観し、その特質について考える。主
に扱うテーマとして教会建築（中世）、フランス
語の成立、教育制度、19世紀パリ改造、戦後
の経済成長と移民政策、女性の社会進出な
ど。同時にリアルタイムで話題になっている時
事トピックにも言及しながら、近年フランスが直
面する社会の変容とその課題も考察する。美食
やモードといった表層的イメージから一歩踏み
込んで、ヨーロッパ、そして世界の中のフランス
文化の独自性を理解する。

●ルネサンス文化史
西欧近代文明の源となったルネサンスの文化を
幅広い視点から考察し、その芸術的・文化的遺
産に対する知識を深めるとともに、それらの根底
にある思想と精神を明らかにする。まず、美術、
建築、音楽、文学の領域について、文化的社会
的背景とともに特徴を概説し、さらに、祝祭、衣
装、食事など生活文化に対する理解も深める。
「人文主義」「芸術家」「個人」をキーワードに、
ヨーロッパ文化におけるイタリア文化の位置と、
現代まで続くその影響について論じていく。　

●古代ギリシア・ローマ文化と社会
古代ギリシア・ローマの文化は、数世紀にわたっ
て古代地中海世界の中心的な位置を占め、そ
の後に成立した「ヨーロッパ」の社会や経済、文
化にも大きな影響を与えた。本講義では、文献
等の資料を用いて古代ギリシア・ローマの社会、
文化、そして経済活動を概観する。たとえば、都
市ローマに対する食糧供給とそれが社会に与
えた影響などについて論じながら、現代における
社会や経済、文化に関する諸問題を考える手
がかりを探求する。

●中東現代史
主としてオスマン帝国解体後の時代に比重を
置いて、世俗主義的ナショナリズムを建国の理
念とする共和制の非産油国トルコと真正のイス
ラーム国家を標榜する君主制の産油国サウデ
ィアラビアという対照的な性格の両国およびそ
れらの中間的存在ともいうべきエジプトのスンナ

派ムスリムの３つの国の歴史を比較検討する。
中東地域では、20世紀中葉までに反帝国主義
を掲げ「上からの近代化」を図る多分に強権的
な民族主義政権が相次いで成立した。これら政
権の行き詰まりはオルタナティヴとしてのイスラ
ーム主義の復興をもたらすことになった。

●英米文学史
大学生が身につけるべき教養として、代表的な
イギリス文学およびアメリカ文学の作家と作品
について取り上げる。作家の伝記的事項、およ
び作品の内容、あらすじ、登場人物、文体、テー
マや特徴について学ぶ。講義形式ではあるが、
原典の一部を味読する。作品そのものに加え
て、作品の背景となる時代性や社会問題、とり
わけ「文化」について大きく取り上げる。英米大
学の講義ビデオ（英語）や、映像作品などの視
聴覚教材も随時用いながら講義していく。

●西欧・北米文化論
「西欧・北米」として括られる地域は、近代市民
社会を胚胎し発展させ、近代文明における先進
性を自認していただけでなく、他地域からも近代
化の目標と見なされていた。だが西欧・北米にお
いて近代文明は、それまでの社会や文化を変え
る市民革命や産業革命などを経ながら発展し、
またポストモダン思想のような近代への疑念や
否定的な見方にもさらされてきた。そうした過程
を視野に入れながら、西欧・北米に固有の文化
について考察する。

●英語文学概論A
英文学史において歴史的に評価の高い重要な
作品を概観しつつ、それぞれの作品の時代的
背景、作品の表現技法、その背後にある思想、
その時代の文化、プロット、作品内部に内在す
るテーマなどの特徴について考察し、論じる。特
に作品が生まれたそれぞれの時代や社会の中
で「文学」がどう定義され、存在してきたかを具
体的事例とともに考察し、文学作品とその作品
が生まれた時代との相互関連を深く理解できる
ように授業を進めていく。

●英語文学概論B
アメリカの時代背景を重視しつつ、とりわけアメ
リカ文化・社会地域問題・移民・異文化等の重
要な学問的トピックとも関連させながら、第二次
世界大戦後の主要なアメリカ文学作品（映像
作品を含む）を読み解いていく。原作、映像作
品、文献資料を調べて、グループでプレゼンテー
ションをして、クラス貢献をする学生参加型の授
業である。口頭発表をするとともに、クラス全員
で質問やコメント、補足や各自の意見を提出し
て、作品に対する印象や感想を交換する。

●イギリス文化論
イギリスは正式にはグレートブリテンおよび北ア
イルランド連合王国と呼ばれるように、イングラ
ンド、ウェールズ、スコットランド、アイルランドの
各地域がそれぞれ独自の文化を持っている。ま
た、現在は表面的にはキリスト教文化であるが、
その深層を見ると、古くからのケルトやゲルマン
など異教の文化の影響を無視することができな
い。この授業では、そうした各地域や古くからの
伝統に目を配りつつ、現代文化に生きる伝承文
化について講義する。
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専門科目 地中海・西欧・北米



国際文化学科科目概要

●西欧近現代史
ルネサンス以降の西ヨーロッパの歴史につい
て、日常生活に直結する物質的な条件や経済
状況と、それをとりまく経済思想・世界観から検
討し、近代文明を成立させた西ヨーロッパの特
殊性について考察する。その際に歴史学研究
としては、研究対象となる時代に書かれた文献
を原文または翻訳で読み、それを手がかりに過
去についての情報を獲得し、もう一方では既存
の研究成果を参照しながら、それが書かれた時
代背景を再構築する方法を試みる。

●英語学概論Ⅰ
英語の音声、形態、統語、意味、語用、英語の
歴史的変遷の側面を扱う英語学について、言
語事象例を見ながら理解を深めていく。具体的
には、英語の意味解釈・産出はどのように行わ
れるのか、英語はどのように使われるのか、英語
のメカニズムを考えながらひもといていく。それら
を通して、英語という個別言語だけではなく人間
言語そのものを理解する。また、同時に、言語の
様々な側面が第一言語としておよび第二言語
としてどのように習得されるのかも概観する。

●英語学概論Ⅱ
英語学に関する知識を一層深化させ、ことばの
仕組みを考える上での科学的アプローチの方
法を学び、英語という言語をさらに深く理解す
る。具体的には、複数の分野の言語に関する先
行研究を通して、できる限りそれぞれに即した考
え方、および研究手法を身につけてもらう。それ
らをもとに、第一言語として英語を習得する場合
と、第二言語として英語を習得する場合の類似
点と相違点を明確にしながら、英語およびその
習得のメカニズムを探る。それらの結果から、英
語学に対して何が提案できるのかも考察する。

●西欧・北米の歴史
近代市民社会を胚胎し発展させた西欧・北米
の歴史について、法制・政治体制と、それをとり
まく文化・思想・価値観に重点を置きながら検討
する。その際に歴史学研究としては、研究対象
となる時代に書かれた文献を原文または翻訳で
読み、それを手がかりに過去についての情報を
獲得し、もう一方では既存の研究成果を参照し
ながら、研究する者が自らの視点や問題関心か
ら出発して過去を再構築する方法に学び、歴史
についての見方を養う。

●音楽史Ⅰ
主としてヨーロッパの音楽史を扱う。古代ギリシャ
やローマの音楽理論から始め、グレゴリオ聖歌か
ら初期ポリフォニーの時代、ルネサンス期を概観
したのち、バロックからハイドン、モーツァルトの時
代、ベートーヴェンからシェーンベルクの時代まで
を中心に扱い、それぞれの時代様式（響きや構造
の特徴）を把握するだけでなく、作曲家の個人様
式を代表するような作品を聴きながら、その特性
について学習する。また西洋世界における各時
代が音楽に何を求め、それが具体的にどのような
場で演奏されたのかについても講義する。

●EU論
1992年のマーストリヒト条約締結を経て成立した
ヨーロッパ連合（ＥＵ）は、共通の外交・安全保障政
策や社会政策を進め、さらに通貨統合によって、新
たなヨーロッパを建設し、世界情勢を変えようとして
いる。これは国民国家、国民経済という１７世紀以
来の西欧秩序に根底的変更をもたらす一方、ＥＵ
加盟国の拡大をめぐっても、新たな矛盾、域内紛

争を起こしかねない。本講義は、ＥＵの発展がもた
らす様 な々経済的、政治的問題を考察する。

●ドイツの思想と社会
ドイツ語が主に用いられ、ドイツ人が支配的であ
る地域としての「ドイツ」においては、国民国家形
成という点では独自の歴史を経ながら、西ヨーロ
ッパを代表する哲学・思想、また芸術や文学が
現れてきた。本講義では、そうした意味での「ドイ
ツ」および、近代以降のドイツとオーストリアの社
会と思想について講義する。特に、なぜワイマー
ル体制がもろくも崩壊して、ナチスを生み出した
かを、近代ドイツ思想史の中から考察する。

●美術史（西洋）Ⅰ
先史時代から近世ヨーロッパの美術の歴史を学
ぶ。また美術作品が誕生した社会背景もあわせ
て考える。前半は西洋美術の基礎ともいえる古
代ギリシア・ローマ時代からキリスト教美術の誕
生と発展を経て、ルネサンスに至る軌跡を、後半
ではバロック、ロココという近世近代におけるヨ
ーロッパ圏の文化交流を、さまざまな作品を紹介
しながらたどり、それらの作品に固有の様式的特
性を見極め、さらに様式分類や図像分析といっ
た美術史研究の基礎的な方法論も探求する。

●美術史（西洋）Ⅱ
美術史（西洋）Ⅰで学んだ知識を基礎として、フ
ランス革命以降の近代ヨーロッパから２０世紀
前半の美術の歴史を学ぶ。また、美術作品が
誕生した社会背景もあわせて考える。ルネサン
ス時代に起こった社会の大きな変化に伴う芸
術上の大変革からバロック、ロココ時代を経て、
19世紀近代、さらには20世紀に至るまでの社
会の変遷と美術史の流れを、各時代、地域、作
家等による様式の違いや影響関係を確認しな
がら歴史を俯瞰する。

 

●多文化とエスニシティ
浜松市では、学校や地域社会で日本人と共に
様々な国籍の外国人が共生している。この多
文化の現状を踏まえ、外国人と日本人の「当事
者の視点」からの問題提起を受け、互いの理解
を図る。また、浜松市在住の外国籍者の中で最
も多いブラジル人（日系ブラジル人）の歴史的
背景に焦点を当て、国際移動に伴う社会的適
応とエスニシティの形成過程について、諸外国
の事例を紹介しながら学ぶ。さらに、外国人第
二世代の教育と受け入れ社会への適応の実
態とその問題点について考察する。

●イスラーム概論
今や全世界の４分の１近くの人々に信仰される
に至った世界宗教イスラームは、その居住地域
をも日増しに拡大している。グローバル化の進
展により、もはやムスリム（イスラーム教徒）と没
交渉ではいられなくなった。ここでは、日々の暮ら
しから国際関係に至るまで人間の行為が関わる
すべての領域において信徒たちを律する規範と
なっているシャリーア（イスラーム法）への理解を
深めることを中心に、この宗教独自の世界観・
思考様式について初歩から順に学ぶ。また、宗
派の違いをはじめとする、この宗教内部の思想
的多様性を概観する。

●日英語比較研究
日本語と英語を比較することを通して、音韻論、
意味論、統語論、認知言語学、語用論、談話分

析、英語史などの視点から、その相違点と類似
点を考察する。具体的には、これまでの研究を
概観しながら、相違点と類似点の具体的事例に
基づき、言語の個別性と普遍性への理解を深
め、できる限りそれぞれに即した言語事象の発見
を目指してもらう。また、同時に、日本語および英
語を外国語として習得する際のそれぞれの問題
点とその対処法についても考察する。

●文化交流論
日本列島における他地域との文化交流につい
て主に歴史的視点から講義する。近代の国民国
家の国境線や枠組みができる以前の列島にお
ける文化の練り上げられ方を、形質人類学、文
化人類学、考古学、言語学、歴史学、古文書学
など諸科学の成果から、論じていく。本授業は国
内の文化交流にも目を向ける。のちに「日本人」
と呼ばれる列島人の中、つまり近代国民国家日
本の中にも、さまざまな文化が内在し、国内で交
流し合っていることについても理解を深める。

●国際労働力移動論
国際労働力移動は、国際化する労働市場と多
文化化する社会を理解するために重要な視点
となる。本講義では、国際移動に関連する概
念、移動の背景、歴史などを踏まえ、日本を含む
諸外国の事例や動向を紹介する。国際労働力
移動が受け入れ国と送り出し国にどのような影
響を与え、相互にどのように関連し合うかを考え
るきっかけになることを目標とする。さらに、国際
移動から形成される多文化社会の中で生きる
人々の生活状況と挑戦を考察する。

●日本語音声学
音声・音韻について基本的な知識を体系的に
学んでいく。日本語の音とは、どのような特徴が
あり、どのようなシステムに基づいているのか。ま
た、日本語の音韻は歴史的にどのように変化し
てきたのか。日本語の音声・音韻全体を概観す
る。また、非母国語話者に対して指導することを
念頭に置き、日本語の母語話者の発音に近づ
けるためには、どのような点に気をつけていくの
か、また、学習者の発音をどのように修正するの
かを考える。この視点を通して、日本語音声を客
観的に観察していく。

●日本語文法Ⅰ
日本語文法を新たな視点から捉え直すことが狙
いである。日本語を外国語の一つとして捉え、日
本語を内省する力を身につけながら、日本語文
法の仕組みと体系を学んでいく。また、日本語の
母語話者だけでなく、非母国語話者に対して
も、日本語の規則を説明する力を養っていく。非
母国語話者の立場に立ち、想像力を働かせる
ことで、どんな状況にも対応できるような実践的
な文法指導力を獲得することが可能となる。教
科書に載っていることをそのまま暗記するので
はなく、自ら考えたり、グループディスカッションを
行ったりして、体験的に学んでいく。

●日本語文法Ⅱ
本講義は「日本語文法Ⅰ」の応用編である。理
論的・体系的な文法論を展開することで、現代
日本語文法の体系的なありようを掌握する。こ
れによって、現代日本語の文法システムを理論
的・体系的に捉える視点を身につけ、現代日本
語を文法的に分析できる力へとつなげていく。ま
た、「日本語文法Ⅰ」同様、実践的な文法指導力
の獲得を目指す。特に、定住外国人の多い地
区で、多文化共生社会実現に寄与するために

必要な日本語教育を意識し、学習の目的や学
習者の年齢など、学習者のニーズに合わせた
文法指導力を身につけていく。

●日本語教授法Ⅰ
日本語教育は、日本語の授業を通じて、日本と
日本文化を発信し、多文化共生社会の実現に
寄与する。日本人や日本社会に対する理解者
を増やすことにもつながる。これらを実現するた
めには、どうすればよいのか、そして、どのような
工夫が必要か等を考えていく。本講義では、「聞
く」「話す」「読む」「書く」という４技能の習得、
教材検討、コースデザイン、カリキュラム、学習リ
ソースなど、実践的な事柄を取り上げながら、日
本語教授法について検討していく。

●日本語教授法Ⅱ
定住外国人の多い地区で、多文化共生社会
実現に寄与するために必要な日本語教育につ
いて考える。特に、多文化共生社会実現のため
に必要な教室活動の方法を、具体的に学んで
いく。模擬授業を行うことを中心に据え、教材分
析、教案作成などの授業準備から授業を行うま
でに必要な手順、準備、理論等を学んでいく。
学習環境、学習の目的、学習者の年齢、学習
形態など「日本語教授法Ⅰ」で学んだことを、より
実践的に学び、日本語を教える技術を身につけ
ていくことが目的である。

●国際協力論
第二次世界大戦後から始まった国際協力の前
提となった国際社会の状況をよく理解し、国際
協力がどのようにスタートし、各国がそれに参加
するようになったかを学ぶ。また、多様な国際協
力のプレーヤー、様々な概念や方針の変遷、各
機関のリーダーシップの特質を学び、その中で
国際協力の将来の方向性を考察していく。特
に、国際政治の影響を受けやすい国際協力の
一部の構造を理解し、これらをいかに修正し、よ
り社会正義の上に成り立つ、グローバル社会に
おける相互扶助システムとしての国際協力の将
来のあり方を構築するかを考察していく。

●国際紛争論
戦争はなぜ起こるのか、人類の歴史においてこ
れほど反復的に発生する現象には、何らかの一
般的な構造因が内在するのではないか。このよ
うな問題意識から、戦争の構造や力学について
は様々な研究が重ねられてきた。この授業では、
戦争原因に関する理論を概観し、あわせて、第
二次世界大戦後の国際紛争の歴史をたどり、
理論と実証の相互作用を通じて、国際紛争の
理論と歴史について理解と考察を深めることを
授業の目標とする。

●持続可能な社会
2015年にSDG（Sustainable Development Goals）
の17の目標が国連で可決されてから、「社会の持
続可能性」には、環境にとどまらず、貧困問題の是
正、健全な経済発展、平等で公正な社会、生産者
と消費者の関係づくり、まちづくりといった多様な
価値観が組み込まれるようになった。こうした価値
観が生まれた歴史的経緯と変遷を学ぶとともに、
持続可能な社会を地域社会や自らの生活から見
直し、持続可能なグローバル社会をつくるためにど
のように行動・判断していくべきかを学ぶ。

●フェアトレード論
世界でフェアトレード運動の生まれた歴史的背景
とその発展経過を知るとともに、日本のフェアトレー

ド運動の展開と特徴を学ぶ。またフェアトレードラ
ベル制度の確立によって、どのように企業がフェ
アトレードに参入しようとしているかなど、具体的な
事例や実践者の活動を通して実践的な学びを提
供する。この授業を通して、グローバル社会を意識
した包括的な倫理的消費行動の意義を理解し、
それに基づいた判断のしかた、行動方針、および
具体的な行動について学ぶ。

●企業と言語教育
日本語教育を「企業との関わり」という観点から
捉える。労働時間と家庭で過ごす時間が一日の
大半を占める学習者に対して、どのように、そし
て、どういった方法で効果的な日本語教育を行
っていけばよいのかを考える。企業の要望、学
習者の要望、学習者の環境、学習者の心理的
な負担、子どもの日本語教育の問題点などを知
り、それを理解することで、企業および学習者の
立場に立った上で、より実践的で効果的な日本
語教育方法を考案する視点を養う。

●日本語教育の実践と応用
日本語教員養成課程に必要な科目を修得した
上で受講することとなる同課程の総括的な講義
である。日本語教育の実習を通して、日本語を教
えるということの意義、教授方法、そして、その効
果について再度捉え直す。多文化共生社会の
中では、日本語学習者の特徴が多様化しつつ
ある。異なる国の出身者たち、異なる言語を母語
に持つ人々、さらに、年齢的にも幅広く多様な
人々が日本語を学んでいる。このような多種多
様な学習者を相手にどのような教室活動や学
習活動ができるのかについても考えていく。

●Global Studies：Culture and Society Ａ
地球上に存在する多くの国々の基盤となってい
る社会と文化がどのように成立し、複数の社会
や文化が相互関係の中でどういった影響を与え
ながら変遷してきたのかを具体的な事例を通し
て学ぶ。その途上で発生してきた歴史認識の変
化や生活空間変化等をその運動と連動した現
象として派生してきたものとして学んでいく。授
業は英語ネイティブスピーカーによる英語のみ
を使った授業とし、英語で専門的な授業を聞く
能力を養うだけでなく、英語で質問、議論するこ
とを通して、英語授業に慣れ親しむ場とする。

●Global Studies：Culture and Society Ｂ
地球上に存在する多様な文化の中で、特に音
楽、演劇、美術、空間造形など、芸術分野の活
動がどのような変化を続け、各地の文化と社会
にどういった影響を与えてきたかを具体的な事
例を通して学び、芸術活動が社会と文化に与え
る内在的な力とその可能性を知る場とする。授
業は英語ネイティブスピーカーによる英語のみ
を使った授業とし、英語で専門的な授業を聞く
能力を養うだけでなく、英語で質問、議論するこ
とを通して、英語授業に慣れ親しむ場とする。

●Global Studies：Global Issues
今日の地球社会が直面する諸問題、いわゆる地
球規模問題群（global issues）について、英語
で講義し、討論を行う科目である。それぞれの問
題の概要と地球社会の取り組みについて英語
文献を読み解き、自らの考えを英語で表現し、討
論する能力の涵養を授業の目的とする。取り上
げる問題群としては、地球規模の経済格差、紛
争、地球環境問題、人の移動、技術革新、地球
市民意識の台頭などが事例として挙げられる。
学生が英語圏の大学に留学した際、学部の講

義を受ける訓練としての機能も担うものとする。

●国際文化演習Ⅰ
研究内容に関心ある担当教員のもとに学生が
集まり、担当教員の指導のもと文献の調査、自
分の研究の発表、学生の研究内容に関する議
論を通じて担当教員の研究領域の基本的な知
識や価値観を学ぶ。また、担当教員が必要と考
えるその他の諸活動を通じて、卒業論文を作成
するために必要なリテラシー能力や資料探索能
力の向上、関心領域の学びを適切に深める場
とする。これらの研究活動を通して、これまで学
んだ多くの科目の多様な価値の統合化と深化
を的確に図る。

●国際文化演習Ⅱ
研究内容に関心ある担当教員のもとに学生が
集まり、担当教員の指導のもと文献の調査、研
究の発表、研究内容に関する議論を通じて担当
教員の研究領域の基本的な知識や価値観をさ
らに深めるとともに、学生が関心のある研究領
域を特定し、その研究をさらに深めるための指導
を行う。また、担当教員が必要と考えるその他の
諸活動を通じて、卒業論文を作成するために必
要なリテラシー能力や資料探索能力の向上、関
心領域の学びを深める場とする。これらの研究
活動を通して、これまで学んだ多くの科目の多様
な価値の統合化と深化を的確に図る。

●国際文化演習Ⅲ
学生が関心のある研究領域を特定し、その領
域にまたがる包括的な学び深めるための指導を
行う。具体的には、その研究領域に関する研究
発表、参考文献や研究資料の特定、多様な見
解が存在する場合の分析方法、独自の研究領
域の設計、必要な調査方法や分析方法を学
び、学生独自の研究が円滑に進むようする。ま
た、担当教員が必要と考えるその他の諸活動を
通じて、卒業論文を作成するために必要なリテ
ラシー能力や資料探索能力の向上、関心領域
の学びを深める場とする。

●国際文化演習Ⅳ
学生が関心のある研究領域を特定し、その領
域にまたがる包括的な学び深めることで、卒業
論文研究に資する学習指導を行う。具体的に
は、その研究領域に関する研究発表、参考文
献や研究資料の特定、先行研究の分析、多様
な見解が存在する場合の分析方法、必要な調
査方法や分析方法を学び、独自性の高い研究
のあり方など、学生独自の研究が円滑に進むよ
うに指導する。また、参考文献や引用、図や表
の使い方といった論文作成時の注意点などに
ついても引き続き指導を行う。

●卒業論文
これまで科目から学んだ多様な事実と価値観、
国際文化基礎論や国際文化演習から学んだリ
テラシー能力や専門的研究の成果を包括的、
統合的に集約させ、卒業論文に反映させる指
導を行う。具体的には、先行研究の分析、学生
の関心を持つ研究領域の特定、研究に必要な
文献・資料の特定と探索、必要な調査・フィール
ドワークの技術と実行するための計画づくり、論
文の理論的な構成方法、参考文献や引用など
の表記方法など、論文作成に必要な事項を担
当教員が指導する。
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専門科目 多文化共生

卒業研究



国際文化学科科目概要

●西欧近現代史
ルネサンス以降の西ヨーロッパの歴史につい
て、日常生活に直結する物質的な条件や経済
状況と、それをとりまく経済思想・世界観から検
討し、近代文明を成立させた西ヨーロッパの特
殊性について考察する。その際に歴史学研究
としては、研究対象となる時代に書かれた文献
を原文または翻訳で読み、それを手がかりに過
去についての情報を獲得し、もう一方では既存
の研究成果を参照しながら、それが書かれた時
代背景を再構築する方法を試みる。

●英語学概論Ⅰ
英語の音声、形態、統語、意味、語用、英語の
歴史的変遷の側面を扱う英語学について、言
語事象例を見ながら理解を深めていく。具体的
には、英語の意味解釈・産出はどのように行わ
れるのか、英語はどのように使われるのか、英語
のメカニズムを考えながらひもといていく。それら
を通して、英語という個別言語だけではなく人間
言語そのものを理解する。また、同時に、言語の
様々な側面が第一言語としておよび第二言語
としてどのように習得されるのかも概観する。

●英語学概論Ⅱ
英語学に関する知識を一層深化させ、ことばの
仕組みを考える上での科学的アプローチの方
法を学び、英語という言語をさらに深く理解す
る。具体的には、複数の分野の言語に関する先
行研究を通して、できる限りそれぞれに即した考
え方、および研究手法を身につけてもらう。それ
らをもとに、第一言語として英語を習得する場合
と、第二言語として英語を習得する場合の類似
点と相違点を明確にしながら、英語およびその
習得のメカニズムを探る。それらの結果から、英
語学に対して何が提案できるのかも考察する。

●西欧・北米の歴史
近代市民社会を胚胎し発展させた西欧・北米
の歴史について、法制・政治体制と、それをとり
まく文化・思想・価値観に重点を置きながら検討
する。その際に歴史学研究としては、研究対象
となる時代に書かれた文献を原文または翻訳で
読み、それを手がかりに過去についての情報を
獲得し、もう一方では既存の研究成果を参照し
ながら、研究する者が自らの視点や問題関心か
ら出発して過去を再構築する方法に学び、歴史
についての見方を養う。

●音楽史Ⅰ
主としてヨーロッパの音楽史を扱う。古代ギリシャ
やローマの音楽理論から始め、グレゴリオ聖歌か
ら初期ポリフォニーの時代、ルネサンス期を概観
したのち、バロックからハイドン、モーツァルトの時
代、ベートーヴェンからシェーンベルクの時代まで
を中心に扱い、それぞれの時代様式（響きや構造
の特徴）を把握するだけでなく、作曲家の個人様
式を代表するような作品を聴きながら、その特性
について学習する。また西洋世界における各時
代が音楽に何を求め、それが具体的にどのような
場で演奏されたのかについても講義する。

●EU論
1992年のマーストリヒト条約締結を経て成立した
ヨーロッパ連合（ＥＵ）は、共通の外交・安全保障政
策や社会政策を進め、さらに通貨統合によって、新
たなヨーロッパを建設し、世界情勢を変えようとして
いる。これは国民国家、国民経済という１７世紀以
来の西欧秩序に根底的変更をもたらす一方、ＥＵ
加盟国の拡大をめぐっても、新たな矛盾、域内紛

争を起こしかねない。本講義は、ＥＵの発展がもた
らす様 な々経済的、政治的問題を考察する。

●ドイツの思想と社会
ドイツ語が主に用いられ、ドイツ人が支配的であ
る地域としての「ドイツ」においては、国民国家形
成という点では独自の歴史を経ながら、西ヨーロ
ッパを代表する哲学・思想、また芸術や文学が
現れてきた。本講義では、そうした意味での「ドイ
ツ」および、近代以降のドイツとオーストリアの社
会と思想について講義する。特に、なぜワイマー
ル体制がもろくも崩壊して、ナチスを生み出した
かを、近代ドイツ思想史の中から考察する。

●美術史（西洋）Ⅰ
先史時代から近世ヨーロッパの美術の歴史を学
ぶ。また美術作品が誕生した社会背景もあわせ
て考える。前半は西洋美術の基礎ともいえる古
代ギリシア・ローマ時代からキリスト教美術の誕
生と発展を経て、ルネサンスに至る軌跡を、後半
ではバロック、ロココという近世近代におけるヨ
ーロッパ圏の文化交流を、さまざまな作品を紹介
しながらたどり、それらの作品に固有の様式的特
性を見極め、さらに様式分類や図像分析といっ
た美術史研究の基礎的な方法論も探求する。

●美術史（西洋）Ⅱ
美術史（西洋）Ⅰで学んだ知識を基礎として、フ
ランス革命以降の近代ヨーロッパから２０世紀
前半の美術の歴史を学ぶ。また、美術作品が
誕生した社会背景もあわせて考える。ルネサン
ス時代に起こった社会の大きな変化に伴う芸
術上の大変革からバロック、ロココ時代を経て、
19世紀近代、さらには20世紀に至るまでの社
会の変遷と美術史の流れを、各時代、地域、作
家等による様式の違いや影響関係を確認しな
がら歴史を俯瞰する。

 

●多文化とエスニシティ
浜松市では、学校や地域社会で日本人と共に
様々な国籍の外国人が共生している。この多
文化の現状を踏まえ、外国人と日本人の「当事
者の視点」からの問題提起を受け、互いの理解
を図る。また、浜松市在住の外国籍者の中で最
も多いブラジル人（日系ブラジル人）の歴史的
背景に焦点を当て、国際移動に伴う社会的適
応とエスニシティの形成過程について、諸外国
の事例を紹介しながら学ぶ。さらに、外国人第
二世代の教育と受け入れ社会への適応の実
態とその問題点について考察する。

●イスラーム概論
今や全世界の４分の１近くの人々に信仰される
に至った世界宗教イスラームは、その居住地域
をも日増しに拡大している。グローバル化の進
展により、もはやムスリム（イスラーム教徒）と没
交渉ではいられなくなった。ここでは、日々の暮ら
しから国際関係に至るまで人間の行為が関わる
すべての領域において信徒たちを律する規範と
なっているシャリーア（イスラーム法）への理解を
深めることを中心に、この宗教独自の世界観・
思考様式について初歩から順に学ぶ。また、宗
派の違いをはじめとする、この宗教内部の思想
的多様性を概観する。

●日英語比較研究
日本語と英語を比較することを通して、音韻論、
意味論、統語論、認知言語学、語用論、談話分

析、英語史などの視点から、その相違点と類似
点を考察する。具体的には、これまでの研究を
概観しながら、相違点と類似点の具体的事例に
基づき、言語の個別性と普遍性への理解を深
め、できる限りそれぞれに即した言語事象の発見
を目指してもらう。また、同時に、日本語および英
語を外国語として習得する際のそれぞれの問題
点とその対処法についても考察する。

●文化交流論
日本列島における他地域との文化交流につい
て主に歴史的視点から講義する。近代の国民国
家の国境線や枠組みができる以前の列島にお
ける文化の練り上げられ方を、形質人類学、文
化人類学、考古学、言語学、歴史学、古文書学
など諸科学の成果から、論じていく。本授業は国
内の文化交流にも目を向ける。のちに「日本人」
と呼ばれる列島人の中、つまり近代国民国家日
本の中にも、さまざまな文化が内在し、国内で交
流し合っていることについても理解を深める。

●国際労働力移動論
国際労働力移動は、国際化する労働市場と多
文化化する社会を理解するために重要な視点
となる。本講義では、国際移動に関連する概
念、移動の背景、歴史などを踏まえ、日本を含む
諸外国の事例や動向を紹介する。国際労働力
移動が受け入れ国と送り出し国にどのような影
響を与え、相互にどのように関連し合うかを考え
るきっかけになることを目標とする。さらに、国際
移動から形成される多文化社会の中で生きる
人々の生活状況と挑戦を考察する。

●日本語音声学
音声・音韻について基本的な知識を体系的に
学んでいく。日本語の音とは、どのような特徴が
あり、どのようなシステムに基づいているのか。ま
た、日本語の音韻は歴史的にどのように変化し
てきたのか。日本語の音声・音韻全体を概観す
る。また、非母国語話者に対して指導することを
念頭に置き、日本語の母語話者の発音に近づ
けるためには、どのような点に気をつけていくの
か、また、学習者の発音をどのように修正するの
かを考える。この視点を通して、日本語音声を客
観的に観察していく。

●日本語文法Ⅰ
日本語文法を新たな視点から捉え直すことが狙
いである。日本語を外国語の一つとして捉え、日
本語を内省する力を身につけながら、日本語文
法の仕組みと体系を学んでいく。また、日本語の
母語話者だけでなく、非母国語話者に対して
も、日本語の規則を説明する力を養っていく。非
母国語話者の立場に立ち、想像力を働かせる
ことで、どんな状況にも対応できるような実践的
な文法指導力を獲得することが可能となる。教
科書に載っていることをそのまま暗記するので
はなく、自ら考えたり、グループディスカッションを
行ったりして、体験的に学んでいく。

●日本語文法Ⅱ
本講義は「日本語文法Ⅰ」の応用編である。理
論的・体系的な文法論を展開することで、現代
日本語文法の体系的なありようを掌握する。こ
れによって、現代日本語の文法システムを理論
的・体系的に捉える視点を身につけ、現代日本
語を文法的に分析できる力へとつなげていく。ま
た、「日本語文法Ⅰ」同様、実践的な文法指導力
の獲得を目指す。特に、定住外国人の多い地
区で、多文化共生社会実現に寄与するために

必要な日本語教育を意識し、学習の目的や学
習者の年齢など、学習者のニーズに合わせた
文法指導力を身につけていく。

●日本語教授法Ⅰ
日本語教育は、日本語の授業を通じて、日本と
日本文化を発信し、多文化共生社会の実現に
寄与する。日本人や日本社会に対する理解者
を増やすことにもつながる。これらを実現するた
めには、どうすればよいのか、そして、どのような
工夫が必要か等を考えていく。本講義では、「聞
く」「話す」「読む」「書く」という４技能の習得、
教材検討、コースデザイン、カリキュラム、学習リ
ソースなど、実践的な事柄を取り上げながら、日
本語教授法について検討していく。

●日本語教授法Ⅱ
定住外国人の多い地区で、多文化共生社会
実現に寄与するために必要な日本語教育につ
いて考える。特に、多文化共生社会実現のため
に必要な教室活動の方法を、具体的に学んで
いく。模擬授業を行うことを中心に据え、教材分
析、教案作成などの授業準備から授業を行うま
でに必要な手順、準備、理論等を学んでいく。
学習環境、学習の目的、学習者の年齢、学習
形態など「日本語教授法Ⅰ」で学んだことを、より
実践的に学び、日本語を教える技術を身につけ
ていくことが目的である。

●国際協力論
第二次世界大戦後から始まった国際協力の前
提となった国際社会の状況をよく理解し、国際
協力がどのようにスタートし、各国がそれに参加
するようになったかを学ぶ。また、多様な国際協
力のプレーヤー、様々な概念や方針の変遷、各
機関のリーダーシップの特質を学び、その中で
国際協力の将来の方向性を考察していく。特
に、国際政治の影響を受けやすい国際協力の
一部の構造を理解し、これらをいかに修正し、よ
り社会正義の上に成り立つ、グローバル社会に
おける相互扶助システムとしての国際協力の将
来のあり方を構築するかを考察していく。

●国際紛争論
戦争はなぜ起こるのか、人類の歴史においてこ
れほど反復的に発生する現象には、何らかの一
般的な構造因が内在するのではないか。このよ
うな問題意識から、戦争の構造や力学について
は様々な研究が重ねられてきた。この授業では、
戦争原因に関する理論を概観し、あわせて、第
二次世界大戦後の国際紛争の歴史をたどり、
理論と実証の相互作用を通じて、国際紛争の
理論と歴史について理解と考察を深めることを
授業の目標とする。

●持続可能な社会
2015年にSDG（Sustainable Development Goals）
の17の目標が国連で可決されてから、「社会の持
続可能性」には、環境にとどまらず、貧困問題の是
正、健全な経済発展、平等で公正な社会、生産者
と消費者の関係づくり、まちづくりといった多様な
価値観が組み込まれるようになった。こうした価値
観が生まれた歴史的経緯と変遷を学ぶとともに、
持続可能な社会を地域社会や自らの生活から見
直し、持続可能なグローバル社会をつくるためにど
のように行動・判断していくべきかを学ぶ。

●フェアトレード論
世界でフェアトレード運動の生まれた歴史的背景
とその発展経過を知るとともに、日本のフェアトレー

ド運動の展開と特徴を学ぶ。またフェアトレードラ
ベル制度の確立によって、どのように企業がフェ
アトレードに参入しようとしているかなど、具体的な
事例や実践者の活動を通して実践的な学びを提
供する。この授業を通して、グローバル社会を意識
した包括的な倫理的消費行動の意義を理解し、
それに基づいた判断のしかた、行動方針、および
具体的な行動について学ぶ。

●企業と言語教育
日本語教育を「企業との関わり」という観点から
捉える。労働時間と家庭で過ごす時間が一日の
大半を占める学習者に対して、どのように、そし
て、どういった方法で効果的な日本語教育を行
っていけばよいのかを考える。企業の要望、学
習者の要望、学習者の環境、学習者の心理的
な負担、子どもの日本語教育の問題点などを知
り、それを理解することで、企業および学習者の
立場に立った上で、より実践的で効果的な日本
語教育方法を考案する視点を養う。

●日本語教育の実践と応用
日本語教員養成課程に必要な科目を修得した
上で受講することとなる同課程の総括的な講義
である。日本語教育の実習を通して、日本語を教
えるということの意義、教授方法、そして、その効
果について再度捉え直す。多文化共生社会の
中では、日本語学習者の特徴が多様化しつつ
ある。異なる国の出身者たち、異なる言語を母語
に持つ人々、さらに、年齢的にも幅広く多様な
人々が日本語を学んでいる。このような多種多
様な学習者を相手にどのような教室活動や学
習活動ができるのかについても考えていく。

●Global Studies：Culture and Society Ａ
地球上に存在する多くの国々の基盤となってい
る社会と文化がどのように成立し、複数の社会
や文化が相互関係の中でどういった影響を与え
ながら変遷してきたのかを具体的な事例を通し
て学ぶ。その途上で発生してきた歴史認識の変
化や生活空間変化等をその運動と連動した現
象として派生してきたものとして学んでいく。授
業は英語ネイティブスピーカーによる英語のみ
を使った授業とし、英語で専門的な授業を聞く
能力を養うだけでなく、英語で質問、議論するこ
とを通して、英語授業に慣れ親しむ場とする。

●Global Studies：Culture and Society Ｂ
地球上に存在する多様な文化の中で、特に音
楽、演劇、美術、空間造形など、芸術分野の活
動がどのような変化を続け、各地の文化と社会
にどういった影響を与えてきたかを具体的な事
例を通して学び、芸術活動が社会と文化に与え
る内在的な力とその可能性を知る場とする。授
業は英語ネイティブスピーカーによる英語のみ
を使った授業とし、英語で専門的な授業を聞く
能力を養うだけでなく、英語で質問、議論するこ
とを通して、英語授業に慣れ親しむ場とする。

●Global Studies：Global Issues
今日の地球社会が直面する諸問題、いわゆる地
球規模問題群（global issues）について、英語
で講義し、討論を行う科目である。それぞれの問
題の概要と地球社会の取り組みについて英語
文献を読み解き、自らの考えを英語で表現し、討
論する能力の涵養を授業の目的とする。取り上
げる問題群としては、地球規模の経済格差、紛
争、地球環境問題、人の移動、技術革新、地球
市民意識の台頭などが事例として挙げられる。
学生が英語圏の大学に留学した際、学部の講

義を受ける訓練としての機能も担うものとする。

●国際文化演習Ⅰ
研究内容に関心ある担当教員のもとに学生が
集まり、担当教員の指導のもと文献の調査、自
分の研究の発表、学生の研究内容に関する議
論を通じて担当教員の研究領域の基本的な知
識や価値観を学ぶ。また、担当教員が必要と考
えるその他の諸活動を通じて、卒業論文を作成
するために必要なリテラシー能力や資料探索能
力の向上、関心領域の学びを適切に深める場
とする。これらの研究活動を通して、これまで学
んだ多くの科目の多様な価値の統合化と深化
を的確に図る。

●国際文化演習Ⅱ
研究内容に関心ある担当教員のもとに学生が
集まり、担当教員の指導のもと文献の調査、研
究の発表、研究内容に関する議論を通じて担当
教員の研究領域の基本的な知識や価値観をさ
らに深めるとともに、学生が関心のある研究領
域を特定し、その研究をさらに深めるための指導
を行う。また、担当教員が必要と考えるその他の
諸活動を通じて、卒業論文を作成するために必
要なリテラシー能力や資料探索能力の向上、関
心領域の学びを深める場とする。これらの研究
活動を通して、これまで学んだ多くの科目の多様
な価値の統合化と深化を的確に図る。

●国際文化演習Ⅲ
学生が関心のある研究領域を特定し、その領
域にまたがる包括的な学び深めるための指導を
行う。具体的には、その研究領域に関する研究
発表、参考文献や研究資料の特定、多様な見
解が存在する場合の分析方法、独自の研究領
域の設計、必要な調査方法や分析方法を学
び、学生独自の研究が円滑に進むようする。ま
た、担当教員が必要と考えるその他の諸活動を
通じて、卒業論文を作成するために必要なリテ
ラシー能力や資料探索能力の向上、関心領域
の学びを深める場とする。

●国際文化演習Ⅳ
学生が関心のある研究領域を特定し、その領
域にまたがる包括的な学び深めることで、卒業
論文研究に資する学習指導を行う。具体的に
は、その研究領域に関する研究発表、参考文
献や研究資料の特定、先行研究の分析、多様
な見解が存在する場合の分析方法、必要な調
査方法や分析方法を学び、独自性の高い研究
のあり方など、学生独自の研究が円滑に進むよ
うに指導する。また、参考文献や引用、図や表
の使い方といった論文作成時の注意点などに
ついても引き続き指導を行う。

●卒業論文
これまで科目から学んだ多様な事実と価値観、
国際文化基礎論や国際文化演習から学んだリ
テラシー能力や専門的研究の成果を包括的、
統合的に集約させ、卒業論文に反映させる指
導を行う。具体的には、先行研究の分析、学生
の関心を持つ研究領域の特定、研究に必要な
文献・資料の特定と探索、必要な調査・フィール
ドワークの技術と実行するための計画づくり、論
文の理論的な構成方法、参考文献や引用など
の表記方法など、論文作成に必要な事項を担
当教員が指導する。
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専門科目 多文化共生

卒業研究



文化政策学科科目概要

　

●リサーチ&プランニング基礎
本科目は、基本的なリサーチ（調査・研究）とプ
ランニング（企画・計画立案）を実践するための
理論・手法・スキルを体系的に習得するリサーチ
＆プランニング（R＆P）科目の「基礎編」であり、
最終的にはR＆Pの成果を具体的なプレゼンテ
ーションにつなげることを目指す。本科目では、
基本的な統計資料の利用方法（見方、使い方）
やデータ分析の基礎（記述統計の方法、図表
の作り方等）を解説するほか、テーマ探索の方
法論も紹介する。

●リサーチ&プランニング応用
本科目は、基本的なリサーチ（調査・研究）とプラ
ンニング（企画・計画立案）を実践するための理
論・手法・スキルを体系的に習得するリサーチ＆
プランニング（R＆P）科目の「応用編」であり、最
終的にはR＆Pの成果を具体的なプレゼンテーシ
ョンにつなげることを目指す。本科目では、実際
に自分で資料やデータを収集し、分析しうる形ま
で整理していく社会調査手法の具体的な方法と
手順（調査設計、サンプリング、調査票の設計、
実査、集計等）を体系的かつ詳細に解説する。

●リサーチ&プランニング実習
本科目は、基本的なリサーチ（調査・研究）とプラ
ンニング（企画・計画立案）を実践するための理
論・手法・スキルを体系的に習得するリサーチ＆プ
ランニング（R＆P）科目の「実習編」であり、最終
的にはR＆Pの成果を具体的なプレゼンテーション
につなげることを目指す。本科目では、調査の企
画から報告書（提案書、行動計画書等）の作成
に至るR＆Pの全過程を体験的に実践する。また、
斬新な発想を得たり共同作業のスキルを向上さ
せたりするためにテーマ発想方法（ブレイン・ストー
ミング）やグループ・ワークの方法を体験する。

●社会学
社会学の広範囲な領域を、ミクロ・マクロ、構造・
プロセス、主観・客観などの異なる視点から解説
する。また、社会学が、ジェンダー、世代、地域な
どの社会構造や、多様化、格差化、グローバル
化などの社会変動について、どのように調査し
研究するかを、具体的な事例をもとに解説し、他
の社会科学と比較対照しながら、学問としての
特色や基礎的な概念を学ぶ。さらに、文化政策
学科の1年次前期の必修科目として、文化と、
政策、経営、情報の各区分領域との関係をどの
ように捉えるかについても、整理しつつ説明し、
学科の教育体系を俯瞰的に理解する。

●経済学
この授業では経済学的なものの見方や考え方
を会得するための頭の体操を行う。ミクロの観
点では、需要・供給の関係や合理的行動の理
論に基づき、身の回りで起きている現象を主に
消費者の立場から考察する。マクロの観点で
は、GDP統計のデータに基づく所得形成につ
いての考察や、財政・金融政策の仕組みについ
ての考察を行う。物事の仕組みを「考える」こと
に重点を置き、経済事象を理解するのに必要な
ミクロ経済学・マクロ経済学のコンセプトやロジ
ックを解説する。

●政治学
政治学は、権力、国家、リーダーシップといった

政治現象の本質にかかわる「基礎理論」、政
党、利益集団といった政治活動の主体ならびに
選挙、議会など政治の動態を分析する「政治過
程論」、そして、あるべき政治の姿を考究する
「政治思想」などの分野に分かれる。本講義で
は、「基礎理論」を中心に、「国際政治」分野も
視野に収めつつ、政治学の理論と学説を概観
し、政治の本質を理解し、分析するための基礎
的な概念の習得を目標とする。

●法律学
この授業では、法律学の主要分野の基礎知識
を習得し、さまざまな法的論点について論理的
で説得力のある思考・判断を実践することを目
的とする。法律学を学ぶにあたって必要となる
概念や制度についての概説を経て、公法・民事
法・刑事法といった法律学の主要な各分野の
基本的な理論を、社会における具体的な問題
に照らすとともに、裁判例の検討を交えながら学
んでいく。

●行政学
官僚制や行政機関をめぐる概念や理論の歴史
的経緯を踏まえた上で、現代日本の行政におけ
る制度・仕組み、役割・機能、特徴・課題の現状
と変容を理論面と実証面から体系的に整理す
る。内容は標準的な行政学のテキストに準ずる
が、国と地方の関係や地方行政の実態を詳しく
取り上げるほか、通常のテキストではカバーされ
にくい最新のトピックを積極的に取り上げていく。

●行政法
この授業では、行政法の基本的な仕組みやその
背景にある考え方、主要な争点など、行政法に
ついての基礎知識を習得することを目的とする。
行政法の基本原理の概説に続いて、行政活動
の多様な行為形式や、行政活動に不服を有す
る私人の権利利益の救済制度について、憲法
をはじめとする諸法律との関連性を踏まえつつ、
具体的な裁判例を素材としながら学んでいく。

●地域計画論
日本の国土・地域・都市の行政施策としての
「計画」の系譜をたどり、環境、自然、歴史・文化
などの今日的課題に対応した計画論の方向性
についても概説する。計画の圏域とジャンルは
多種多様であり、様々な計画の考え方を理解す
る。特に、都市規模や農山村など地理的な立地
条件の違いや、歴史的経緯などを踏まえた計画
を概説し、そこで果たしてきた計画の意味合い、
主体のあり方、可能性と解決すべき事項などに
ついて、具体的な事例を取り上げながら考える。

●地域情報サービス論
図書館サービスの基本（概要や構造、歴史な
ど）を踏まえ現在行われている各種サービス（課
題解決型サービス、障害者・高齢者・多文化サ
ービスなど）について事例に則して解説する。さ
らに、著作権や公共貸与権、コミュニケーション
の基本などについても解説する。その上で、公
共図書館が地域に果たす役割や今後の可能
性について考える。

●地域社会論
今日の地域社会は、人口の減少高齢化、経済
のグローバル化、地方分権化、公共部門の財
政悪化等の影響を受け、対応や変貌を余儀なく
されている。本科目では、こうした社会的趨勢を
踏まえた上で、地域社会（都市、農村、中山間
地、限界集落、特定のコミュニティ等）に焦点を

当て、地域社会の現状に関して生活・文化面を
中心に理解を深めるとともに、地域社会が抱え
る固有の問題について、その成立背景を含めて
考察し、その問題に対する行政・住民の対応の
実態や解決のあり方を検討する。

●地方財政論
経済の長期低迷、産業のグローバル化、人口の
減少高齢化等が進む中で地域社会が抱える課
題は多様化・複雑化している。こうした中で、地方
自治体の果たすべき役割はますます重要になって
いる。自治体がその役割を果たし、地域の福祉と
発展を実現するためには、健全な財政を基盤とし
て、必要とされる施策や活動を実施することが必
要である。そこで本科目では、自治体の財政面に
焦点を当てて、その制度・仕組みと現状を体系的
に学習することを主眼とする。

●創造都市論
創造都市論について、代表的な提唱者の著書な
どを参考にその誕生から今日までの系譜をたどる
とともに、それ以前からあった文化・芸術との連携
による都市・地域発展の思想や方法論にさかの
ぼって歴史的視点からも考察する。また、都市の
文化的資源の産業面への活用に着目して、都市
や地域の経済発展や市民生活の豊かさのあり方
について考察する。創造都市の取り組みの背景
や内容は国内外諸都市において様々である点に
ついて、事例を通じて学習する。

●経済政策論
経済政策論は、ある目的を達成するために、いか
なる手段が有効であるかを理論に照らして判断
することを目的としている。この授業では、経済学
の考え方をもとに、市場メカニズムの有効性、市
場の失敗に対する政府の市場介入の必要性に
ついて考察する。さらに、経済政策を支える様々
な理論を踏まえつつ、個人の効用最大化行動が
経済政策の効果に及ぼす影響や、それに伴う政
府の失敗などにまで視野を広げ、経済政策の意
義および効果を客観的に考える力を養う。

●環境政策論
現在地球規模に広がりつつある環境問題の克
服には産業技術、生活様式、国土構造さらには
社会経済システムの根本的な転換が必要とされ
ることを踏まえて、環境汚染･廃棄物処理など、直
面する問題に対して有効であり、かつ上記の変革
も推進しうるような環境政策のあり方を考察する。
さらに、都市や地域の生活環境の観点（アメニテ
ィや安全性など）から、都市環境施策のあり方に
ついても検討する。

●地域福祉論
福祉には児童家庭福祉、高齢者福祉、障害者
福祉等の領域があるが、いずれも地域社会や
地域住民との関係性が強く、福祉施策・サービ
スの実施主体も、自治体や社会福祉協議会等
の地域の主体が中心になっている。本科目で
は、地域社会とその住民が直面する現状を踏ま
えた上で、地域福祉の理論・制度や行政施策
の推移、さらには、地域福祉に関わる機関・団
体、人材、ボランティア・NPO等の活動の実態
を概観する。その上で、地域福祉が抱える課題
や解決のあり方を検討する。

●地域観光論
観光は地域の社会・経済・日常生活等と密接に
関連している。今日観光には、地域活性化の手
段として、あるいは新しいビジネスチャンスとして
大きな期待が寄せられている。一方で、観光が
直面する条件にも変化が生じている。本科目で
は、現代の地域社会において重要度を高めて
いる地域観光の現状について理解を深めるこ
とを目指す。具体的には、地域観光が様々な主
体（国・自治体、観光関連事業者、住民、観光
者等）によって支えられていることを踏まえ、多
面的な視点で地域観光を検討する。

●経営学
「経営」区分における導入科目としての位置づ
けから、企業経営に関する基本的な概念を総合
的に講義する。企業経営の要諦は、ヒト、モノ、
カネ、情報という経営資源を活用し、社会にとっ
て価値ある製品やサービスを提供することにあ
る。その過程で企業は、戦略形成の問題、経営
資源の管理問題、市場適応問題、社会貢献の
問題など多くの課題に直面するが、それらに関
する主要理論の生成・展開について基本的な
理解を得ることが目的である。

●経営戦略論
経営戦略論は、経営学の主要領域の一つで、経
営活動に中長期的な基本枠組みと方向性を与
え、企業の業績や存続を大きく左右するものであ
る。経営戦略は、一般に事業領域の選択や事業
ごとの経営資源配分といった全社を対象とする
企業戦略と個々の事業レベルでいかに競争優
位を構築するかという事業戦略に大別することが
できる。本講義では、これら経営戦略に関する基
本的理論や実践例を学び、戦略面から企業経
営を分析する力を養成する。

●マーケティング論
経営環境が大きく変化する中で、企業が市場創
造や市場適応を図る上での基本的手段としてマ
ーケティングは重要である。この講義では、マーケ
ティングの目的、基本体系等についての理解を
得ることを目的とする。具体的には、マーケティン
グ・コンセプト、市場標的の設定や製品政策、価
格政策、プロモーション政策、流通チャネル政策
などの統合的管理等がテーマとなる。また、マー
ケティング領域の広がりという観点から、新たな
マーケティング動向についても議論する。

●地域ビジネス論
中小企業は、その経営規模のために、大企業と
は異なる独自の経営課題と経営機会を持って
いる。具体的には、大企業に比べて資金調達
が不利となる一方で、機敏性・専門性を発揮し
て新たな市場機会が獲得できること等が指摘さ
れている。この講義では、このような中小企業独
自の経営課題と経営機会について、様々な観
点から理解を深めることを目的とする。さらに、新
分野進出や新製品開発などの点で存在感を示
す中小企業の事例を紹介し、将来の展望など
についても論じる。

●経営科学
企業の経営管理に分析・実験・設計などの一連
の工学的・科学的手法を用いるのが経営工学
である。経営工学の対象は多岐にわたるが、本
科目では、効率的な生産システムを実現するた
めのQC（品質管理）・IE（生産工学）・OR（オペ

レーションズリサーチ）等を中心としながらも、情
報システム、ロジスティクス（物流）、人間工学、
経営科学など、経営工学と関係する幅広い領域
を視野に入れ、経営工学の基礎的な理論と企
業経営の現場における応用の実態を概観する。

●社会起業論
近年、社会起業家（ソーシャル・アントレプレナ
ー）やソーシャル・ビジネスが次々に登場し、社会
の変革において一定の役割を果たすようになっ
ている。本科目ではこの現象に注目し、社会起
業の歴史的経緯や現状等を整理するほか、
NPO等の市民活動との関係についても考察す
る。さらに、国内外の具体的事例を数多く取り
上げ、それぞれの意義や課題を検討した上で、
社会起業の実践方法のあり方について受講者
と議論を行う。

●経営財務論
企業経営における資金管理や投資に関する意
思決定を行うためには、財務管理（企業を主体
とした資金活動の管理）の基本的知識が必要
となる。この講義では、過去の財務管理活動の
結果である財務諸表の分析やキャッシュフロー
管理の基本を理解した上で、長期事業計画の
策定という観点から、資金の時間価値、企業価
値、資本コスト、リスク等に関する基本的概念
や分析手法について学び、財務的な視点から
企業を視る力、財務的な意思決定を行う力を養
成する。

●産業組織論
この授業では、産業のパフォーマンスを供給サ
イドから明らかにすることを目的として、具体的な
市場構造とそこにおける企業行動についての
分析を行う。ナッシュ均衡や後方帰納などのゲ
ーム理論の考え方を用いて均衡状態を導出し、
そこでの企業間による競争のメカニズムや相互
依存関係、さらには競争回避策としての結託行
動の可能性について考察する。それらをもとに
市場成果を評価し、市場メカニズムをより有効
に機能させるための取引ルールや競争促進政
策のあり方を検討する。

●日本経済論
日本経済は戦後、発展を遂げたものの、現在様々
な問題を抱えている。この現状を理解する上でも
戦後経済史の理解は不可欠である。この講義で
は、主として第二次世界大戦後の日本経済の歩
みについて概観し、バブル崩壊後の日本経済の
課題を、歴史の文脈において位置づけて理解す
る。特に日本の経済発展パターンについて、先進
国や途上国との比較なども念頭に理解を深め、
「日本的経営」などの日本特有の経済制度の生
成・発展・変容のプロセスから、その意義と限界に
ついて講義を行う。

●グローバルビジネス論
科学技術の発展等により経済のグローバル化
が急速に進んでいる。もはや経済のグローバル
化を無視して企業経営の実践は困難になって
いる。また経済のグローバル化は国や地域の経
済に対しても大きな影響を与えるようになってい
る。本科目では、主に企業経営の観点から、グロ
ーバル・ビジネスの現状と企業戦略のあり方（海
外市場への参入、戦略的提携、生産管理、人
的資源管理、マーケティング戦略等）について
多面的に考察する。さらに、経済のグローバル
化が地域経済に与える影響と地場産業や中小
企業の対応のあり方についても検討する。

●金融経済論
規制緩和、バブル崩壊、情報技術の発達、新し
い金融商品・手法の開発等によって日本の金
融経済は大きく変貌している。またグローバル化
の進展によって、国内外の金融市場は分かち
がたく結びついている。このように激しく変貌・複
雑化する金融市場についての正確な知識と理
解がますます重要になっている。そこで本科目で
は、金融の理論的・制度的な基礎を学んだ上
で、日本の金融市場の現状とそこで活動する金
融機関の種類や役割について理解を深めるこ
とを主眼とする。

●地域産業論
地域産業は、雇用の場の提供や域外からの所
得獲得など、地域経済に対して大きく貢献して
いる。また歴史・伝統に根づいた地場産業は、
地域の生活・文化の重要な構成要素となって
いる。一方で、グローバル化や人口減少等の社
会変化により、困難を抱える地域産業も少なく
ない。本科目では、地域社会において重要な役
割を果たす地域産業に焦点を当て、その成立・
発展の経緯、地域の生活・文化との関係、販
売・流通・消費等の最新の動向、直面する課題
等を多角的に検討し、地域産業と地域の関係
について理解を深める。

●産業遺産と産業史
この講義の主な対象は産業遺産・近代化遺産
であり、その調査・研究・保存・利活用の実態に
ついて講義する。まず、産業遺産の重要性を理
解するためには、それらが保存されてきた背景と
していかなる産業史の実態があったのか、講義
する。また、産業遺産の保存と関連して、日本・
世界の文化財政策の流れの中にそれを位置づ
け、それらの利活用に関しては、都市計画や再
開発、まちづくり、産業観光などの流れから捉え
ることを講義の目的の一つとする。

●広報･広告論
産業のグローバル化や社会の高度情報化の進
展により、企業や行政における広報・広告の位
置づけは大きく変容しつつある。この授業では、
現代社会における広報と広告のそれぞれの役
割と機能、そしてその両者の関係性について考
察する。さらにその考察をもとに広報・広告の送
り手としての役割を担える能力と方法を身につ
けるとともに、広報・広告の受け手として消費社
会に対応できるリテラシー能力を高める。それに
より広報・広告を活用するとともに、より深く理解
できる人物を育成する。

●マスコミュニケーション論
マスコミュニケーションは、ローカルな時間と空
間に限定されていた人々の情報伝達や相互作
用のあり方を量的および質的に拡大すること
で、近代社会に大きな影響を与えてきた。この授
業ではこうしたマスコミュニケーションの成立過
程を歴史的、社会的、技術的な条件から考察
し、マスコミュニケーションが担う役割や機能の
理解を深めることを目的とする。またインターネッ
トの成立が既存のマスコミュニケーションに与え
る影響や、その相互作用についても検討する。
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文化政策学科科目概要

　

●リサーチ&プランニング基礎
本科目は、基本的なリサーチ（調査・研究）とプ
ランニング（企画・計画立案）を実践するための
理論・手法・スキルを体系的に習得するリサーチ
＆プランニング（R＆P）科目の「基礎編」であり、
最終的にはR＆Pの成果を具体的なプレゼンテ
ーションにつなげることを目指す。本科目では、
基本的な統計資料の利用方法（見方、使い方）
やデータ分析の基礎（記述統計の方法、図表
の作り方等）を解説するほか、テーマ探索の方
法論も紹介する。

●リサーチ&プランニング応用
本科目は、基本的なリサーチ（調査・研究）とプラ
ンニング（企画・計画立案）を実践するための理
論・手法・スキルを体系的に習得するリサーチ＆
プランニング（R＆P）科目の「応用編」であり、最
終的にはR＆Pの成果を具体的なプレゼンテーシ
ョンにつなげることを目指す。本科目では、実際
に自分で資料やデータを収集し、分析しうる形ま
で整理していく社会調査手法の具体的な方法と
手順（調査設計、サンプリング、調査票の設計、
実査、集計等）を体系的かつ詳細に解説する。

●リサーチ&プランニング実習
本科目は、基本的なリサーチ（調査・研究）とプラ
ンニング（企画・計画立案）を実践するための理
論・手法・スキルを体系的に習得するリサーチ＆プ
ランニング（R＆P）科目の「実習編」であり、最終
的にはR＆Pの成果を具体的なプレゼンテーション
につなげることを目指す。本科目では、調査の企
画から報告書（提案書、行動計画書等）の作成
に至るR＆Pの全過程を体験的に実践する。また、
斬新な発想を得たり共同作業のスキルを向上さ
せたりするためにテーマ発想方法（ブレイン・ストー
ミング）やグループ・ワークの方法を体験する。

●社会学
社会学の広範囲な領域を、ミクロ・マクロ、構造・
プロセス、主観・客観などの異なる視点から解説
する。また、社会学が、ジェンダー、世代、地域な
どの社会構造や、多様化、格差化、グローバル
化などの社会変動について、どのように調査し
研究するかを、具体的な事例をもとに解説し、他
の社会科学と比較対照しながら、学問としての
特色や基礎的な概念を学ぶ。さらに、文化政策
学科の1年次前期の必修科目として、文化と、
政策、経営、情報の各区分領域との関係をどの
ように捉えるかについても、整理しつつ説明し、
学科の教育体系を俯瞰的に理解する。

●経済学
この授業では経済学的なものの見方や考え方
を会得するための頭の体操を行う。ミクロの観
点では、需要・供給の関係や合理的行動の理
論に基づき、身の回りで起きている現象を主に
消費者の立場から考察する。マクロの観点で
は、GDP統計のデータに基づく所得形成につ
いての考察や、財政・金融政策の仕組みについ
ての考察を行う。物事の仕組みを「考える」こと
に重点を置き、経済事象を理解するのに必要な
ミクロ経済学・マクロ経済学のコンセプトやロジ
ックを解説する。

●政治学
政治学は、権力、国家、リーダーシップといった

政治現象の本質にかかわる「基礎理論」、政
党、利益集団といった政治活動の主体ならびに
選挙、議会など政治の動態を分析する「政治過
程論」、そして、あるべき政治の姿を考究する
「政治思想」などの分野に分かれる。本講義で
は、「基礎理論」を中心に、「国際政治」分野も
視野に収めつつ、政治学の理論と学説を概観
し、政治の本質を理解し、分析するための基礎
的な概念の習得を目標とする。

●法律学
この授業では、法律学の主要分野の基礎知識
を習得し、さまざまな法的論点について論理的
で説得力のある思考・判断を実践することを目
的とする。法律学を学ぶにあたって必要となる
概念や制度についての概説を経て、公法・民事
法・刑事法といった法律学の主要な各分野の
基本的な理論を、社会における具体的な問題
に照らすとともに、裁判例の検討を交えながら学
んでいく。

●行政学
官僚制や行政機関をめぐる概念や理論の歴史
的経緯を踏まえた上で、現代日本の行政におけ
る制度・仕組み、役割・機能、特徴・課題の現状
と変容を理論面と実証面から体系的に整理す
る。内容は標準的な行政学のテキストに準ずる
が、国と地方の関係や地方行政の実態を詳しく
取り上げるほか、通常のテキストではカバーされ
にくい最新のトピックを積極的に取り上げていく。

●行政法
この授業では、行政法の基本的な仕組みやその
背景にある考え方、主要な争点など、行政法に
ついての基礎知識を習得することを目的とする。
行政法の基本原理の概説に続いて、行政活動
の多様な行為形式や、行政活動に不服を有す
る私人の権利利益の救済制度について、憲法
をはじめとする諸法律との関連性を踏まえつつ、
具体的な裁判例を素材としながら学んでいく。

●地域計画論
日本の国土・地域・都市の行政施策としての
「計画」の系譜をたどり、環境、自然、歴史・文化
などの今日的課題に対応した計画論の方向性
についても概説する。計画の圏域とジャンルは
多種多様であり、様々な計画の考え方を理解す
る。特に、都市規模や農山村など地理的な立地
条件の違いや、歴史的経緯などを踏まえた計画
を概説し、そこで果たしてきた計画の意味合い、
主体のあり方、可能性と解決すべき事項などに
ついて、具体的な事例を取り上げながら考える。

●地域情報サービス論
図書館サービスの基本（概要や構造、歴史な
ど）を踏まえ現在行われている各種サービス（課
題解決型サービス、障害者・高齢者・多文化サ
ービスなど）について事例に則して解説する。さ
らに、著作権や公共貸与権、コミュニケーション
の基本などについても解説する。その上で、公
共図書館が地域に果たす役割や今後の可能
性について考える。

●地域社会論
今日の地域社会は、人口の減少高齢化、経済
のグローバル化、地方分権化、公共部門の財
政悪化等の影響を受け、対応や変貌を余儀なく
されている。本科目では、こうした社会的趨勢を
踏まえた上で、地域社会（都市、農村、中山間
地、限界集落、特定のコミュニティ等）に焦点を

当て、地域社会の現状に関して生活・文化面を
中心に理解を深めるとともに、地域社会が抱え
る固有の問題について、その成立背景を含めて
考察し、その問題に対する行政・住民の対応の
実態や解決のあり方を検討する。

●地方財政論
経済の長期低迷、産業のグローバル化、人口の
減少高齢化等が進む中で地域社会が抱える課
題は多様化・複雑化している。こうした中で、地方
自治体の果たすべき役割はますます重要になって
いる。自治体がその役割を果たし、地域の福祉と
発展を実現するためには、健全な財政を基盤とし
て、必要とされる施策や活動を実施することが必
要である。そこで本科目では、自治体の財政面に
焦点を当てて、その制度・仕組みと現状を体系的
に学習することを主眼とする。

●創造都市論
創造都市論について、代表的な提唱者の著書な
どを参考にその誕生から今日までの系譜をたどる
とともに、それ以前からあった文化・芸術との連携
による都市・地域発展の思想や方法論にさかの
ぼって歴史的視点からも考察する。また、都市の
文化的資源の産業面への活用に着目して、都市
や地域の経済発展や市民生活の豊かさのあり方
について考察する。創造都市の取り組みの背景
や内容は国内外諸都市において様々である点に
ついて、事例を通じて学習する。

●経済政策論
経済政策論は、ある目的を達成するために、いか
なる手段が有効であるかを理論に照らして判断
することを目的としている。この授業では、経済学
の考え方をもとに、市場メカニズムの有効性、市
場の失敗に対する政府の市場介入の必要性に
ついて考察する。さらに、経済政策を支える様々
な理論を踏まえつつ、個人の効用最大化行動が
経済政策の効果に及ぼす影響や、それに伴う政
府の失敗などにまで視野を広げ、経済政策の意
義および効果を客観的に考える力を養う。

●環境政策論
現在地球規模に広がりつつある環境問題の克
服には産業技術、生活様式、国土構造さらには
社会経済システムの根本的な転換が必要とされ
ることを踏まえて、環境汚染･廃棄物処理など、直
面する問題に対して有効であり、かつ上記の変革
も推進しうるような環境政策のあり方を考察する。
さらに、都市や地域の生活環境の観点（アメニテ
ィや安全性など）から、都市環境施策のあり方に
ついても検討する。

●地域福祉論
福祉には児童家庭福祉、高齢者福祉、障害者
福祉等の領域があるが、いずれも地域社会や
地域住民との関係性が強く、福祉施策・サービ
スの実施主体も、自治体や社会福祉協議会等
の地域の主体が中心になっている。本科目で
は、地域社会とその住民が直面する現状を踏ま
えた上で、地域福祉の理論・制度や行政施策
の推移、さらには、地域福祉に関わる機関・団
体、人材、ボランティア・NPO等の活動の実態
を概観する。その上で、地域福祉が抱える課題
や解決のあり方を検討する。

●地域観光論
観光は地域の社会・経済・日常生活等と密接に
関連している。今日観光には、地域活性化の手
段として、あるいは新しいビジネスチャンスとして
大きな期待が寄せられている。一方で、観光が
直面する条件にも変化が生じている。本科目で
は、現代の地域社会において重要度を高めて
いる地域観光の現状について理解を深めるこ
とを目指す。具体的には、地域観光が様々な主
体（国・自治体、観光関連事業者、住民、観光
者等）によって支えられていることを踏まえ、多
面的な視点で地域観光を検討する。

●経営学
「経営」区分における導入科目としての位置づ
けから、企業経営に関する基本的な概念を総合
的に講義する。企業経営の要諦は、ヒト、モノ、
カネ、情報という経営資源を活用し、社会にとっ
て価値ある製品やサービスを提供することにあ
る。その過程で企業は、戦略形成の問題、経営
資源の管理問題、市場適応問題、社会貢献の
問題など多くの課題に直面するが、それらに関
する主要理論の生成・展開について基本的な
理解を得ることが目的である。

●経営戦略論
経営戦略論は、経営学の主要領域の一つで、経
営活動に中長期的な基本枠組みと方向性を与
え、企業の業績や存続を大きく左右するものであ
る。経営戦略は、一般に事業領域の選択や事業
ごとの経営資源配分といった全社を対象とする
企業戦略と個々の事業レベルでいかに競争優
位を構築するかという事業戦略に大別することが
できる。本講義では、これら経営戦略に関する基
本的理論や実践例を学び、戦略面から企業経
営を分析する力を養成する。

●マーケティング論
経営環境が大きく変化する中で、企業が市場創
造や市場適応を図る上での基本的手段としてマ
ーケティングは重要である。この講義では、マーケ
ティングの目的、基本体系等についての理解を
得ることを目的とする。具体的には、マーケティン
グ・コンセプト、市場標的の設定や製品政策、価
格政策、プロモーション政策、流通チャネル政策
などの統合的管理等がテーマとなる。また、マー
ケティング領域の広がりという観点から、新たな
マーケティング動向についても議論する。

●地域ビジネス論
中小企業は、その経営規模のために、大企業と
は異なる独自の経営課題と経営機会を持って
いる。具体的には、大企業に比べて資金調達
が不利となる一方で、機敏性・専門性を発揮し
て新たな市場機会が獲得できること等が指摘さ
れている。この講義では、このような中小企業独
自の経営課題と経営機会について、様々な観
点から理解を深めることを目的とする。さらに、新
分野進出や新製品開発などの点で存在感を示
す中小企業の事例を紹介し、将来の展望など
についても論じる。

●経営科学
企業の経営管理に分析・実験・設計などの一連
の工学的・科学的手法を用いるのが経営工学
である。経営工学の対象は多岐にわたるが、本
科目では、効率的な生産システムを実現するた
めのQC（品質管理）・IE（生産工学）・OR（オペ

レーションズリサーチ）等を中心としながらも、情
報システム、ロジスティクス（物流）、人間工学、
経営科学など、経営工学と関係する幅広い領域
を視野に入れ、経営工学の基礎的な理論と企
業経営の現場における応用の実態を概観する。

●社会起業論
近年、社会起業家（ソーシャル・アントレプレナ
ー）やソーシャル・ビジネスが次々に登場し、社会
の変革において一定の役割を果たすようになっ
ている。本科目ではこの現象に注目し、社会起
業の歴史的経緯や現状等を整理するほか、
NPO等の市民活動との関係についても考察す
る。さらに、国内外の具体的事例を数多く取り
上げ、それぞれの意義や課題を検討した上で、
社会起業の実践方法のあり方について受講者
と議論を行う。

●経営財務論
企業経営における資金管理や投資に関する意
思決定を行うためには、財務管理（企業を主体
とした資金活動の管理）の基本的知識が必要
となる。この講義では、過去の財務管理活動の
結果である財務諸表の分析やキャッシュフロー
管理の基本を理解した上で、長期事業計画の
策定という観点から、資金の時間価値、企業価
値、資本コスト、リスク等に関する基本的概念
や分析手法について学び、財務的な視点から
企業を視る力、財務的な意思決定を行う力を養
成する。

●産業組織論
この授業では、産業のパフォーマンスを供給サ
イドから明らかにすることを目的として、具体的な
市場構造とそこにおける企業行動についての
分析を行う。ナッシュ均衡や後方帰納などのゲ
ーム理論の考え方を用いて均衡状態を導出し、
そこでの企業間による競争のメカニズムや相互
依存関係、さらには競争回避策としての結託行
動の可能性について考察する。それらをもとに
市場成果を評価し、市場メカニズムをより有効
に機能させるための取引ルールや競争促進政
策のあり方を検討する。

●日本経済論
日本経済は戦後、発展を遂げたものの、現在様々
な問題を抱えている。この現状を理解する上でも
戦後経済史の理解は不可欠である。この講義で
は、主として第二次世界大戦後の日本経済の歩
みについて概観し、バブル崩壊後の日本経済の
課題を、歴史の文脈において位置づけて理解す
る。特に日本の経済発展パターンについて、先進
国や途上国との比較なども念頭に理解を深め、
「日本的経営」などの日本特有の経済制度の生
成・発展・変容のプロセスから、その意義と限界に
ついて講義を行う。

●グローバルビジネス論
科学技術の発展等により経済のグローバル化
が急速に進んでいる。もはや経済のグローバル
化を無視して企業経営の実践は困難になって
いる。また経済のグローバル化は国や地域の経
済に対しても大きな影響を与えるようになってい
る。本科目では、主に企業経営の観点から、グロ
ーバル・ビジネスの現状と企業戦略のあり方（海
外市場への参入、戦略的提携、生産管理、人
的資源管理、マーケティング戦略等）について
多面的に考察する。さらに、経済のグローバル
化が地域経済に与える影響と地場産業や中小
企業の対応のあり方についても検討する。

●金融経済論
規制緩和、バブル崩壊、情報技術の発達、新し
い金融商品・手法の開発等によって日本の金
融経済は大きく変貌している。またグローバル化
の進展によって、国内外の金融市場は分かち
がたく結びついている。このように激しく変貌・複
雑化する金融市場についての正確な知識と理
解がますます重要になっている。そこで本科目で
は、金融の理論的・制度的な基礎を学んだ上
で、日本の金融市場の現状とそこで活動する金
融機関の種類や役割について理解を深めるこ
とを主眼とする。

●地域産業論
地域産業は、雇用の場の提供や域外からの所
得獲得など、地域経済に対して大きく貢献して
いる。また歴史・伝統に根づいた地場産業は、
地域の生活・文化の重要な構成要素となって
いる。一方で、グローバル化や人口減少等の社
会変化により、困難を抱える地域産業も少なく
ない。本科目では、地域社会において重要な役
割を果たす地域産業に焦点を当て、その成立・
発展の経緯、地域の生活・文化との関係、販
売・流通・消費等の最新の動向、直面する課題
等を多角的に検討し、地域産業と地域の関係
について理解を深める。

●産業遺産と産業史
この講義の主な対象は産業遺産・近代化遺産
であり、その調査・研究・保存・利活用の実態に
ついて講義する。まず、産業遺産の重要性を理
解するためには、それらが保存されてきた背景と
していかなる産業史の実態があったのか、講義
する。また、産業遺産の保存と関連して、日本・
世界の文化財政策の流れの中にそれを位置づ
け、それらの利活用に関しては、都市計画や再
開発、まちづくり、産業観光などの流れから捉え
ることを講義の目的の一つとする。

●広報･広告論
産業のグローバル化や社会の高度情報化の進
展により、企業や行政における広報・広告の位
置づけは大きく変容しつつある。この授業では、
現代社会における広報と広告のそれぞれの役
割と機能、そしてその両者の関係性について考
察する。さらにその考察をもとに広報・広告の送
り手としての役割を担える能力と方法を身につ
けるとともに、広報・広告の受け手として消費社
会に対応できるリテラシー能力を高める。それに
より広報・広告を活用するとともに、より深く理解
できる人物を育成する。

●マスコミュニケーション論
マスコミュニケーションは、ローカルな時間と空
間に限定されていた人々の情報伝達や相互作
用のあり方を量的および質的に拡大すること
で、近代社会に大きな影響を与えてきた。この授
業ではこうしたマスコミュニケーションの成立過
程を歴史的、社会的、技術的な条件から考察
し、マスコミュニケーションが担う役割や機能の
理解を深めることを目的とする。またインターネッ
トの成立が既存のマスコミュニケーションに与え
る影響や、その相互作用についても検討する。
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文化政策学科科目概要 芸術文化学科科目概要
2024年度 カリキュラム

●臨床社会心理学
この講義は、現代社会におけるさまざまな問題
に心理学の視点からアプローチし、人間が幸せ
を感じながら生活するためには何が必要なのか
について考えていく。現代社会が抱えている心
理学的な問題には、たとえば、人の成長・発達
および心身の健康へのサポート、福祉サービ
ス、家族やコミュニティの問題、犯罪や事故、抗
争などがある。これらの諸問題に関する具体的
な事象を取り上げ、それらに対する社会心理学
の原理や知見の応用を図る。

●メディア文化論
この授業では、メディアが人々や社会に与える
影響や、メディアが生み出す文化について考察
する。現在、ITや映像を活用した多様なメディア
実践が出現し、私たちの日常世界に浸透してい
る。こうした現在の状況を俯瞰しつつ、その環境
を理解するために、新聞や書籍等の印刷メディ
ア、あるいは映画やテレビといった既存の映像メ
ディア等、従来からのメディアが担ってきた役割
や意味を考察する。その上で、多様化する現代
メディア社会における人々の情報選択やコミュ
ニケーションの実践についての理解を深める。

●組織心理学
この講義では、組織の中で働くときの人間の行
動の特徴や心理について理解することを目標
にしている。たとえば、人間の働く意欲を強化し、
組織の効率性や生産性を向上させるためには
何をどのようにすればよいのか、働く人の心身の
健康にはどのような問題が存在するのか、など
の心理学的な問題について講義する。代表的
な理論や研究事例の紹介に加えて、現在の職
場で起こっている問題にも触れながら講義を進
行する。また、本講義では、消費者の心理や行
動の特性についても扱う。

●情報システム論
インターネットの普及とWeb2.0を経て、クラウド
コンピューティングが普及してきたことにより、情
報システムのあり方も大きく変化した。現代の情
報システムの仕組みと、これらが形成された発展
の歴史について学ぶ。また、クラウドコンピュー
ティングを用いることによって、パーソナルコンピ
ューターだけでなく、最も身近な情報機器である
スマートフォンやタブレットを組み合わせて活用
することによる、情報の検索、フィルタリング・収
集・整理・発信の手法について実践的に学ぶ。

●社会統計分析
現代社会では、社会の実状や人の行動・意識
に関する社会調査が数多く行われ、それらのデ
ータや分析結果がさまざまなメディアを通して提
示されている。この講義では、このようなデータ
や分析結果を読みとるために必要となる統計学
の基礎的な知識について理解することを目指
す。さらに、表計算ソフトを使った実習を通じて、
データの基礎集計、2変数間の関連分析、そし
て重回帰分析を中心とした多変量解析の一部
について実践的に学んでいく。

●質的調査法
昨今、社会科学の有効な調査法として「質的調
査法」が注目されている。そこで、授業では、この
調査法をめぐる状況を解説した上で、インタビュ
ー調査や参与観察など「質的データ」の収集方
法に必要な技法を説明する。次に、「グラウンデ
ッド・セオリー」や「ＫＪ法」ならびに「言説分析」
など他の分析手法を解説することを通して、「質

的データ」分析法の多様性を理解する。さらに、
ゼミ論文や卒業論文作成のための調査を念頭
に置き、被調査者との関係など「倫理的な問
題」についての理解も深める。

●学術情報論
図書館情報資源のうち学術情報に限定し、学
術コミュニケーション、情報利用者と情報探索、
計量情報学の基本、学術情報流通のための取
り組みについて解説する。さらに大学図書館と
日本の学術情報流通基盤の現状と課題につ
いても解説する。同時に、大学図書館などを活
用して、学術情報を効率的に収集するための知
識と技術を身につけさせることも目的とする。

●人文地理学
地域にみられる人文現象を地域的視点から明
らかにするのが人文地理学である。この科目で
は、主として地理学説史・人口地理学・都市地
理学・集落地理学的な観点から地域を明らかに
することを目的としている。なお、人文地理学的
な地域分析法についても扱う。

●地誌学
地誌学とは地理学の２大分野の一つであり、自
然地理学、人文地理学などの系統地理学と相
対し、地理学を総合的に究明することを目的と
する学問である。地誌学においては、地球上の
諸地域の自然・社会・文化などの特性を研究・
記述することを重視する。本科目では、日本のほ
かに海外の特定地域を対象に選び、それぞれ
の地域的性格や地域的問題を総合的に検討
する。

●社会理論
社会科学の基礎的な概念と理論を習得するこ
とにより、身近な日常世界から日本社会、国際
関係、歴史的変化などの大小様々な事象の背
景にある「しくみ」をより総合的に把握する能力
を伸ばす。社会学の古典や近現代の理論を中
心に、それぞれの類似点・相違点など相互の関
係を明らかにしながら解説する。様々な理論を社
会における身近な問題や事例を理解する際に、
知的な道具として積極的に活用できるようにな
ることを目標とする。

●情報法学
この授業では、まず「情報」の意味について考え
る。次に、知る権利と情報公開制度、プライバシ
ーの保護、名誉毀損、わいせつ規制など、情報の
流通過程における個人の権利について詳しく述
べる。さらに、コンピュータとインターネットで結ばれ
た情報化社会に特有な犯罪、セキュリティの確
保、情報倫理なども検討する。

●公共デザイン戦略
公的組織（政府・自治体とその関連組織や
NPO等）や民間企業は、社会的課題の解決や
組織目的の達成のために、広く公共社会（とそ
の構成要素である団体・個人）を対象として施
策や活動を実施している。公的組織や民間企
業がこうした施策・活動を企画立案し、実施する
ことを本科目では「公共デザイン」と呼ぶことに
する。本科目では、公共デザインのさまざまな態
様に応じて、それらを有効に実施するための戦
略のあり方を論じることを中心的課題に据え、そ
のために必要な理論や方法論、さらには公共デ
ザイン戦略の具体的な実践方法を解説する。

●自然地理学
自然地理学は、気候・地形・水文・植生・土壌等
の観点から、地域の自然環境を総合的に探究
する学問である。本科目では、地理学や気候学
を中心にして、地形的形成や地域的な環境特
性を体系的に整理する。さらに、自然環境と人
間社会の関わりにも目を向け、地球規模では地
球温暖化や酸性雨、地域規模では自然災害な
どさまざまな自然環境の人間生活への影響や、
逆に人間生活が気候をはじめとする自然環境
に与える影響について考察する。

●外国語文献研究
英文をはじめとして外国語の文献を読むことは、
大学における学習や研究において不可欠な行
為である。しかもグローバル化やインターネットの
普及により、外国語のリテラシー（特に読むこ
と）の重要性はますます高まっている。本科目で
は、複数の担当教員の中から自分の関心がある
専門分野の教員を選び、その教員のもとで外国
語文献（書籍、論文、その他の文書）を講読し、
外国語文献の読解能力を向上させるとともに、
関心領域について知見や理解を深め、自身の
学習・研究に役立てることを目指す。

●文化政策演習Ⅰ
２年次までに身につけた教養・知識・技能等を
基礎として、指導教員による綿密な指導のもと
で、専門性を高めるとともに、調査・研究や企画
立案の手法を習得する。また自らの関心領域や
テーマを具体的に定めていく。なお文化政策演
習Ⅰと文化政策演習Ⅱは、原則として、同一の指
導教員のもとで連続的に受講する。

●文化政策演習Ⅱ
文化政策演習Ⅰの成果を引き継ぎ、原則として
同一の指導教員による指導のもとで、専門性や
調査・研究・企画立案の技能をさらに高める。ま
た関心領域における調査・研究や企画立案を
実施するほか、卒業論文・プロジェクトのテーマ
探索等にも取り組む。

●文化政策演習Ⅲ
文化政策演習Ⅰ・Ⅱの成果を踏まえ、指導教員に
よる綿密な指導のもとで、自らが取り組むテーマ
を選定し、そのテーマに関する専門性をさらに高
めた上で、学術的な研究や課題解決型の企画
立案プロジェクトを進めていく。なお文化政策演
習Ⅲと文化政策演習Ⅳは、原則として、同一の
指導教員のもとで連続的に受講する。

●文化政策演習Ⅳ
文化政策演習Ⅲの成果を引き継ぎ、原則として
同一の指導教員による指導のもとで、学術的な
研究や課題解決型の企画立案プロジェクトをさ
らに進めていく。

●卒業論文・プロジェクト
大学における学習・研究の総仕上げとして、自らが
設定したテーマに関する調査・研究活動を行い、
その成果を卒業論文またはプロジェクトとして具体
化する。卒業論文とは、学術的な論考をまとめたも
ので、新たな知識・知見を生産するものである。一
方、プロジェクトとは、学術的な調査・研究活動の
成果を社会に対して具体的な提案や行動として
還元するものであり、知識・知見を社会に応用す
るものである。卒業論文やプロジェクトが具体的
にどのような条件を満たすべきかは別途定める。

　

●芸術文化入門
芸術文化学科の学生として必要な学びの基本
を示すための科目である。文化、芸術を専攻研
究する学生として、また将来の事業企画者・支
援者・政策立案者として、文化、芸術に能動的
にかかわっていく上での基盤となる理解と責任
感を醸成することを狙いとする。学科専任教員
複数名によるオムニバス形式で講義を行い、文
化、芸術に多様なジャンルがあることを確認する
だけでなく、それらを大学での学びの中で扱う方
法も多様であることを認識する。

●芸術表現A・B
実際に第一線で活躍する芸術家のもとで、その
訓練や制作の場に立ち会い、芸術従事者の姿
勢、心構えに触れるとともに芸術の深遠さとそれ
に携わることの厳しさを体感することが狙い。将
来事業企画者、支援者、政策立案者として文
化、芸術にかかわる者になることを想定し、その
ような者として不可欠な、高度に専門的な芸術
表現の現場を体験することによって、芸術の本
質について考える。芸術表現Bとあわせ複数の
領域を用意し、うち1枠を必修とする。

●芸術文化基礎A～D
ゼミに所属する前の学科学生を対象とし、大学
生としての読み・書く能力を前提として、学科専
任教員にそれぞれ所属し、文化、芸術に関する
さまざまな専門領域での研究手法の基礎を学
ぶ。専門領域での基礎的文献を読解し、検討
することによって専門領域についての知識を得
るとともに、それを整理し、まとめるなどの作業を
することによって、読み書く能力をさらに高め、考
察力と分析力を養うことを目指す。基礎AB、CD
あわせて10クラス程度を設定し、うち２クラスの
受講を義務づける。

●芸術文化特講
一つのテーマを設定し、多様な専門性を持つ学
科専任教員が、各自の専門領域に関連する
様々な視点から当該テーマをめぐって行うオム
ニバス方式の連続講義とする。学科で一定の
学習を積み重ねた上で、ゼミ選択を控えた学生
を対象とする。受講者は、同一テーマへの多角
的なアプローチの可能性を体得すると同時に、
それらの異なったアプローチが互いにつながりを
持つということを理解することが狙いである。学
生は、この授業で示される多様な専門領域か
ら、自分が関心のある領域への理解を深め、次
の段階に進む助けとする。

●芸術文化政策の理論
法学、政治学、経済学、社会学等、社会科学の
主要な領域の中から1つあるいは複数の分野を
取り上げ、それぞれの学問分野における芸術文
化政策についての研究の系譜を概観するととも
に、それぞれの理論体系の特徴を学ぶ。さらに、
これらの理論を実際に我が国および諸外国に
おいて行われている国や地方公共団体の芸術
文化政策の事例にあてはめて分析を行う。これ
らを通じて、現実の芸術文化政策を理論的に分
析するための基礎を身につける。

●アートマネジメントA
公共性を持つ非営利芸術組織のマネジメント
であるアートマネジメントの各論として、非営利
芸術組織の特徴、および日本のそれらが持つ
課題を踏まえて、課題解決のために必要とな
る、より専門的な領域についての理論的、実践
的な知識を身につける。特に、公演、展覧会、
教育プログラムをはじめとしたアウトプットを鑑賞
者等に届けるためのマーケティングや、非営利
組織が持続的に活動を続けるために不可欠な
資源を獲得するためのファンドレイジングなどを
中心に学ぶ。

●アートマネジメントB
公共性を持つ非営利芸術組織のマネジメントで
あるアートマネジメントの各論として、非営利芸
術組織の特徴、および日本のそれらが持つ課題
を踏まえて、課題解決のために必要となる、より
専門的な領域についての理論的、実践的な知
識を身につける。特に、非営利組織が営利組織
とは異なり、賃金等を中心とした金銭的インセン
ティブが働きにくい組織であるという特徴を踏ま
えた上で、組織や組織間関係、人的資源管理、
戦略計画などを中心に学ぶ。

●芸術文化政策の国際比較
芸術支援に関わる政策分野を中心に、日米あ
るいは日欧等の文化政策について時代背景等
の歴史的視点を踏まえて比較検討することによ
り、政策目的の変遷や、政策手段の多様なあり
方についての理解を深める。特に、政策分析に
不可欠な、市場と政府、そして非営利経済の関
係についての視点を養うとともに、各種の補助
金制度、租税優遇措置、顕彰制度や官民協働
等、具体的な政策手段の特徴や、法や計画策
定等の意義や限界等について検討する。

●文化施設の管理と運営
劇場・音楽堂等をはじめとした文化施設が、市
民や地域社会に対して果たすべき使命につい
ての認識を深めるとともに、こうした施設の管理
と運営のあり方について実践的に学ぶ。特に自
治体が設立した公立施設においては、2003年
に導入された指定管理者制度の特徴や課題
等について、事例研究を取り入れながら検討を
行うとともに、2012年に制定された劇場・音楽
堂等の活性化に関する法律の意義や特徴を踏
まえつつ、今後の我が国における文化施設運
営のあり方についての考察を深める。

●文化財保護政策
我が国の文化財保護の法的・制度的な枠組み
について基礎的な知識を身につけた上で、有形
および無形の文化財保護に関する様々な事例
研究を通して政策の背景や課題について分析
する。特に1950年に制定された文化財保護法
の意義や特徴と、その実施体制が我が国の文
化財保護政策および文化政策の他領域に与
えた影響などについての理解を深める。さらに、
近年の注目すべき動きとして、文化財と地域社
会・まちづくりとの関連について検討する。

●地域社会と芸術文化
まちづくり、観光振興、産業振興、住民間コミュ
ニケーション促進、地域アイデンティティの形成
など、芸術文化は地域社会の発展と密接な関
わりを持っている。我が国あるいは諸外国にお
ける具体的な事例を参照しつつ、地域社会にお

ける芸術文化の役割について幅広く学ぶ。これ
らを通じ、地域社会における文化施設や実演芸
術団体等のアートマネジメントのあり方や、地方
公共団体等における芸術文化政策のあり方を
考えるための視野を広げる。

●現代社会と芸術文化
医療や福祉、更生や教育の手段としての活用
や、様々なマイノリティに関する社会包摂の手段
として注目されるなど、芸術文化は現代社会にお
ける様々な問題と密接に関わるようになってきて
いる。情報化、少子高齢化、国際化をはじめとし
た現代社会における様々な環境変化と芸術文
化の関係について、国内外の様々な事例を通じ
て多面的な視点から学ぶことにより、現代社会
におけるアートマネジメントや文化政策のあり方
を考えるための視野を広げる。

●文化と芸術A～D
この科目群では、文化、芸術の多様な展開につ
いて、それぞれの領域において提示される諸現
象の現状や特色などを理解するとともに、それら
を学問的に取り扱う方法や、それによって明らか
になることがらについて考える。文化、芸術につ
いての学問的理解の上で欠かせない学問領域
について、歴史的展開や最新の状況を鑑みつ
つこの科目群で取り扱うこととする。それぞれの
ジャンルによってＡ～Ｄで展開する。美術、音
楽、演劇等のジャンルとともに、社会や時代の
要請に応じたジャンルも扱う。

●現代芸術論A～D
文化・芸術を考える上で無視することができな
い、とりわけ現代に特徴的な事柄、現象を取り
上げ、その性質や課題について考察することを
狙いとする。また、このような現代的課題に対す
る対処法とはどのようなものかについて考える。
これらの現代文化、現代芸術諸領域の研究方
法についても最新の情報を交えながら概観す
る。それぞれのジャンルによってＡ～Ｄで展開す
る。美術、音楽、演劇等のジャンルとともに、社
会や時代の要請に応じたジャンルも扱う。

●芸術特論A～D
文化、芸術の各領域において特に際立った現
象、出来事などについてテーマ別に取り上げ
る。それぞれのテーマに即したより深い考察を扱
う。特に、複数の専門領域にまたがるような学際
的領域にある事象、これまで学問的にあまり扱
われることがなかったような最新の事象や理論、
研究領域などについても扱い、文化、芸術を新
しい視点で切り取る方法を知る。それぞれのジャ
ンル、テーマによってＡ～Ｄで展開する。美術、
音楽、演劇等のジャンルとともに、社会や時代
の要請に応じたジャンルも扱う。
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2024年度 カリキュラム

●臨床社会心理学
この講義は、現代社会におけるさまざまな問題
に心理学の視点からアプローチし、人間が幸せ
を感じながら生活するためには何が必要なのか
について考えていく。現代社会が抱えている心
理学的な問題には、たとえば、人の成長・発達
および心身の健康へのサポート、福祉サービ
ス、家族やコミュニティの問題、犯罪や事故、抗
争などがある。これらの諸問題に関する具体的
な事象を取り上げ、それらに対する社会心理学
の原理や知見の応用を図る。

●メディア文化論
この授業では、メディアが人々や社会に与える
影響や、メディアが生み出す文化について考察
する。現在、ITや映像を活用した多様なメディア
実践が出現し、私たちの日常世界に浸透してい
る。こうした現在の状況を俯瞰しつつ、その環境
を理解するために、新聞や書籍等の印刷メディ
ア、あるいは映画やテレビといった既存の映像メ
ディア等、従来からのメディアが担ってきた役割
や意味を考察する。その上で、多様化する現代
メディア社会における人々の情報選択やコミュ
ニケーションの実践についての理解を深める。

●組織心理学
この講義では、組織の中で働くときの人間の行
動の特徴や心理について理解することを目標
にしている。たとえば、人間の働く意欲を強化し、
組織の効率性や生産性を向上させるためには
何をどのようにすればよいのか、働く人の心身の
健康にはどのような問題が存在するのか、など
の心理学的な問題について講義する。代表的
な理論や研究事例の紹介に加えて、現在の職
場で起こっている問題にも触れながら講義を進
行する。また、本講義では、消費者の心理や行
動の特性についても扱う。

●情報システム論
インターネットの普及とWeb2.0を経て、クラウド
コンピューティングが普及してきたことにより、情
報システムのあり方も大きく変化した。現代の情
報システムの仕組みと、これらが形成された発展
の歴史について学ぶ。また、クラウドコンピュー
ティングを用いることによって、パーソナルコンピ
ューターだけでなく、最も身近な情報機器である
スマートフォンやタブレットを組み合わせて活用
することによる、情報の検索、フィルタリング・収
集・整理・発信の手法について実践的に学ぶ。

●社会統計分析
現代社会では、社会の実状や人の行動・意識
に関する社会調査が数多く行われ、それらのデ
ータや分析結果がさまざまなメディアを通して提
示されている。この講義では、このようなデータ
や分析結果を読みとるために必要となる統計学
の基礎的な知識について理解することを目指
す。さらに、表計算ソフトを使った実習を通じて、
データの基礎集計、2変数間の関連分析、そし
て重回帰分析を中心とした多変量解析の一部
について実践的に学んでいく。

●質的調査法
昨今、社会科学の有効な調査法として「質的調
査法」が注目されている。そこで、授業では、この
調査法をめぐる状況を解説した上で、インタビュ
ー調査や参与観察など「質的データ」の収集方
法に必要な技法を説明する。次に、「グラウンデ
ッド・セオリー」や「ＫＪ法」ならびに「言説分析」
など他の分析手法を解説することを通して、「質

的データ」分析法の多様性を理解する。さらに、
ゼミ論文や卒業論文作成のための調査を念頭
に置き、被調査者との関係など「倫理的な問
題」についての理解も深める。

●学術情報論
図書館情報資源のうち学術情報に限定し、学
術コミュニケーション、情報利用者と情報探索、
計量情報学の基本、学術情報流通のための取
り組みについて解説する。さらに大学図書館と
日本の学術情報流通基盤の現状と課題につ
いても解説する。同時に、大学図書館などを活
用して、学術情報を効率的に収集するための知
識と技術を身につけさせることも目的とする。

●人文地理学
地域にみられる人文現象を地域的視点から明
らかにするのが人文地理学である。この科目で
は、主として地理学説史・人口地理学・都市地
理学・集落地理学的な観点から地域を明らかに
することを目的としている。なお、人文地理学的
な地域分析法についても扱う。

●地誌学
地誌学とは地理学の２大分野の一つであり、自
然地理学、人文地理学などの系統地理学と相
対し、地理学を総合的に究明することを目的と
する学問である。地誌学においては、地球上の
諸地域の自然・社会・文化などの特性を研究・
記述することを重視する。本科目では、日本のほ
かに海外の特定地域を対象に選び、それぞれ
の地域的性格や地域的問題を総合的に検討
する。

●社会理論
社会科学の基礎的な概念と理論を習得するこ
とにより、身近な日常世界から日本社会、国際
関係、歴史的変化などの大小様々な事象の背
景にある「しくみ」をより総合的に把握する能力
を伸ばす。社会学の古典や近現代の理論を中
心に、それぞれの類似点・相違点など相互の関
係を明らかにしながら解説する。様々な理論を社
会における身近な問題や事例を理解する際に、
知的な道具として積極的に活用できるようにな
ることを目標とする。

●情報法学
この授業では、まず「情報」の意味について考え
る。次に、知る権利と情報公開制度、プライバシ
ーの保護、名誉毀損、わいせつ規制など、情報の
流通過程における個人の権利について詳しく述
べる。さらに、コンピュータとインターネットで結ばれ
た情報化社会に特有な犯罪、セキュリティの確
保、情報倫理なども検討する。

●公共デザイン戦略
公的組織（政府・自治体とその関連組織や
NPO等）や民間企業は、社会的課題の解決や
組織目的の達成のために、広く公共社会（とそ
の構成要素である団体・個人）を対象として施
策や活動を実施している。公的組織や民間企
業がこうした施策・活動を企画立案し、実施する
ことを本科目では「公共デザイン」と呼ぶことに
する。本科目では、公共デザインのさまざまな態
様に応じて、それらを有効に実施するための戦
略のあり方を論じることを中心的課題に据え、そ
のために必要な理論や方法論、さらには公共デ
ザイン戦略の具体的な実践方法を解説する。

●自然地理学
自然地理学は、気候・地形・水文・植生・土壌等
の観点から、地域の自然環境を総合的に探究
する学問である。本科目では、地理学や気候学
を中心にして、地形的形成や地域的な環境特
性を体系的に整理する。さらに、自然環境と人
間社会の関わりにも目を向け、地球規模では地
球温暖化や酸性雨、地域規模では自然災害な
どさまざまな自然環境の人間生活への影響や、
逆に人間生活が気候をはじめとする自然環境
に与える影響について考察する。

●外国語文献研究
英文をはじめとして外国語の文献を読むことは、
大学における学習や研究において不可欠な行
為である。しかもグローバル化やインターネットの
普及により、外国語のリテラシー（特に読むこ
と）の重要性はますます高まっている。本科目で
は、複数の担当教員の中から自分の関心がある
専門分野の教員を選び、その教員のもとで外国
語文献（書籍、論文、その他の文書）を講読し、
外国語文献の読解能力を向上させるとともに、
関心領域について知見や理解を深め、自身の
学習・研究に役立てることを目指す。

●文化政策演習Ⅰ
２年次までに身につけた教養・知識・技能等を
基礎として、指導教員による綿密な指導のもと
で、専門性を高めるとともに、調査・研究や企画
立案の手法を習得する。また自らの関心領域や
テーマを具体的に定めていく。なお文化政策演
習Ⅰと文化政策演習Ⅱは、原則として、同一の指
導教員のもとで連続的に受講する。

●文化政策演習Ⅱ
文化政策演習Ⅰの成果を引き継ぎ、原則として
同一の指導教員による指導のもとで、専門性や
調査・研究・企画立案の技能をさらに高める。ま
た関心領域における調査・研究や企画立案を
実施するほか、卒業論文・プロジェクトのテーマ
探索等にも取り組む。

●文化政策演習Ⅲ
文化政策演習Ⅰ・Ⅱの成果を踏まえ、指導教員に
よる綿密な指導のもとで、自らが取り組むテーマ
を選定し、そのテーマに関する専門性をさらに高
めた上で、学術的な研究や課題解決型の企画
立案プロジェクトを進めていく。なお文化政策演
習Ⅲと文化政策演習Ⅳは、原則として、同一の
指導教員のもとで連続的に受講する。

●文化政策演習Ⅳ
文化政策演習Ⅲの成果を引き継ぎ、原則として
同一の指導教員による指導のもとで、学術的な
研究や課題解決型の企画立案プロジェクトをさ
らに進めていく。

●卒業論文・プロジェクト
大学における学習・研究の総仕上げとして、自らが
設定したテーマに関する調査・研究活動を行い、
その成果を卒業論文またはプロジェクトとして具体
化する。卒業論文とは、学術的な論考をまとめたも
ので、新たな知識・知見を生産するものである。一
方、プロジェクトとは、学術的な調査・研究活動の
成果を社会に対して具体的な提案や行動として
還元するものであり、知識・知見を社会に応用す
るものである。卒業論文やプロジェクトが具体的
にどのような条件を満たすべきかは別途定める。

　

●芸術文化入門
芸術文化学科の学生として必要な学びの基本
を示すための科目である。文化、芸術を専攻研
究する学生として、また将来の事業企画者・支
援者・政策立案者として、文化、芸術に能動的
にかかわっていく上での基盤となる理解と責任
感を醸成することを狙いとする。学科専任教員
複数名によるオムニバス形式で講義を行い、文
化、芸術に多様なジャンルがあることを確認する
だけでなく、それらを大学での学びの中で扱う方
法も多様であることを認識する。

●芸術表現A・B
実際に第一線で活躍する芸術家のもとで、その
訓練や制作の場に立ち会い、芸術従事者の姿
勢、心構えに触れるとともに芸術の深遠さとそれ
に携わることの厳しさを体感することが狙い。将
来事業企画者、支援者、政策立案者として文
化、芸術にかかわる者になることを想定し、その
ような者として不可欠な、高度に専門的な芸術
表現の現場を体験することによって、芸術の本
質について考える。芸術表現Bとあわせ複数の
領域を用意し、うち1枠を必修とする。

●芸術文化基礎A～D
ゼミに所属する前の学科学生を対象とし、大学
生としての読み・書く能力を前提として、学科専
任教員にそれぞれ所属し、文化、芸術に関する
さまざまな専門領域での研究手法の基礎を学
ぶ。専門領域での基礎的文献を読解し、検討
することによって専門領域についての知識を得
るとともに、それを整理し、まとめるなどの作業を
することによって、読み書く能力をさらに高め、考
察力と分析力を養うことを目指す。基礎AB、CD
あわせて10クラス程度を設定し、うち２クラスの
受講を義務づける。

●芸術文化特講
一つのテーマを設定し、多様な専門性を持つ学
科専任教員が、各自の専門領域に関連する
様々な視点から当該テーマをめぐって行うオム
ニバス方式の連続講義とする。学科で一定の
学習を積み重ねた上で、ゼミ選択を控えた学生
を対象とする。受講者は、同一テーマへの多角
的なアプローチの可能性を体得すると同時に、
それらの異なったアプローチが互いにつながりを
持つということを理解することが狙いである。学
生は、この授業で示される多様な専門領域か
ら、自分が関心のある領域への理解を深め、次
の段階に進む助けとする。

●芸術文化政策の理論
法学、政治学、経済学、社会学等、社会科学の
主要な領域の中から1つあるいは複数の分野を
取り上げ、それぞれの学問分野における芸術文
化政策についての研究の系譜を概観するととも
に、それぞれの理論体系の特徴を学ぶ。さらに、
これらの理論を実際に我が国および諸外国に
おいて行われている国や地方公共団体の芸術
文化政策の事例にあてはめて分析を行う。これ
らを通じて、現実の芸術文化政策を理論的に分
析するための基礎を身につける。

●アートマネジメントA
公共性を持つ非営利芸術組織のマネジメント
であるアートマネジメントの各論として、非営利
芸術組織の特徴、および日本のそれらが持つ
課題を踏まえて、課題解決のために必要とな
る、より専門的な領域についての理論的、実践
的な知識を身につける。特に、公演、展覧会、
教育プログラムをはじめとしたアウトプットを鑑賞
者等に届けるためのマーケティングや、非営利
組織が持続的に活動を続けるために不可欠な
資源を獲得するためのファンドレイジングなどを
中心に学ぶ。

●アートマネジメントB
公共性を持つ非営利芸術組織のマネジメントで
あるアートマネジメントの各論として、非営利芸
術組織の特徴、および日本のそれらが持つ課題
を踏まえて、課題解決のために必要となる、より
専門的な領域についての理論的、実践的な知
識を身につける。特に、非営利組織が営利組織
とは異なり、賃金等を中心とした金銭的インセン
ティブが働きにくい組織であるという特徴を踏ま
えた上で、組織や組織間関係、人的資源管理、
戦略計画などを中心に学ぶ。

●芸術文化政策の国際比較
芸術支援に関わる政策分野を中心に、日米あ
るいは日欧等の文化政策について時代背景等
の歴史的視点を踏まえて比較検討することによ
り、政策目的の変遷や、政策手段の多様なあり
方についての理解を深める。特に、政策分析に
不可欠な、市場と政府、そして非営利経済の関
係についての視点を養うとともに、各種の補助
金制度、租税優遇措置、顕彰制度や官民協働
等、具体的な政策手段の特徴や、法や計画策
定等の意義や限界等について検討する。

●文化施設の管理と運営
劇場・音楽堂等をはじめとした文化施設が、市
民や地域社会に対して果たすべき使命につい
ての認識を深めるとともに、こうした施設の管理
と運営のあり方について実践的に学ぶ。特に自
治体が設立した公立施設においては、2003年
に導入された指定管理者制度の特徴や課題
等について、事例研究を取り入れながら検討を
行うとともに、2012年に制定された劇場・音楽
堂等の活性化に関する法律の意義や特徴を踏
まえつつ、今後の我が国における文化施設運
営のあり方についての考察を深める。

●文化財保護政策
我が国の文化財保護の法的・制度的な枠組み
について基礎的な知識を身につけた上で、有形
および無形の文化財保護に関する様々な事例
研究を通して政策の背景や課題について分析
する。特に1950年に制定された文化財保護法
の意義や特徴と、その実施体制が我が国の文
化財保護政策および文化政策の他領域に与
えた影響などについての理解を深める。さらに、
近年の注目すべき動きとして、文化財と地域社
会・まちづくりとの関連について検討する。

●地域社会と芸術文化
まちづくり、観光振興、産業振興、住民間コミュ
ニケーション促進、地域アイデンティティの形成
など、芸術文化は地域社会の発展と密接な関
わりを持っている。我が国あるいは諸外国にお
ける具体的な事例を参照しつつ、地域社会にお

ける芸術文化の役割について幅広く学ぶ。これ
らを通じ、地域社会における文化施設や実演芸
術団体等のアートマネジメントのあり方や、地方
公共団体等における芸術文化政策のあり方を
考えるための視野を広げる。

●現代社会と芸術文化
医療や福祉、更生や教育の手段としての活用
や、様々なマイノリティに関する社会包摂の手段
として注目されるなど、芸術文化は現代社会にお
ける様々な問題と密接に関わるようになってきて
いる。情報化、少子高齢化、国際化をはじめとし
た現代社会における様々な環境変化と芸術文
化の関係について、国内外の様々な事例を通じ
て多面的な視点から学ぶことにより、現代社会
におけるアートマネジメントや文化政策のあり方
を考えるための視野を広げる。

●文化と芸術A～D
この科目群では、文化、芸術の多様な展開につ
いて、それぞれの領域において提示される諸現
象の現状や特色などを理解するとともに、それら
を学問的に取り扱う方法や、それによって明らか
になることがらについて考える。文化、芸術につ
いての学問的理解の上で欠かせない学問領域
について、歴史的展開や最新の状況を鑑みつ
つこの科目群で取り扱うこととする。それぞれの
ジャンルによってＡ～Ｄで展開する。美術、音
楽、演劇等のジャンルとともに、社会や時代の
要請に応じたジャンルも扱う。

●現代芸術論A～D
文化・芸術を考える上で無視することができな
い、とりわけ現代に特徴的な事柄、現象を取り
上げ、その性質や課題について考察することを
狙いとする。また、このような現代的課題に対す
る対処法とはどのようなものかについて考える。
これらの現代文化、現代芸術諸領域の研究方
法についても最新の情報を交えながら概観す
る。それぞれのジャンルによってＡ～Ｄで展開す
る。美術、音楽、演劇等のジャンルとともに、社
会や時代の要請に応じたジャンルも扱う。

●芸術特論A～D
文化、芸術の各領域において特に際立った現
象、出来事などについてテーマ別に取り上げ
る。それぞれのテーマに即したより深い考察を扱
う。特に、複数の専門領域にまたがるような学際
的領域にある事象、これまで学問的にあまり扱
われることがなかったような最新の事象や理論、
研究領域などについても扱い、文化、芸術を新
しい視点で切り取る方法を知る。それぞれのジャ
ンル、テーマによってＡ～Ｄで展開する。美術、
音楽、演劇等のジャンルとともに、社会や時代
の要請に応じたジャンルも扱う。

2024年度 カリキュラム

SUAC_122SUAC_121

Curriculum
 ／

 Inform
ation

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
／
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

　国
際
文
化
学
科

　文
化
政
策
学
科

　芸
術
文
化
学
科

　デ
ザ
イ
ン
学
科

　キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト

も
っ
と
！
S
U
A
C

16
の
質
問

　文
化・芸
術
研
究
セ
ン
タ
ー

　大
学
院

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
／

支
援
制
度
／
入
試
情
報

国
際
交
流
／
多
文
化・多

言
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

卒業研究

学科基礎

専門科目 政策とマネジメント

専門科目 文化と芸術



芸術文化学科科目概要

●音楽史Ⅰ
主としてヨーロッパの音楽史を扱う。古代ギリシ
ャやローマの音楽理論からはじめ、グレゴリオ聖
歌から初期ポリフォニーの時代、ルネサンス期を
概観したのち、バロックからハイドン、モーツァル
トの時代、ベートーヴェンからシェーンベルクの時
代までを中心に扱い、それぞれの時代様式（響
きや構造の特徴）を把握するだけでなく、作曲家
の個人様式を代表するような作品を聴きなが
ら、その特性について学習する。また西洋世界
における各時代が音楽に何を求め、それが具体
的にどのような場で演奏されたのかについても
講義する。

●音楽史Ⅱ
主として日本・東洋の音楽史を扱う。中国大陸
との交流によって伝えられた雅楽や聲明に始ま
り、中世の能楽、平家（平曲）など、近世邦楽の
浄瑠璃、長唄、地歌、箏曲を経て（歌舞伎・文楽
等の劇音楽にも言及）、明治以降の西洋音楽
導入に伴う新日本音楽や現代邦楽の成立に至
るまでを概観する。また、それぞれのジャンルの
理論や用いられる楽器について、記譜法や伝
承の問題、それぞれの音楽・芸能が成立した社
会的背景にも触れ、その特徴を深く理解する。
また日本と深く関わる東洋（アジア）の音楽史に
ついても概観する。

●演劇史Ⅰ
主としてヨーロッパ演劇の歴史を学ぶ。まず、西
洋の演劇が本格的に開花した古代ギリシャ・ロ
ーマ時代から中世・ルネサンス、さらにはシェイク
スピア、モリエールらが活躍した黄金時代、そし
て18世紀啓蒙主義時代に至る演劇の流れを、
具体的な作品を見ながら概観する。次いで、欧
米を中心に、19世紀から現代に至る演劇の基
本的な潮流をたどる。ロマン主義の演劇、近代
のリアリズム演劇、そして20世紀の前衛演劇か
ら最先端の演劇までの展開を、映像資料を用い
た作品鑑賞を通して理解する。

●演劇史Ⅱ
主として日本の芸能と演劇の歴史を学ぶ。芸能
という言葉の原義を探りつつ、伎楽、舞楽、田
楽、猿楽など日本の初期の芸能の諸相を概観
した後、観阿弥・世阿弥が大成した能について
基本的な知識を習得する。特に世阿弥の芸術
論について演技論的あるいは身体論的な視点
から考察し、それが現代の西洋前衛演劇に与え
た影響を明らかにする。また、能とともに成立し
た狂言や江戸時代に大きく発展した歌舞伎・人
形浄瑠璃などの伝統芸能、明治維新後に誕生
し日本の現代演劇へと通じる新派・新劇につい
ても基礎的な知識を身につける。

●美術史（西洋）Ⅰ
先史時代から近世ヨーロッパの美術の歴史を
学ぶ。また美術作品が誕生した社会背景もあ
わせて考える。前半は西洋美術の基礎ともいえ
る古代ギリシア・ローマ時代からキリスト教美術
の誕生と発展を経て、ルネサンスに至る軌跡
を、後半ではバロック、ロココという近世近代に
おけるヨーロッパ圏の文化交流を、さまざまな作
品を紹介しながらたどり、それらの作品に固有の
様式的特性を見極め、さらに様式分類や図像
分析といった美術史研究の基礎的な方法論も
探求する。

●美術史（西洋）Ⅱ
美術史（西洋）Ⅰで学んだ知識を基礎として、フ
ランス革命以降の近代ヨーロッパから２０世紀
前半の美術の歴史を学ぶ。また、美術作品が
誕生した社会背景もあわせて考える。ルネサン
ス時代に起こった社会の大きな変化に伴う芸
術上の大変革からバロック、ロココ時代を経て、
19世紀近代、さらには20世紀に至るまでの社
会の変遷と美術史の流れを、各時代、地域、作
家等による様式の違いや影響関係を確認しな
がら歴史を俯瞰する。

●美術史（日本・東洋）Ⅰ
古代から中世に至る日本美術の主要な作品を
スライド等で見ながら、それぞれの時代にどのよ
うなものが制作されていたのか、またそれぞれの
様式的特徴はいかなるものか明らかにする。そ
の時中国・朝鮮半島の美術から日本が何を受
け取り、そこからどのようなものを作り出したのか
といった視点から、日本美術の特色とは何か検
討する。また、そのような作品が制作された社会
背景、思想的背景などにも考えを及ぼす。これら
によって日本美術史の基本的な研究方法に触
れるようにしたい。

●美術史（日本・東洋）Ⅱ
Ⅰに引き続き、中世から近世に至る日本美術の
主要な作品をスライド等で見ながら、それぞれの
時代にどのようなものが制作されていたのか、ま
たそれぞれの様式的特徴はいかなるものか明ら
かにする。その時中国・ヨーロッパの美術から日
本が何を受け取り、そこからどのようなものを作り
出したのかといった視点から、日本美術の特色
とは何か検討する。また、そのような作品が制作
された社会背景、思想的背景などにも考えを及
ぼす。これらによって日本美術史の基本的な研
究方法に触れるようにしたい。

●鑑賞と批評Ⅰ
美術について学ぶには、まず実際の作品を多く
見て、それをじっくり観察し、作品について熟考
することが不可欠である。本授業では実際に展
覧会等で作品を観察することで、さまざまな美術
作品の美術史的な見方、分析方法を身につけ
る。加えて、それを効果的に記述し、伝える力を、
レポートを作成することにより習得する。美術の
ジャンルを限定するのではなく、多くの作品に触
れることで、幅広く作品を見る力を身につけると
ともに、美術史の全般的な知識を広げ、展覧会
の傾向や特徴を体験し知ることを目指す。

●鑑賞と批評Ⅱ
鑑賞と批評Ⅰと同様に、実際に展覧会等で作品
を観察することで、美術作品の美術史的な見
方、分析方法を身につける。加えて、それを効果
的に記述し、伝える力をレポートを作成すること
により習得する。Ⅰで習得した方法論をさらに展
開させることを目指す。作品について正確に記
述できる力を獲得するだけでなく、文献等で得た
情報と作品を照応させたり、他の作品と比較す
ることによって、より立体的に美術作品を捉える
能力を得ることを目指す。

●展示プロデュース論　
美術館、博物館のみならず様々な展覧会にお
ける管理・運営上の問題点を踏まえながら、展

示物そのものの視点から鑑賞者にとって望まし
い展示とはいかなるものかについて考える。コレ
クション等の常設展、特別な企画展等の様々な
展覧会における展示の特性について、あるいは
展示空間の問題について、様々な実例を見な
がら考える。さらに、近年重要になってきている
新しいメディアとの関連性やそれらを使用したよ
り効果的な展示についても考える。

●保存と修復
文化財についての基礎知識の学習と、文化財
の保存環境や保存方法について多角的に学
ぶ。また、対象とする文化財の修復に欠かせな
い漆工、表装、彩色等の基本的技術について
学ぶと同時に日本の伝統技法についての知識
も深める。また、歴史的建造物の修復の実態な
ども紹介する。近年特に重要になっている保存
や修復の根本的問題についても、これらに関す
る概念と社会との関係について考察することに
よってより望ましい保存のかたちを考える。

●舞台運営論
舞台上演の企画立案や文化施設の運営に携
わるには、劇場や舞台空間について十分に理
解しておく必要がある。そのための基礎的な知
識を習得するとともに、実際に劇場という機構を
体験的に学習し、作品を舞台で上演する上で
必要となる美術、衣裳、照明、音響といった基
礎的な技術を総合的に学ぶ。さらに、近年増加
しつつある野外劇場や円形劇場など、従来の
劇場とは異なるさまざまな演劇空間で用いられ
る特殊な技術についても一定の知識を得ること
で、今日行われている多様な形態の舞台上演
について理解を深める。

●劇場プロデュース論
音楽や演劇、バレエ、ダンス、オペラ、ミュージカ
ルなど、パフォーミングアーツの領域は多岐にわ
たるが、そのアートマネジメントの根幹をなすホー
ルプロデュースの役割について考察する。特定
の文化施設において、どの時期にどのような公
演を行うかを決定する企画立案、その前提となる
事前の市場調査、ホール運営の経済的条件と
地域の観客・聴衆のニーズとの調整など、舞台
公演を実施するにはさまざまな課題を解決しなけ
ればならない。これらの諸問題について、できるだ
け具体的な事例に即しながら考察を進めてゆく。

●芸術文化演習ⅠA
学生は教員ごとに設定するゼミに所属し、各担
当教員の提示する専門的テーマによる研究を演
習形式で行う。学生はそれぞれに関心のある専
門領域を扱うゼミにおいて、文献講読、発表、報
告を繰り返し行う。また、同一のゼミに所属する
学生同士で議論を重ねることによって、各自の研
鑽の助けとする。これまでの学びの中で養った能
力を各自のテーマにおいて十分に活用しつつ、
ゼミで所定のテーマにおける研究の検討を重ね
ながら、各自の卒業研究テーマを探っていく。　

●芸術文化演習ⅠB
学生は教員ごとに設定するゼミに所属し、各担
当教員の提示する専門的テーマによる研究を
演習形式で行う。学生はそれぞれに関心のある
専門領域を扱うゼミにおいて、文献講読、発
表、報告を繰り返し行う。また、同一のゼミに所

属する学生同士で議論を重ねることによって、
各自の研鑽の助けとする。これまでの学びの中
で養った能力を各自のテーマにおいて十分に
活用しつつ、ゼミで所定のテーマにおける研究
の検討を重ねながら、各自の卒業研究テーマを
探っていく。　

●芸術文化演習ⅡA
学生は教員ごとに設定するゼミに所属し、各担
当教員の提示する専門的テーマによる研究を
演習形式で行う。学生はそれぞれに関心のある
専門領域を扱うゼミにおいて、文献講読、発
表、報告を繰り返し行う。また、同一のゼミに所
属する学生同士で議論を重ねることによって、
各自の研鑽の助けとする。これまでの学びの中
で養った能力を各自のテーマにおいて十分に
活用しつつ、ゼミで所定のテーマにおける研究
の検討を重ねながら、各自の卒業研究テーマを
探っていく。　

●芸術文化演習ⅡB
学生は教員ごとに設定するゼミに所属し、各担
当教員の提示する専門的テーマによる研究を
演習形式で行う。学生はそれぞれに関心のある
専門領域を扱うゼミにおいて、文献講読、発
表、報告を繰り返し行う。また、同一のゼミに所
属する学生同士で議論を重ねることによって、
各自の研鑽の助けとする。これまでの学びの中
で養った能力を各自のテーマにおいて十分に
活用しつつ、ゼミで所定のテーマにおける研究
の検討を重ねながら、各自の卒業研究テーマを
探っていく。

●芸術文化演習Ⅲ
各ゼミ担当教員の指導のもと、卒業論文執筆と
関連させながら、学生各自が設定した個別のテ
ーマに従って、それぞれの研究を進める。ここで
は、演習Ⅰにおいて養われた文章を書く力と、同
じゼミに所属する学生との発表と議論によって
培われた構想力、分析力をさらに確かなものに
するために、研究と議論を重ねる。また、これらの
発表や報告によって、お互いのテーマについて
検討を重ねたものを各自の論文執筆に結びつ
けることを目指す。　

●芸術文化演習Ⅳ
各ゼミ担当教員の指導のもと、卒業論文執筆と
関連させながら、学生各自が設定した個別のテ
ーマに従って、それぞれの研究を進める。ここで
は、演習Ⅰにおいて養われた文章を書く力と、同
じゼミに所属する学生との発表と議論によって
培われた構想力、分析力をさらに確かなものに
するために、研究と議論を重ねる。また、これらの
発表や報告によって、お互いのテーマについて
検討を重ねたものを各自の論文執筆に結びつ
けることを目指す。　

●卒業論文
各ゼミの担当教員（指導教員）の指導に基づい
て、卒業論文を作成する。卒業論文では、これま
でに演習によって獲得した様々な知識、情報の
活用の方法、それらを自らの思考と照らし合わせ
ながらその思考をさらに新たなものとして構築す
る方法などを駆使し、自らの考えを論理的な文
章へとまとめていく。文献資料を収集し、それらを
読解、分析し、これに基づいて理論を立てる作
業を担当教員の指導とともに繰り返しつつ、論
文の完成を目指す。
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専門科目 芸術運営の実践

卒業研究



芸術文化学科科目概要

●音楽史Ⅰ
主としてヨーロッパの音楽史を扱う。古代ギリシ
ャやローマの音楽理論からはじめ、グレゴリオ聖
歌から初期ポリフォニーの時代、ルネサンス期を
概観したのち、バロックからハイドン、モーツァル
トの時代、ベートーヴェンからシェーンベルクの時
代までを中心に扱い、それぞれの時代様式（響
きや構造の特徴）を把握するだけでなく、作曲家
の個人様式を代表するような作品を聴きなが
ら、その特性について学習する。また西洋世界
における各時代が音楽に何を求め、それが具体
的にどのような場で演奏されたのかについても
講義する。

●音楽史Ⅱ
主として日本・東洋の音楽史を扱う。中国大陸
との交流によって伝えられた雅楽や聲明に始ま
り、中世の能楽、平家（平曲）など、近世邦楽の
浄瑠璃、長唄、地歌、箏曲を経て（歌舞伎・文楽
等の劇音楽にも言及）、明治以降の西洋音楽
導入に伴う新日本音楽や現代邦楽の成立に至
るまでを概観する。また、それぞれのジャンルの
理論や用いられる楽器について、記譜法や伝
承の問題、それぞれの音楽・芸能が成立した社
会的背景にも触れ、その特徴を深く理解する。
また日本と深く関わる東洋（アジア）の音楽史に
ついても概観する。

●演劇史Ⅰ
主としてヨーロッパ演劇の歴史を学ぶ。まず、西
洋の演劇が本格的に開花した古代ギリシャ・ロ
ーマ時代から中世・ルネサンス、さらにはシェイク
スピア、モリエールらが活躍した黄金時代、そし
て18世紀啓蒙主義時代に至る演劇の流れを、
具体的な作品を見ながら概観する。次いで、欧
米を中心に、19世紀から現代に至る演劇の基
本的な潮流をたどる。ロマン主義の演劇、近代
のリアリズム演劇、そして20世紀の前衛演劇か
ら最先端の演劇までの展開を、映像資料を用い
た作品鑑賞を通して理解する。

●演劇史Ⅱ
主として日本の芸能と演劇の歴史を学ぶ。芸能
という言葉の原義を探りつつ、伎楽、舞楽、田
楽、猿楽など日本の初期の芸能の諸相を概観
した後、観阿弥・世阿弥が大成した能について
基本的な知識を習得する。特に世阿弥の芸術
論について演技論的あるいは身体論的な視点
から考察し、それが現代の西洋前衛演劇に与え
た影響を明らかにする。また、能とともに成立し
た狂言や江戸時代に大きく発展した歌舞伎・人
形浄瑠璃などの伝統芸能、明治維新後に誕生
し日本の現代演劇へと通じる新派・新劇につい
ても基礎的な知識を身につける。

●美術史（西洋）Ⅰ
先史時代から近世ヨーロッパの美術の歴史を
学ぶ。また美術作品が誕生した社会背景もあ
わせて考える。前半は西洋美術の基礎ともいえ
る古代ギリシア・ローマ時代からキリスト教美術
の誕生と発展を経て、ルネサンスに至る軌跡
を、後半ではバロック、ロココという近世近代に
おけるヨーロッパ圏の文化交流を、さまざまな作
品を紹介しながらたどり、それらの作品に固有の
様式的特性を見極め、さらに様式分類や図像
分析といった美術史研究の基礎的な方法論も
探求する。

●美術史（西洋）Ⅱ
美術史（西洋）Ⅰで学んだ知識を基礎として、フ
ランス革命以降の近代ヨーロッパから２０世紀
前半の美術の歴史を学ぶ。また、美術作品が
誕生した社会背景もあわせて考える。ルネサン
ス時代に起こった社会の大きな変化に伴う芸
術上の大変革からバロック、ロココ時代を経て、
19世紀近代、さらには20世紀に至るまでの社
会の変遷と美術史の流れを、各時代、地域、作
家等による様式の違いや影響関係を確認しな
がら歴史を俯瞰する。

●美術史（日本・東洋）Ⅰ
古代から中世に至る日本美術の主要な作品を
スライド等で見ながら、それぞれの時代にどのよ
うなものが制作されていたのか、またそれぞれの
様式的特徴はいかなるものか明らかにする。そ
の時中国・朝鮮半島の美術から日本が何を受
け取り、そこからどのようなものを作り出したのか
といった視点から、日本美術の特色とは何か検
討する。また、そのような作品が制作された社会
背景、思想的背景などにも考えを及ぼす。これら
によって日本美術史の基本的な研究方法に触
れるようにしたい。

●美術史（日本・東洋）Ⅱ
Ⅰに引き続き、中世から近世に至る日本美術の
主要な作品をスライド等で見ながら、それぞれの
時代にどのようなものが制作されていたのか、ま
たそれぞれの様式的特徴はいかなるものか明ら
かにする。その時中国・ヨーロッパの美術から日
本が何を受け取り、そこからどのようなものを作り
出したのかといった視点から、日本美術の特色
とは何か検討する。また、そのような作品が制作
された社会背景、思想的背景などにも考えを及
ぼす。これらによって日本美術史の基本的な研
究方法に触れるようにしたい。

●鑑賞と批評Ⅰ
美術について学ぶには、まず実際の作品を多く
見て、それをじっくり観察し、作品について熟考
することが不可欠である。本授業では実際に展
覧会等で作品を観察することで、さまざまな美術
作品の美術史的な見方、分析方法を身につけ
る。加えて、それを効果的に記述し、伝える力を、
レポートを作成することにより習得する。美術の
ジャンルを限定するのではなく、多くの作品に触
れることで、幅広く作品を見る力を身につけると
ともに、美術史の全般的な知識を広げ、展覧会
の傾向や特徴を体験し知ることを目指す。

●鑑賞と批評Ⅱ
鑑賞と批評Ⅰと同様に、実際に展覧会等で作品
を観察することで、美術作品の美術史的な見
方、分析方法を身につける。加えて、それを効果
的に記述し、伝える力をレポートを作成すること
により習得する。Ⅰで習得した方法論をさらに展
開させることを目指す。作品について正確に記
述できる力を獲得するだけでなく、文献等で得た
情報と作品を照応させたり、他の作品と比較す
ることによって、より立体的に美術作品を捉える
能力を得ることを目指す。

●展示プロデュース論　
美術館、博物館のみならず様々な展覧会にお
ける管理・運営上の問題点を踏まえながら、展

示物そのものの視点から鑑賞者にとって望まし
い展示とはいかなるものかについて考える。コレ
クション等の常設展、特別な企画展等の様々な
展覧会における展示の特性について、あるいは
展示空間の問題について、様々な実例を見な
がら考える。さらに、近年重要になってきている
新しいメディアとの関連性やそれらを使用したよ
り効果的な展示についても考える。

●保存と修復
文化財についての基礎知識の学習と、文化財
の保存環境や保存方法について多角的に学
ぶ。また、対象とする文化財の修復に欠かせな
い漆工、表装、彩色等の基本的技術について
学ぶと同時に日本の伝統技法についての知識
も深める。また、歴史的建造物の修復の実態な
ども紹介する。近年特に重要になっている保存
や修復の根本的問題についても、これらに関す
る概念と社会との関係について考察することに
よってより望ましい保存のかたちを考える。

●舞台運営論
舞台上演の企画立案や文化施設の運営に携
わるには、劇場や舞台空間について十分に理
解しておく必要がある。そのための基礎的な知
識を習得するとともに、実際に劇場という機構を
体験的に学習し、作品を舞台で上演する上で
必要となる美術、衣裳、照明、音響といった基
礎的な技術を総合的に学ぶ。さらに、近年増加
しつつある野外劇場や円形劇場など、従来の
劇場とは異なるさまざまな演劇空間で用いられ
る特殊な技術についても一定の知識を得ること
で、今日行われている多様な形態の舞台上演
について理解を深める。

●劇場プロデュース論
音楽や演劇、バレエ、ダンス、オペラ、ミュージカ
ルなど、パフォーミングアーツの領域は多岐にわ
たるが、そのアートマネジメントの根幹をなすホー
ルプロデュースの役割について考察する。特定
の文化施設において、どの時期にどのような公
演を行うかを決定する企画立案、その前提となる
事前の市場調査、ホール運営の経済的条件と
地域の観客・聴衆のニーズとの調整など、舞台
公演を実施するにはさまざまな課題を解決しなけ
ればならない。これらの諸問題について、できるだ
け具体的な事例に即しながら考察を進めてゆく。

●芸術文化演習ⅠA
学生は教員ごとに設定するゼミに所属し、各担
当教員の提示する専門的テーマによる研究を演
習形式で行う。学生はそれぞれに関心のある専
門領域を扱うゼミにおいて、文献講読、発表、報
告を繰り返し行う。また、同一のゼミに所属する
学生同士で議論を重ねることによって、各自の研
鑽の助けとする。これまでの学びの中で養った能
力を各自のテーマにおいて十分に活用しつつ、
ゼミで所定のテーマにおける研究の検討を重ね
ながら、各自の卒業研究テーマを探っていく。　

●芸術文化演習ⅠB
学生は教員ごとに設定するゼミに所属し、各担
当教員の提示する専門的テーマによる研究を
演習形式で行う。学生はそれぞれに関心のある
専門領域を扱うゼミにおいて、文献講読、発
表、報告を繰り返し行う。また、同一のゼミに所

属する学生同士で議論を重ねることによって、
各自の研鑽の助けとする。これまでの学びの中
で養った能力を各自のテーマにおいて十分に
活用しつつ、ゼミで所定のテーマにおける研究
の検討を重ねながら、各自の卒業研究テーマを
探っていく。　

●芸術文化演習ⅡA
学生は教員ごとに設定するゼミに所属し、各担
当教員の提示する専門的テーマによる研究を
演習形式で行う。学生はそれぞれに関心のある
専門領域を扱うゼミにおいて、文献講読、発
表、報告を繰り返し行う。また、同一のゼミに所
属する学生同士で議論を重ねることによって、
各自の研鑽の助けとする。これまでの学びの中
で養った能力を各自のテーマにおいて十分に
活用しつつ、ゼミで所定のテーマにおける研究
の検討を重ねながら、各自の卒業研究テーマを
探っていく。　

●芸術文化演習ⅡB
学生は教員ごとに設定するゼミに所属し、各担
当教員の提示する専門的テーマによる研究を
演習形式で行う。学生はそれぞれに関心のある
専門領域を扱うゼミにおいて、文献講読、発
表、報告を繰り返し行う。また、同一のゼミに所
属する学生同士で議論を重ねることによって、
各自の研鑽の助けとする。これまでの学びの中
で養った能力を各自のテーマにおいて十分に
活用しつつ、ゼミで所定のテーマにおける研究
の検討を重ねながら、各自の卒業研究テーマを
探っていく。

●芸術文化演習Ⅲ
各ゼミ担当教員の指導のもと、卒業論文執筆と
関連させながら、学生各自が設定した個別のテ
ーマに従って、それぞれの研究を進める。ここで
は、演習Ⅰにおいて養われた文章を書く力と、同
じゼミに所属する学生との発表と議論によって
培われた構想力、分析力をさらに確かなものに
するために、研究と議論を重ねる。また、これらの
発表や報告によって、お互いのテーマについて
検討を重ねたものを各自の論文執筆に結びつ
けることを目指す。　

●芸術文化演習Ⅳ
各ゼミ担当教員の指導のもと、卒業論文執筆と
関連させながら、学生各自が設定した個別のテ
ーマに従って、それぞれの研究を進める。ここで
は、演習Ⅰにおいて養われた文章を書く力と、同
じゼミに所属する学生との発表と議論によって
培われた構想力、分析力をさらに確かなものに
するために、研究と議論を重ねる。また、これらの
発表や報告によって、お互いのテーマについて
検討を重ねたものを各自の論文執筆に結びつ
けることを目指す。　

●卒業論文
各ゼミの担当教員（指導教員）の指導に基づい
て、卒業論文を作成する。卒業論文では、これま
でに演習によって獲得した様々な知識、情報の
活用の方法、それらを自らの思考と照らし合わせ
ながらその思考をさらに新たなものとして構築す
る方法などを駆使し、自らの考えを論理的な文
章へとまとめていく。文献資料を収集し、それらを
読解、分析し、これに基づいて理論を立てる作
業を担当教員の指導とともに繰り返しつつ、論
文の完成を目指す。
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専門科目 芸術運営の実践

卒業研究



デザイン共通科目概要

●デザイン概論
デザインを初めて学ぶにあたって、本講義では
近・現代のデザイン思想や様々なデザイン領域
における試行の歴史的な変遷を通して、デザイ
ン行為の基本となる発想や考え方を体系的に
学修する。多様化する生活様式・ものづくり・情
報伝達・住環境・社会システムを踏まえ、各領域
（デザインフィロソフィー、プロダクト、ビジュアル・
サウンド、建築・環境、インタラクション）のデザイ
ナーとしての職能やそのあり方、活動分野、今
後の展開を考える。

●デザインマネジメント
現代社会におけるデザインの果たす役割につ
いて、消費者の動向や企業の活動実態を事例
として取り上げ、デザインマネジメントの視点から
製品の企画、開発、設計、デザイン、生産から販
売活動に至るまでのトータルなプロセスとデザイ
ン組織の管理、意思決定、および評価の構造を
学習する。それにより、拡大するデザイン活動と
その対象領域を把握し、ビジネスにおける新た
な価値創造を実現するための、戦略的なデザイ
ンマネジメントの重要性について理解し、考察す
る力を身につける。

●デザイン美学
デザインの歴史を、デザインに関わる諸概念か
ら俯瞰することで、事象に対する視点や考え方、
造形の仕組みの読み方を学ぶ講義である。受
講者は、様々な時代、様々な立場の考え方がど
のようにデザインと造形に結びつき、どのような
ものが作られたか、それらにどのような意味が込
められたのかを探究し、デザインの世界と私たち
の人間や社会に対する認識との関係について
考察する。

●デザイン思考
デザインの現場をはじめとして、技術開発、企業
経営、ブランディング、フィールドリサーチなどの
現場で有効にはたらくデザイン思考の事例を概
観し、ブレインストーミング、ワークショップ、エス
ノグラフィーなどの方法論を取り上げて体験学
習する。さらに、発想や開発に関わる、視覚化・
協同・自己表現・身体化、企業経営やブランデ
ィングに関わる、領域横断・総合化・構造化・共
感、フィールドリサーチに関わる、観察・参与・感
情移入・仮設推論などのデザイン思考の手法
を論ずる。

●くらしのデザイン
人々の様々な暮らしの中から創造されるデザイ
ンについて、住まう・使うなどの生活行動を中心
に、ヒトとモノの関係性、モノとモノの関係性が
デザインの大切な要素であることを学ぶ。また、
街並みや公共空間、住宅や製品などのデザイ
ン事例から、生活者の不満・不足・願望の抽出
を行うことで改善点を求め改良がなされたこと。
そして、それらが新たなアイデアやデザインへ導
かれたことを学ぶ。さらに、暮らしの中に内在す
る諸問題点・課題点の発見と抽出を行い、デザ
インの要素・要件を導き出す生活起点発想のデ
ザインを学ぶ。

●技術史
有史以来、道具や技術の発明に支えられた私
たちの生活文化の革新史は、ものづくりの文化

史ともいえる。ものづくりにおいて、人々が何を
考えてきたのか、またつくられたものや思考から
現代の私たちの暮らしにつながるものは何かに
ついて考える。本授業では、技術の進歩によっ
て何がもたらされたのか、単なる技術的な発展
にとどまらず、多角的に考えることを通して、現在
のものづくりやデザインへの接続点、私たちが
取り組むべき問題を見出していく。

●現代デザイン論
業界の先端で活躍する複数の講師によって展
開される講義である。毎週系統立てて設定され
たテーマに基づき、その専門の講師が担当す
る。多様化するデザイン業界の状況を知り、個
性あふれる講師陣の実体験や持論を理解する
ことで、デザインの世界の幅の広さや深さ、学生
本人の将来像を考えるきっかけにするための知
識を深める。デザイン学部の各領域の関係性
や分野の関連、デザイナーの役割、職業や職種
についての知識、プロフェッショナルとしてのポ
リシー、デザイン実務の内容など学生にとって知
られざる現実を知る。

●情報処理基礎
情報社会におけるデザイン業務に必要とされ
る、情報リテラシー（情報の収集、分析、問題解
決、発信するための能力）を習得し、デザインに
おける課題解決やプレゼンテーションに応用で
きる能力の修得を目的とする。コンピュータによ
る文章作成、データ処理、および図形処理スキ
ルを身につけるとともに、コンピュータのハード・
ソフト、ネットワーク等の基礎的な概念もあわせ
て学習することで、デザインの専門教育や卒業
研究・制作など大学で学ぶ上で必要な知識と
技術を身につける。

●情報処理A
現代のデザイナーにとっては、外観や形状だけ
でなく、内部構造や機能そのものまでもがデザ
インの対象となる。多様な機器において、機能
を実現するための核となるのは「情報処理」で
ある。本科目では、この「情報処理」を理解し、
「情報処理」の知識やセンスを活かし、現代に
求められるデザインを実践できる能力を育成す
るための情報リテラシー教育を行う。情報処理
の歴史、情報処理技術が活用される最新の現
場の状況、アルゴリズムの基礎等について学
習する。

●情報処理B
プラットフォームとしてのコンピュータ/インター
ネットの理解、「HTMLソースを読める/書ける」
基礎的理解、JavaScript等の活用、スタイル
シート（CSS）による統一されたデザイン作成、
サウンドやマルチメディア・コンテンツの活用手
法など、ウェブデザイナーとして高度なコンテン
ツを実現するための情報処理的な背景を理解
していく。あわせてセキュリティ・プライバシー・知
的財産権について基礎から最新状況までを理
解する。

●情報環境論
情報技術と社会、情報技術と暮らし、および情
報技術と産業の関わりについて、電子メディア
や情報処理、通信ネットワークなどの変化動向
を概括しながら、情報化社会における社会環境
や生活環境について、具体的な技術開発、標
準化、およびマーケティング事例を含めて学習

する。それらを、情報社会全体として捉え、デザイ
ンの役割とあわせて考えていくことで、新しい情
報化社会において、生活文化・産業に寄与でき
る基本的な考え方を身につける。

●造形芸術論
造形芸術のあり方を認識するために造形作品
および作家等を具体例として紹介することで、そ
の歴史や活動内容また現代における評価や影
響等を考察し、それらの造形表現に伴う技術お
よび技法・様式や素材等にも焦点を当て理解を
深める。またそれら造形作品および作家等に関
係もしくは影響のある作品や人物、さらに古代
から現代に至る美術や文化等も考察することに
より造形芸術への理解を深め、現代社会にお
ける造形芸術のあり方を学ぶことを目的とする。

●色彩計画論
配色がもたらす効果や実際のデザイン現場で
の色彩の利用法等、より実践的な理解を促す
ことを目的とする。色彩知覚の仕組みや色の三
属性、マンセル表色系といった基本事項の理
解をベースとして、各色相系がもたらす心理的
効果や配色のテクニック等、実際の制作に反
映できる内容を修得する。加えて、印刷媒体、
パッケージ、プロダクト、インテリア、都市環境
等、各領域での色の使い方の代表事例を紹介
しより身近なツールとしての「色」を意識できる
ようにする。

●デジタルプレゼンテーション
コンピュータを活用したデスクトップパブリッシン
グを中心に、ビジュアルデータ（文字および文
章、記号と図形、表、イラスト、写真、映像や音
等）を解りやすく、正確に、無駄なく伝える手法を
学ぶ演習。媒体別の表現方法の違いを意識し
ながら、同時に口頭でのプレゼンテーション能力
も高めることを目的としている。講義、演習、プレ
ゼンテーション実践を相互に組み合わせながら、
プレゼンテーションツールを習得、特徴を把握し
ていく中で、最適な手段、戦略を模索していく。
最終的には、プレゼンテーションデータと合わせ
て、ポートフォリオ等を制作する。

●Design English
グローバル市場に対応するデザイン開発に必
要な英語コミュニケーション、特に辞書や学習
書だけでは習得の難しいデザイン表現のための
英語を学ぶ。デザイン検討やプレゼンテーション
に使われる英語を中心に、色・形・機能などのカ
テゴリーごとに学習し、各カテゴリーに関するデ
ィスカッション能力を身につけ、デザインの目的
や手法についてプレゼンテーションを行う。

●建築図学･製図
建築設計製図に必要な図学的把握と適切な
表現のための製図技術を習得する。図面の表
現と意味を理解することにより、正確な図面表
現力を身につけデザインを伝達する技術を獲得
するとともに、図面を正確に読み理解する、図面
の読解力も身につける。図学では、図形の正確
な描き方、立体の平面的表現方法について論
理的に学び、製図では建築製図の諸規則等を
学び、具体的事例の図面の作図等を通じて、建
築設計製図表現技法を習得する。

●図学･製図
図学では、基本的な図形要素としての直線と
角・多角形・円と円弧・うずまき線・輪転線など
の平面図形と立体の展開図とその応用を学
び、立体のイメージ表現のための透視投影法
（一点透視図法・二点透視図法）を学習し、透
視図を作図する。製図では、三面図による立体
の表現、製図の記号、寸法の記入および規則
について学び、演習絵は製品の三面図を作図
する。

●デザインCAD
3次元形状のモデリング手法（フィーチャベース
モデリングやブーリアン演算）を理解し、CADに
よる造形技法（モデリングプロセス）、レンダリン
グ（マテリアル、カメラ、照明）やアニメーションに
よる表現技法（コンピュータグラフィックス）、お
よび３Dプリンターによる造形技法について学
ぶ。演習では、介護福祉機器、プロダクト製品、
3次元キャラクター、インテリア、建築模型など
幅広いデザイン領域に展開できる基礎的なデ
ジタルスキルを習得する。さらに、3次元CADデ
ータの管理、運用、活用についても学ぶ。

●建築CAD
建築設計デザインの表現手段としての、ＣＡＤ
（コンピュータ製図）について、基本的な知識と
技術を習得することを目的とする。建築CADソ
フトを使用しての実践的な演習を通じて、CAD
ソフトについて、図面作成手法・作図作法を学
習し、基本的知識と表現技術、プレゼンテーショ
ンワーク技術を身につける。最終的にはCADソ
フトを使用した作図、プレゼンテーション資料作
成によって効果的な設計表現が自由自在に可
能となることを目指している。

●デザインドローイング技法
空間デザインの作品表現に関わる基本的な知
識と技術を学ぶ。設計課題やデザインコンペの
作品制作に関わるプレゼンテーションについ
て、事例研究と実践的試行を通じて修得する。
コンセプト表現や図面ドローイング、スケッチ、
模型表現等基礎的な技法を修得するとともに
その表現の可能性を理解し、説得力のあるコミ
ュニケーションを実現する、作品表現に適した
豊かな表現力を身につけることを目標とする。

●フォトグラフィックス
デザインのためのフォトグラフィック技法の理解
を目的とした基礎的演習である。授業作品等具
体物の撮影やポートフォリオ、プレゼンテーショ
ンパネルに使用する写真等、デザインプロセス
のための写真撮影を中心に撮影技法を習得す
る。デジタルカメラ、フィルムカメラで撮影したデ
ータを、デザインに使用するための写真加工ソ
フトで加工・調整し、グラフィック編集に適した加
工を体験する。これらのテクニックを習得するた
めに作品制作を行う。

●表現技法Ⅰ
すべてのデザインの基礎となる、造形表現に不
可欠な観察力と描写力を身につけるための実
習を行う。これにより、日常生活で触れる対象に
対しての、ものの見方を変えるための「気づき」
を体得する。具体的に目にするモノを、手描きで
正確に表現できるようになるために、自然なパー
スを理解するための観察描写を繰り返して行
う。基礎的な図面からの描き起こしスケッチ等も

体験し、頭に思い浮かべた造形を、正確に紙に
描けるようになることを学ぶ。

●表現技法Ⅱ
造形の三要素（形・色・質感）を用いて「かたち」
を視覚化する平面構成に取り組み、グラフィック
デザインの基礎概念を学ぶとともに、デザインの
基本となる色彩、タイポグラフィ、エディトリアル
など様々な課題制作を通じて、2次元の世界で
表現法であるモノや空間の見方、捉え方を習得
する。それにより、文字や色彩などの要素からな
る内容が、様々なメディアに定着され、見られ読
まれることによって成立するグラフィックデザイン
分野の役割を理解する。

●表現技法Ⅲ
デザイン検討やプレゼンテーションにおいて必
要なデジタルツールを用いた立体の2次元表現
を学ぶ。コンピュータ上で行うデジタルスケッチ
をはじめとし、手描きスケッチ・写真・CGレンダリ
ング等の加工技術を学び、デザイン開発ステー
ジやプレゼンテーションの目的に合わせた様々
な表現技法を習得する。

●描画表現
現代のデザインに関わる領域は多岐にわたる
が、基本には常に造形表現というものがある。
デザイナーが心地よいフォルム、美しい形を作り
提案することが大きな責務である。そのもとには
美しく的確な描写と、造形表現力が欠かせな
い。観察したことのないものを表現することはで
きないし、その造形を考察することもできない。そ
のために観察から描画へ、描画から表現、表現
から造形へと磨きをかけるステップを実践する。

●立体造形Ⅰ
デザイン・建築などあらゆる分野で必要とされる、
基本的な立体造形力を身につけるため、立体
構成の基礎を学ぶ授業。立体造形感覚を養う
ため、表現方法や扱い方が異なるいくつかの素
材を用いて、カービングやモデリングなどその素
材に合ったアプローチの仕方を模索しながら立
体作品を制作する。実際の制作を通し、平面表
現とは異なる立体としての形の緊張感とバラン
ス感覚、視点の移動による立体の見え方の変
化、素材による特性、表現の多様性や展開力
の重要性などを学ぶ。

●立体造形Ⅱ
木材や金属、プラスティックなどの実材を用い、
デザインに必要な素材の持つ特性を理解するこ
とを主眼に立体的な課題創作を行う。実際にデ
ザインの世界で形ある実在の製品を制作するに
はマテリアル（素材）の選択がとても重要な問題
である。自ら実材を使い素材の特性を活かした
デザインを考え、自ら工夫して物を制作する作業
を行い、そのプロセスを通して、その特性、加工
法、組み立て法などを理解し、今後のデザインワ
ークの知識、経験として基礎力を習得する。

●空間演出計画Ⅰ
身の回りの基本的な空間把握に大きな影響を
及ぼす視覚、聴覚のテクノロジーを理解してい
く。様々な目的に合わせて、空間を演出しようと
する時には、色彩・照明・音響が重要な要素とな
るが、かたちや姿のない空間の要素を計画して
いくことは方法論や独特の指標、計画の知識が
なければ解けない場面がある。これらについて

の特性を学び、空間演出の基本的な知識を習
得する。さらに、具体的な空間演出事例を知り、
空間演出の考え方と手法の基礎を学ぶ。

●空間演出演習Ⅰ
空間演出計画Ⅰで学んだ基本的な知識・考え
方・手法に基づいて身近な空間を題材に実践し
ていく。色・光・音をテーマにして、実際に空間演
出を目的とした作品を制作し、作品発表を行う。
発表では空間演出独特の表現技法を学ぶ。実
際に計画を行うことで論理的であった要素の感
覚を体験し、今後のさまざまなプロジェクトで空
間演出を検討していく意識を身につける。色・
光・音の各テーマごとに専門の教員が指導にあ
たる。

●ユニバーサル／インクルーシブデザイン概論
すべての人が住みやすい社会をつくるには、一
般には多数派とされている健康な成人だけでな
く、子どもや高齢者、そして障害者を含めた多様
な人の存在を意識しなければならない。どんなに
異質であっても社会的な活動から排除されない
ようにすること、これは世界的な合意であり、また
教育から就労、そしてレジャーなどの活動に至る
まで、あらゆる場面で保障されなければならない
人間としての権利である。それをできるだけ特殊
解でなく一般解として実現すべく、製品から構築
環境、そしてサービスなどのソフトな仕組みに至
るまで、あらゆるもののあり方を考える。

●生体機能論
できるだけ多くの人にとってより良いモノや空間
をデザインするためには人間の差異や変化につ
いて幅広い知識を持ち、人間の持つ種々の特
性について理解を深める必要がある。この授業
では人間工学や人類学の観点から人間の形態
的特徴、感覚・知覚の特性、それらの環境に応
じた変化、加齢による変化、各地域における差
異等の既存データや知見をもとに、様々なデザ
イン活動において必要とされる見識を深め、ユ
ニバーサルデザインへつながる考え方を養う。

●ユニバーサルデザインⅠ
能力や年齢・文化・性別などの違いを超え全て
の人に適合させることが可能な製品・サービス・
環境を目指すユニバーサルデザインの理念を実
現するために必要な考え方や、どのようなことに
ついて配慮をすればよいのかを学び、具体的に
進めるためのプロセス・手法を実践的に習得す
る。演習においては日常生活における人・もの・
空間などの事例を捉えて、様々な特性を持つ人
の視点に立って調査・検証を行い、問題を発見
し、課題解決に向けた考察、提案を行う。

●ユニバーサルデザインⅡ
異なる特性を持つユーザーを想像や表面的に
理解するのではなく、デザインの対象者としてチ
ームメンバーに迎えるユーザー参加型演習を行
う。行動を共にして生活の一部を観察する中か
ら、対象者の行動や身体の特性の理解、気持
ちの共有、課題や潜在的なニーズの発見から、
解決策となるデザインを考え提案を行う。演習を
通じて、全てのデザインの基本となるユーザー
観察・分析の手法、人間中心デザインのプロセ
ス、ユニバーサルデザインの解決手法について
体得する。
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デザイン共通科目概要

●デザイン概論
デザインを初めて学ぶにあたって、本講義では
近・現代のデザイン思想や様々なデザイン領域
における試行の歴史的な変遷を通して、デザイ
ン行為の基本となる発想や考え方を体系的に
学修する。多様化する生活様式・ものづくり・情
報伝達・住環境・社会システムを踏まえ、各領域
（デザインフィロソフィー、プロダクト、ビジュアル・
サウンド、建築・環境、インタラクション）のデザイ
ナーとしての職能やそのあり方、活動分野、今
後の展開を考える。

●デザインマネジメント
現代社会におけるデザインの果たす役割につ
いて、消費者の動向や企業の活動実態を事例
として取り上げ、デザインマネジメントの視点から
製品の企画、開発、設計、デザイン、生産から販
売活動に至るまでのトータルなプロセスとデザイ
ン組織の管理、意思決定、および評価の構造を
学習する。それにより、拡大するデザイン活動と
その対象領域を把握し、ビジネスにおける新た
な価値創造を実現するための、戦略的なデザイ
ンマネジメントの重要性について理解し、考察す
る力を身につける。

●デザイン美学
デザインの歴史を、デザインに関わる諸概念か
ら俯瞰することで、事象に対する視点や考え方、
造形の仕組みの読み方を学ぶ講義である。受
講者は、様々な時代、様々な立場の考え方がど
のようにデザインと造形に結びつき、どのような
ものが作られたか、それらにどのような意味が込
められたのかを探究し、デザインの世界と私たち
の人間や社会に対する認識との関係について
考察する。

●デザイン思考
デザインの現場をはじめとして、技術開発、企業
経営、ブランディング、フィールドリサーチなどの
現場で有効にはたらくデザイン思考の事例を概
観し、ブレインストーミング、ワークショップ、エス
ノグラフィーなどの方法論を取り上げて体験学
習する。さらに、発想や開発に関わる、視覚化・
協同・自己表現・身体化、企業経営やブランデ
ィングに関わる、領域横断・総合化・構造化・共
感、フィールドリサーチに関わる、観察・参与・感
情移入・仮設推論などのデザイン思考の手法
を論ずる。

●くらしのデザイン
人々の様々な暮らしの中から創造されるデザイ
ンについて、住まう・使うなどの生活行動を中心
に、ヒトとモノの関係性、モノとモノの関係性が
デザインの大切な要素であることを学ぶ。また、
街並みや公共空間、住宅や製品などのデザイ
ン事例から、生活者の不満・不足・願望の抽出
を行うことで改善点を求め改良がなされたこと。
そして、それらが新たなアイデアやデザインへ導
かれたことを学ぶ。さらに、暮らしの中に内在す
る諸問題点・課題点の発見と抽出を行い、デザ
インの要素・要件を導き出す生活起点発想のデ
ザインを学ぶ。

●技術史
有史以来、道具や技術の発明に支えられた私
たちの生活文化の革新史は、ものづくりの文化

史ともいえる。ものづくりにおいて、人々が何を
考えてきたのか、またつくられたものや思考から
現代の私たちの暮らしにつながるものは何かに
ついて考える。本授業では、技術の進歩によっ
て何がもたらされたのか、単なる技術的な発展
にとどまらず、多角的に考えることを通して、現在
のものづくりやデザインへの接続点、私たちが
取り組むべき問題を見出していく。

●現代デザイン論
業界の先端で活躍する複数の講師によって展
開される講義である。毎週系統立てて設定され
たテーマに基づき、その専門の講師が担当す
る。多様化するデザイン業界の状況を知り、個
性あふれる講師陣の実体験や持論を理解する
ことで、デザインの世界の幅の広さや深さ、学生
本人の将来像を考えるきっかけにするための知
識を深める。デザイン学部の各領域の関係性
や分野の関連、デザイナーの役割、職業や職種
についての知識、プロフェッショナルとしてのポ
リシー、デザイン実務の内容など学生にとって知
られざる現実を知る。

●情報処理基礎
情報社会におけるデザイン業務に必要とされ
る、情報リテラシー（情報の収集、分析、問題解
決、発信するための能力）を習得し、デザインに
おける課題解決やプレゼンテーションに応用で
きる能力の修得を目的とする。コンピュータによ
る文章作成、データ処理、および図形処理スキ
ルを身につけるとともに、コンピュータのハード・
ソフト、ネットワーク等の基礎的な概念もあわせ
て学習することで、デザインの専門教育や卒業
研究・制作など大学で学ぶ上で必要な知識と
技術を身につける。

●情報処理A
現代のデザイナーにとっては、外観や形状だけ
でなく、内部構造や機能そのものまでもがデザ
インの対象となる。多様な機器において、機能
を実現するための核となるのは「情報処理」で
ある。本科目では、この「情報処理」を理解し、
「情報処理」の知識やセンスを活かし、現代に
求められるデザインを実践できる能力を育成す
るための情報リテラシー教育を行う。情報処理
の歴史、情報処理技術が活用される最新の現
場の状況、アルゴリズムの基礎等について学
習する。

●情報処理B
プラットフォームとしてのコンピュータ/インター
ネットの理解、「HTMLソースを読める/書ける」
基礎的理解、JavaScript等の活用、スタイル
シート（CSS）による統一されたデザイン作成、
サウンドやマルチメディア・コンテンツの活用手
法など、ウェブデザイナーとして高度なコンテン
ツを実現するための情報処理的な背景を理解
していく。あわせてセキュリティ・プライバシー・知
的財産権について基礎から最新状況までを理
解する。

●情報環境論
情報技術と社会、情報技術と暮らし、および情
報技術と産業の関わりについて、電子メディア
や情報処理、通信ネットワークなどの変化動向
を概括しながら、情報化社会における社会環境
や生活環境について、具体的な技術開発、標
準化、およびマーケティング事例を含めて学習

する。それらを、情報社会全体として捉え、デザイ
ンの役割とあわせて考えていくことで、新しい情
報化社会において、生活文化・産業に寄与でき
る基本的な考え方を身につける。

●造形芸術論
造形芸術のあり方を認識するために造形作品
および作家等を具体例として紹介することで、そ
の歴史や活動内容また現代における評価や影
響等を考察し、それらの造形表現に伴う技術お
よび技法・様式や素材等にも焦点を当て理解を
深める。またそれら造形作品および作家等に関
係もしくは影響のある作品や人物、さらに古代
から現代に至る美術や文化等も考察することに
より造形芸術への理解を深め、現代社会にお
ける造形芸術のあり方を学ぶことを目的とする。

●色彩計画論
配色がもたらす効果や実際のデザイン現場で
の色彩の利用法等、より実践的な理解を促す
ことを目的とする。色彩知覚の仕組みや色の三
属性、マンセル表色系といった基本事項の理
解をベースとして、各色相系がもたらす心理的
効果や配色のテクニック等、実際の制作に反
映できる内容を修得する。加えて、印刷媒体、
パッケージ、プロダクト、インテリア、都市環境
等、各領域での色の使い方の代表事例を紹介
しより身近なツールとしての「色」を意識できる
ようにする。

●デジタルプレゼンテーション
コンピュータを活用したデスクトップパブリッシン
グを中心に、ビジュアルデータ（文字および文
章、記号と図形、表、イラスト、写真、映像や音
等）を解りやすく、正確に、無駄なく伝える手法を
学ぶ演習。媒体別の表現方法の違いを意識し
ながら、同時に口頭でのプレゼンテーション能力
も高めることを目的としている。講義、演習、プレ
ゼンテーション実践を相互に組み合わせながら、
プレゼンテーションツールを習得、特徴を把握し
ていく中で、最適な手段、戦略を模索していく。
最終的には、プレゼンテーションデータと合わせ
て、ポートフォリオ等を制作する。

●Design English
グローバル市場に対応するデザイン開発に必
要な英語コミュニケーション、特に辞書や学習
書だけでは習得の難しいデザイン表現のための
英語を学ぶ。デザイン検討やプレゼンテーション
に使われる英語を中心に、色・形・機能などのカ
テゴリーごとに学習し、各カテゴリーに関するデ
ィスカッション能力を身につけ、デザインの目的
や手法についてプレゼンテーションを行う。

●建築図学･製図
建築設計製図に必要な図学的把握と適切な
表現のための製図技術を習得する。図面の表
現と意味を理解することにより、正確な図面表
現力を身につけデザインを伝達する技術を獲得
するとともに、図面を正確に読み理解する、図面
の読解力も身につける。図学では、図形の正確
な描き方、立体の平面的表現方法について論
理的に学び、製図では建築製図の諸規則等を
学び、具体的事例の図面の作図等を通じて、建
築設計製図表現技法を習得する。

●図学･製図
図学では、基本的な図形要素としての直線と
角・多角形・円と円弧・うずまき線・輪転線など
の平面図形と立体の展開図とその応用を学
び、立体のイメージ表現のための透視投影法
（一点透視図法・二点透視図法）を学習し、透
視図を作図する。製図では、三面図による立体
の表現、製図の記号、寸法の記入および規則
について学び、演習絵は製品の三面図を作図
する。

●デザインCAD
3次元形状のモデリング手法（フィーチャベース
モデリングやブーリアン演算）を理解し、CADに
よる造形技法（モデリングプロセス）、レンダリン
グ（マテリアル、カメラ、照明）やアニメーションに
よる表現技法（コンピュータグラフィックス）、お
よび３Dプリンターによる造形技法について学
ぶ。演習では、介護福祉機器、プロダクト製品、
3次元キャラクター、インテリア、建築模型など
幅広いデザイン領域に展開できる基礎的なデ
ジタルスキルを習得する。さらに、3次元CADデ
ータの管理、運用、活用についても学ぶ。

●建築CAD
建築設計デザインの表現手段としての、ＣＡＤ
（コンピュータ製図）について、基本的な知識と
技術を習得することを目的とする。建築CADソ
フトを使用しての実践的な演習を通じて、CAD
ソフトについて、図面作成手法・作図作法を学
習し、基本的知識と表現技術、プレゼンテーショ
ンワーク技術を身につける。最終的にはCADソ
フトを使用した作図、プレゼンテーション資料作
成によって効果的な設計表現が自由自在に可
能となることを目指している。

●デザインドローイング技法
空間デザインの作品表現に関わる基本的な知
識と技術を学ぶ。設計課題やデザインコンペの
作品制作に関わるプレゼンテーションについ
て、事例研究と実践的試行を通じて修得する。
コンセプト表現や図面ドローイング、スケッチ、
模型表現等基礎的な技法を修得するとともに
その表現の可能性を理解し、説得力のあるコミ
ュニケーションを実現する、作品表現に適した
豊かな表現力を身につけることを目標とする。

●フォトグラフィックス
デザインのためのフォトグラフィック技法の理解
を目的とした基礎的演習である。授業作品等具
体物の撮影やポートフォリオ、プレゼンテーショ
ンパネルに使用する写真等、デザインプロセス
のための写真撮影を中心に撮影技法を習得す
る。デジタルカメラ、フィルムカメラで撮影したデ
ータを、デザインに使用するための写真加工ソ
フトで加工・調整し、グラフィック編集に適した加
工を体験する。これらのテクニックを習得するた
めに作品制作を行う。

●表現技法Ⅰ
すべてのデザインの基礎となる、造形表現に不
可欠な観察力と描写力を身につけるための実
習を行う。これにより、日常生活で触れる対象に
対しての、ものの見方を変えるための「気づき」
を体得する。具体的に目にするモノを、手描きで
正確に表現できるようになるために、自然なパー
スを理解するための観察描写を繰り返して行
う。基礎的な図面からの描き起こしスケッチ等も

体験し、頭に思い浮かべた造形を、正確に紙に
描けるようになることを学ぶ。

●表現技法Ⅱ
造形の三要素（形・色・質感）を用いて「かたち」
を視覚化する平面構成に取り組み、グラフィック
デザインの基礎概念を学ぶとともに、デザインの
基本となる色彩、タイポグラフィ、エディトリアル
など様々な課題制作を通じて、2次元の世界で
表現法であるモノや空間の見方、捉え方を習得
する。それにより、文字や色彩などの要素からな
る内容が、様々なメディアに定着され、見られ読
まれることによって成立するグラフィックデザイン
分野の役割を理解する。

●表現技法Ⅲ
デザイン検討やプレゼンテーションにおいて必
要なデジタルツールを用いた立体の2次元表現
を学ぶ。コンピュータ上で行うデジタルスケッチ
をはじめとし、手描きスケッチ・写真・CGレンダリ
ング等の加工技術を学び、デザイン開発ステー
ジやプレゼンテーションの目的に合わせた様々
な表現技法を習得する。

●描画表現
現代のデザインに関わる領域は多岐にわたる
が、基本には常に造形表現というものがある。
デザイナーが心地よいフォルム、美しい形を作り
提案することが大きな責務である。そのもとには
美しく的確な描写と、造形表現力が欠かせな
い。観察したことのないものを表現することはで
きないし、その造形を考察することもできない。そ
のために観察から描画へ、描画から表現、表現
から造形へと磨きをかけるステップを実践する。

●立体造形Ⅰ
デザイン・建築などあらゆる分野で必要とされる、
基本的な立体造形力を身につけるため、立体
構成の基礎を学ぶ授業。立体造形感覚を養う
ため、表現方法や扱い方が異なるいくつかの素
材を用いて、カービングやモデリングなどその素
材に合ったアプローチの仕方を模索しながら立
体作品を制作する。実際の制作を通し、平面表
現とは異なる立体としての形の緊張感とバラン
ス感覚、視点の移動による立体の見え方の変
化、素材による特性、表現の多様性や展開力
の重要性などを学ぶ。

●立体造形Ⅱ
木材や金属、プラスティックなどの実材を用い、
デザインに必要な素材の持つ特性を理解するこ
とを主眼に立体的な課題創作を行う。実際にデ
ザインの世界で形ある実在の製品を制作するに
はマテリアル（素材）の選択がとても重要な問題
である。自ら実材を使い素材の特性を活かした
デザインを考え、自ら工夫して物を制作する作業
を行い、そのプロセスを通して、その特性、加工
法、組み立て法などを理解し、今後のデザインワ
ークの知識、経験として基礎力を習得する。

●空間演出計画Ⅰ
身の回りの基本的な空間把握に大きな影響を
及ぼす視覚、聴覚のテクノロジーを理解してい
く。様々な目的に合わせて、空間を演出しようと
する時には、色彩・照明・音響が重要な要素とな
るが、かたちや姿のない空間の要素を計画して
いくことは方法論や独特の指標、計画の知識が
なければ解けない場面がある。これらについて

の特性を学び、空間演出の基本的な知識を習
得する。さらに、具体的な空間演出事例を知り、
空間演出の考え方と手法の基礎を学ぶ。

●空間演出演習Ⅰ
空間演出計画Ⅰで学んだ基本的な知識・考え
方・手法に基づいて身近な空間を題材に実践し
ていく。色・光・音をテーマにして、実際に空間演
出を目的とした作品を制作し、作品発表を行う。
発表では空間演出独特の表現技法を学ぶ。実
際に計画を行うことで論理的であった要素の感
覚を体験し、今後のさまざまなプロジェクトで空
間演出を検討していく意識を身につける。色・
光・音の各テーマごとに専門の教員が指導にあ
たる。

●ユニバーサル／インクルーシブデザイン概論
すべての人が住みやすい社会をつくるには、一
般には多数派とされている健康な成人だけでな
く、子どもや高齢者、そして障害者を含めた多様
な人の存在を意識しなければならない。どんなに
異質であっても社会的な活動から排除されない
ようにすること、これは世界的な合意であり、また
教育から就労、そしてレジャーなどの活動に至る
まで、あらゆる場面で保障されなければならない
人間としての権利である。それをできるだけ特殊
解でなく一般解として実現すべく、製品から構築
環境、そしてサービスなどのソフトな仕組みに至
るまで、あらゆるもののあり方を考える。

●生体機能論
できるだけ多くの人にとってより良いモノや空間
をデザインするためには人間の差異や変化につ
いて幅広い知識を持ち、人間の持つ種々の特
性について理解を深める必要がある。この授業
では人間工学や人類学の観点から人間の形態
的特徴、感覚・知覚の特性、それらの環境に応
じた変化、加齢による変化、各地域における差
異等の既存データや知見をもとに、様々なデザ
イン活動において必要とされる見識を深め、ユ
ニバーサルデザインへつながる考え方を養う。

●ユニバーサルデザインⅠ
能力や年齢・文化・性別などの違いを超え全て
の人に適合させることが可能な製品・サービス・
環境を目指すユニバーサルデザインの理念を実
現するために必要な考え方や、どのようなことに
ついて配慮をすればよいのかを学び、具体的に
進めるためのプロセス・手法を実践的に習得す
る。演習においては日常生活における人・もの・
空間などの事例を捉えて、様々な特性を持つ人
の視点に立って調査・検証を行い、問題を発見
し、課題解決に向けた考察、提案を行う。

●ユニバーサルデザインⅡ
異なる特性を持つユーザーを想像や表面的に
理解するのではなく、デザインの対象者としてチ
ームメンバーに迎えるユーザー参加型演習を行
う。行動を共にして生活の一部を観察する中か
ら、対象者の行動や身体の特性の理解、気持
ちの共有、課題や潜在的なニーズの発見から、
解決策となるデザインを考え提案を行う。演習を
通じて、全てのデザインの基本となるユーザー
観察・分析の手法、人間中心デザインのプロセ
ス、ユニバーサルデザインの解決手法について
体得する。

2024年度 カリキュラム
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デザイン専門科目概要
2024年度 カリキュラム

　

●基礎演習A　
デザイナーに必要な幅広い知識と総合的な判
断力、豊かな人間性と創造性を養うためデザイ
ンの基礎を学ぶ演習である。ここでは、「産業と
してのデザイン」「生活におけるデザイン」「人間
の特性とデザイン」「コンピュータによる造形デ
ザイン」「デザインの歴史的変遷」「情報のデザ
イン」などデザインを論理的に捉えるため、初め
に、我々の生活に内在する諸問題を明らかにし
て、その解決方法を導き出す考え方を学ぶ。次
に、製品・器具・道具などについてその操作など
から内在する諸問題を導き解決方法を明らかに
する考え方を習得する。

●基礎演習B　
プロダクトデザインの目的、デザイン方針の立て
方、スケッチ描画やモデル制作の基礎的な手
法、およびプレゼンテーションまで、一連のデザ
イン作業の概要を体験する。主に人間が使う道
具を教材として、体に触れる部分はどのような形
状が機能的で、美しく、使いやすく、そして心地よ
いのかを考察し、それらを実現するために必要な
考え方や、どのようなことについて配慮をすれば
よいのかを学び、プロダクトデザインの要点を習
得する。

●基礎演習C　
効果的な視覚表現を実現するために、グラフィ
ックや映像デザインの基礎スキルを身につける
とともに各自の美意識の研鑽を図る。実際に
は、「グラフィック」と「映像」の2つの専門があ
り、それぞれ静的または動的なアプローチでビジ
ュアルデザインを学ぶことに重点を置く。具体的
に「グラフィック系」では、コンピューターの使用
をベースとして、文字やレイアウトなどに関する
基礎知識を習得し、「映像系」では、コンピュー
ターやカメラ等をベースとして、撮影及びモーシ
ョンの基礎知識を習得する。 

●基礎演習DⅠ（1年後期のみ）
建築・環境設計実技のスタートとなる最も重要な
演習の一つである。都市の中心部にある具体的
な公園敷地において、機能が限定されている小
規模な公共施設物、複数の機能が含まれている
中規模公共施設物、そして多様な機能を有する
私的単体施設物という３つの課題に対する設計
行為と各自がデザインした作品の発表を経験し
て、計画理念の重要性とプレゼンテーション（相
手にわかる発表行為）としての製図の役割を知
り、空間デザインの厳しさと楽しさを学んでいく。

●基礎演習DⅡ（2年前期のみ）
基礎演習DⅠでの学習を展開し、建築・環境に
関する基礎的な空間構成の手法と、それらの表
現方法を修得することを目的とする。建築・環境
の空間構成に関する基礎的な演習課題につい
ての検討・計画・設計と、それらの作品としてのと
りまとめ、プレゼンテーション等を通じて、建築・
環境に関する設計の基礎知識、基礎技術を修
得するとともに、設計意図を模型、図面等により
表現するための基礎技術を習得する。

●基礎演習E
人間の行動を的確に捉え、意味づけすること
で、製品やシステムと有機的に結びつけること
を目的とするインタラクションデザインについて、

ユーザー（ヒト）に働きかけるデザイン対象（モノ）
としての「デジタルエレメント」をテーマに、自らの
手で制作する基礎的な電子工作を含む演習を
通してその概念を学習する。それにより、ハード
（外観デザイン）とソフト（インターフェースデザイ
ン）の関係性に配慮した人間中心設計の基本
的な思想を理解する。

●基礎演習Ｆ
日本の伝統建築や伝統工芸に関する知識と技
術の概要を学習し、匠領域の学びに向けた基
礎的な演習を行う。伝統技能の初歩的体験を
通して、日本の風土に合った素材や技法、デザ
イン、さらに「ものづくり」と向き合う姿勢につい
て学ぶ。日本の伝統の上に、新しい空間やデザ
インを創出し、各産業分野と協働して展開する
ための素養を身につけることを目標とする。
　
●アニメーション基礎
〈ものに生命を吹き込む魔法〉としてのアニメー
ションの基礎を学ぶ。手描きアニメーションにお
けるキャラクターの動きがどのように設計され映
像的シーケンスとしてどのように実現されるかを、
作画を通して体験することによりCGやFlashな
ど様々な映像手法へと応用可能な〈動きのデザ
イン〉の基本原理を習得する。描いた原画を中
割りして動きをつけてゆく基本的な作画工程の
実習に加え、ストップモーションやピクシレーショ
ン等手描き以外のアニメーション技法について
も体験的に実習する。

●インターフェイスデザインⅠ
日常生活で用いられる家電製品や通信機器、
公共機器の情報化や高機能化が急速に進ん
でおり、それらの操作方法も大きく変化してい
る。ユーザーがわかりやすく、使いやすい製品機
器を提供することがデザイナーにとって重要な
課題の一つとなっている。本講義では、具体的
な事例を取り上げながら、使いやすいユーザーイ
ンターフェイスの実現に必要な要素技術の理
解と、それらを活用したデザイン手法の基礎を修
得してもらう。

●インターフェイスデザインⅡ
本講義では、生活機器と生活環境におけるイン
ターフェイスのデザイン手法の応用力を身につ
けることを目指す。各種機器や環境でのユーザ
ーインターフェイスをよりわかりやすく使いやすく
するために、ユーザーの行動分析からアイデア
発想を行い、ペーパープロトタイピングに至るま
で一連のデザインプロセスを理解してもらう。そ
してその結果に基づいて、魅力的で親しみやす
さの感じられるインターフェイスデザインを提案し
てもらう。

●インダストリアルグラフィックス
都市空間の中のサインや看板などに書かれて
いる文字標識やマークデザインの扱い方、工業
製品であるパッケージ、バイク、電車、スポーツ
関連機器などの色、文字、模様のグラフィックデ
ザインを紹介・解説した上で、それらの社会的背
景や文化、時代などを比較･考察する。それによ
り、プロダクトデザインや建築から都市空間まで
の、広い人間の生活環境に及ぶグラフィック領
域と諸分野と密接の関わりについて理解し考
察する力を身につける。

●デジタルコンテンツ演習
インタラクティブな表現を学び、アニメーションや
ゲーム、Webサイトデザイン構築のための技術
の理解を深める演習である。アニメーション技
術、ゲーム制作技術、インタラクティブな表現を
実現するスクリプト制御等を習得することで、さ
らに高度なインタラクションの実現を目指し、イン
スタレーション制作のためのコンセプトワーク、ア
イデア具現化のプロセスも並行して理解・考察
していく。

●インタラクションデザイン
新しい製品・サービスの開発や、新しいエクスペ
リエンスを生み出す上で、重要な要素となるイン
タラクションをデザインする能力の育成を目標と
する。インタラクションデザインを構成する諸要
素を体験的に学習して基礎的な知識を得るとと
もに、インタラクションデザインを効果的に用い
るアート形態の一つである「メディアアート」につ
いて学習することで応用力を身につける。インタ
ラクションデザインの要素を含む、新しいプロダ
クト、新しい空間演出、新しい広告宣伝形態等
を手がけることのできる人材を育成する。

●インタラクティブプロダクト演習
本科目は、基礎演習の延長線上に位置する科
目として、電気回路、プログラミング、メカトロニク
ス、デジタルファブリケーション、ユーザインタフェ
ース等に関する基本的な知識を学習する。ま
た、これらの学習した知識を活用して、インタラク
ティブな要素を持つ具体的な工作やサービス等
について、学生が自ら、企画、設計、製作、評
価、ドキュメンテーション等の作業を行うことで、
インタラクティブなシステムを構築する能力を体
得的に身につける。

●インテリアデザイン論
私たちの生活の周囲をかたちづくる空間として
の環境や「住まいの道具」を対象として、その意
味・役割を知り、素材や製法などのデザインの
基本作法を考えていく。インテリア計画に必要
な法的知識や人間工学を学び、最新事例から
トレンドを研究したり、実例をもとにさまざまなトレ
ンドや設計の勘どころを理解していく。ここでは
必然として生じた歴史と流行を系統立てて身に
つけ、常に時代に影響されてきた空間デザイン
の姿を知る。

●エンターテイメントデザイン
五感を刺激するエンターテイメントシステムを題
材に、未来のコミュニケーションメディアのあり
方を考察する講義と演習で構成する。メディア・
アート、映像産業・ゲーム業界、そして広告の現
場で展開する、ゲーム、Web、映像、マンガなど
のエンターテインメントシステムの最新事例を題
材に、自分で実現するためのフローチャート、シ
ナリオ、コンテ等を制作し、実践していく。実現す
るためのツールの開拓も含めて、その表現技術
の可能性を探り、自由でオリジナルな発想でア
イデア・コンセプトを考察する。

●キネマテクス
動きを伴う玩具やゲームマシン、ロボットなど物
理的な動きが必要となるプロダクトデザインやイ
ンタラクションデザインでの表現手法として、メカ
ニズムの基礎を修得することを目的とする。教
材とテキストを併用した体験学習を通じて、リン
ク機構やカム、歯車などさまざまなメカニカルな

●生活環境論
人の知覚・機能は一様ではない。様々な要因に
よって機能・特性が異なる場合が多々あり、生
活に支障が生じた状態が「障がい」と呼ばれる。
人の多様な特性や障がいについての解説と、
当事者ゲスト講師からのお話などを通して、異な
る特性を持つ人の生活環境における様々な状
況やバリアの課題を探り、日頃当たり前だと思
っていたことが当たり前でないこと、デザインに
何ができるか、などについて考察する。講義を通
じて「相手の立場に立って理解し配慮する」と
いうデザインの基本スタンスを習得する。

●健康・福祉のデザイン
超高齢社会にあって人は今まで以上に健康・福
祉に向かい合って生きていくことになり、健康・
福祉を支える機器の重要度が増している。また
環境の変化や人々の生活の変化などから新た
なニーズが生まれ、技術進化とともに様々な機
器が開発されている。講義では健康や福祉に
関する代表的な製品や新しく開発された製品を
例に取り上げて、社会的背景、開発プロセス、
製品の特徴、使用状況の実際を理解する中か
ら、社会と人と製品とのデザインの関係を考察
し、プロダクトデザイン開発に必要な要件につい
て学ぶ。

●人間工学
人間にとってよりよいモノや空間をデザインする
際に必要となる人間工学の概念や手法につい
て学ぶ。人間工学に関する研究の歴史的背景
や現代の企業における応用例などを通し、使用
者を中心に据えた製品や空間について企画・
検討する力を養う。また、人間工学分野で活用
されている各種の測定手法や設計時に使用さ
れる既存データに関して、生物学的側面および
心理学的側面から概説した上で、その具体的な
取得の手順についても解説する。

デザイン
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動きの特徴と動力伝達の仕組みを理解するこ
とにより、デザイン対象物を自由自在に運動表
現できる知識の修得と思考力を養う。

●グラフィックデザイン演習A
授業の前半では、グラフィックデザインの基礎に
ついての理解の深化を目的に、デジタル媒体に
向けたコンピュータを活用した表現方法につい
て、形と色を用いたイメージを視覚伝達方法を学
ぶ。授業の後半では、ショップで扱うブランドのトー
タルイメージの表現・演出をテーマとして、人々の
印象に残る店づくりを、基本と実用の両面から、
市場調査を含め視覚伝達を基盤とするパッケー
ジデザイン、ＣＩ・VＩデザイン等トータルデザインのプ
ランニングや課題制作による応用的手法を学ぶ。

●グラフィックデザイン演習B
グラフィックデザインについて、漠然と表現する
のではなく、「何のために」「誰に」「何を」伝える
かというデザイン本来の目的性を踏まえた学習
を第一義とする。「ビジュアル・セルフプロモーシ
ョン」をテーマに、自分を知らない第三者に自分
を伝えるグラフィックツールづくりを課題とする。
文字、レイアウト等の基礎的演習後、「自分」を
表すシンボルマークとそれを展開したステーショ
ナリー類と自己紹介のためのリーフレットを制作
する。手書きでのイメージ展開過程を重視し、客
観性を持った表現力と考察力を修得する。

●グラフィックデザイン演習C
ブックデザインを通して、調べる→考える→つく
る→伝える、というデザインのプロセスを体感す
るとともに、企画とアイデア出し、編集、イラストレ
ーションづくり、文字組みとレイアウト、印刷、製
本など、グラフィックデザインに必要な基礎力を
身につける。優れたブックデザインから色・かた
ち・コンテクスト・構造・物語・ユーモアなどを学
び、自ら編集およびデザインを行うことで、さまざ
まな局面に応用できる構成力を養う。

●グラフィックデザイン概論
グラフィックデザインの歴史的な背景や構成要
素である造形や概念を踏まえ、具体的な事例を
通してＣＩ・VＩ・パッケージ・エディトリアルなど各専
門領域の果たすべき役割や最近のデザイン動
向について概説し、紹介する。学生自身がそれら
をヒントにして、グラフィックデザインによって視覚
化された数多くの情報を理解できるようになるこ
とで、多様なメディアに向けた様々なデザイン活
動への取り組みに応用できる力を身につける。

●ゲーム・遊びのデザイン
人類は、長い歴史の中で多くの「ゲーム」、「遊
び」を発明し、改良してきた。それらは素朴な子ど
もの遊びから、高度な技能や知恵を駆使する洗
練された娯楽や、国家間で競われるスポーツま
で多種多様である。特に現代においては、携帯
端末を含むコンピュータやネットワークによって
実現される新しいタイプのゲームが定着し、大き
なビジネスを形成している。これらの多様なゲー
ムについて、ルール、デザイン、歴史、社会への
影響等について学習するとともに、ゲームに関
連する数理的な要素にも触れることにより、ゲー
ム自体をデザインする能力のみならず、ゲーム性
や遊びの要素を様々なプロダクトやサービスを
魅力的にするために活かすことのできるデザイ
ン能力を身につける。

●コミュニケーションプロダクツ
IT化により急速に進んだテクノロジーをどのよう
にして人間生活の充実に役立てるのか、そのニ
ーズ開発が重要である。すでに技術は消費者
のニーズを超えている部分も多く、現在の延長
線方向の技術開発では魅力的な製品を生み出
すことが難しい。デザイナーには、人間の願望を
見直し、隠れている要求を発見する力が求めら
れている。人とモノのコミュニケーション、人と人
のモノを通してのコミュニケーションを考えること
により洞察を深める。

●サウンドデザイン
人間の「聴覚」について学び、マルチメディアの
重要な要素であるサウンドメディアの理解と活
用を目指す。具体的には、（1）音響学と「聴覚」
とディジタルオーディオの基礎の理解、（2）サウ
ンド・プログラミング環境を活用したサウンドの編
集/操作、（3）サウンド・プログラミング環境を活
用したアニメーションの自動生成、（4）音楽編
集/制作ソフトの効果的な活用、（5）音楽演奏
情報MIDIやインターネットや映像メディアとの
結びつき、などを学ぶ。

●スペースインタラクション演習
パブリックデザイン、商業環境デザイン、情報デ
ザイン、パブリックアートなどにおけるインタラク
ションの事例から、公共と個人、ICTと空間、場
所とメディア、都市と芸術などの相互作用を考
察し、フィールドワークによって地域の課題を発
見した上で、複数のデザイン領域（空間、メディ
ア、プロダクト、エクスペリエンスなど）が融合した
解決案をデザイン提案する。中間でのクリティッ
クを含めて提案に対する講評を十分に行い、提
案と評価の相互作用も活性化させる。

●デザインコンセプト論　
デザイン作業の中でコンセプトの立案は特に重
要である。デザインの目的・意味を確認し、独り
よがりではなく、人々に貢献するコンセプトをどう
やって生み出すのか、その考え方を学ぶ。また、
発想・アイデア展開については感覚的に行われ
る場合が多い。この授業ではアイデア展開につ
いて、科学的な側面からの考察に基づいた様々
な手法を体験学習する。思いつきを待つのでは
なく、意図的に要求に応えるコンセプトを生み出
す手法を学ぶ。

●フィッティングデザイン
使用者が個々に持つ身体的特性や心理的特
性に道具や空間のデザインをより適合させるた
め、多数の使用者を想定するのではなく個人の
使用を想定するというフィッティングデザインの
概念や実現するための手法について学ぶ。既
存製品を例にフィッティングデザインとユニバー
サルデザインの概念の違いおよび共通する部
分について理解を深め、さらに個々の特性・状
況を捉えるための人体寸法、姿勢・動作、心理
反応、生理反応等のデータ取得方法について
習得した上で、それらのデータをデザインに活か
すための対応手法について学ぶ。
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デザイン専門科目概要
2024年度 カリキュラム

　

●基礎演習A　
デザイナーに必要な幅広い知識と総合的な判
断力、豊かな人間性と創造性を養うためデザイ
ンの基礎を学ぶ演習である。ここでは、「産業と
してのデザイン」「生活におけるデザイン」「人間
の特性とデザイン」「コンピュータによる造形デ
ザイン」「デザインの歴史的変遷」「情報のデザ
イン」などデザインを論理的に捉えるため、初め
に、我々の生活に内在する諸問題を明らかにし
て、その解決方法を導き出す考え方を学ぶ。次
に、製品・器具・道具などについてその操作など
から内在する諸問題を導き解決方法を明らかに
する考え方を習得する。

●基礎演習B　
プロダクトデザインの目的、デザイン方針の立て
方、スケッチ描画やモデル制作の基礎的な手
法、およびプレゼンテーションまで、一連のデザ
イン作業の概要を体験する。主に人間が使う道
具を教材として、体に触れる部分はどのような形
状が機能的で、美しく、使いやすく、そして心地よ
いのかを考察し、それらを実現するために必要な
考え方や、どのようなことについて配慮をすれば
よいのかを学び、プロダクトデザインの要点を習
得する。

●基礎演習C　
効果的な視覚表現を実現するために、グラフィ
ックや映像デザインの基礎スキルを身につける
とともに各自の美意識の研鑽を図る。実際に
は、「グラフィック」と「映像」の2つの専門があ
り、それぞれ静的または動的なアプローチでビジ
ュアルデザインを学ぶことに重点を置く。具体的
に「グラフィック系」では、コンピューターの使用
をベースとして、文字やレイアウトなどに関する
基礎知識を習得し、「映像系」では、コンピュー
ターやカメラ等をベースとして、撮影及びモーシ
ョンの基礎知識を習得する。 

●基礎演習DⅠ（1年後期のみ）
建築・環境設計実技のスタートとなる最も重要な
演習の一つである。都市の中心部にある具体的
な公園敷地において、機能が限定されている小
規模な公共施設物、複数の機能が含まれている
中規模公共施設物、そして多様な機能を有する
私的単体施設物という３つの課題に対する設計
行為と各自がデザインした作品の発表を経験し
て、計画理念の重要性とプレゼンテーション（相
手にわかる発表行為）としての製図の役割を知
り、空間デザインの厳しさと楽しさを学んでいく。

●基礎演習DⅡ（2年前期のみ）
基礎演習DⅠでの学習を展開し、建築・環境に
関する基礎的な空間構成の手法と、それらの表
現方法を修得することを目的とする。建築・環境
の空間構成に関する基礎的な演習課題につい
ての検討・計画・設計と、それらの作品としてのと
りまとめ、プレゼンテーション等を通じて、建築・
環境に関する設計の基礎知識、基礎技術を修
得するとともに、設計意図を模型、図面等により
表現するための基礎技術を習得する。

●基礎演習E
人間の行動を的確に捉え、意味づけすること
で、製品やシステムと有機的に結びつけること
を目的とするインタラクションデザインについて、

ユーザー（ヒト）に働きかけるデザイン対象（モノ）
としての「デジタルエレメント」をテーマに、自らの
手で制作する基礎的な電子工作を含む演習を
通してその概念を学習する。それにより、ハード
（外観デザイン）とソフト（インターフェースデザイ
ン）の関係性に配慮した人間中心設計の基本
的な思想を理解する。

●基礎演習Ｆ
日本の伝統建築や伝統工芸に関する知識と技
術の概要を学習し、匠領域の学びに向けた基
礎的な演習を行う。伝統技能の初歩的体験を
通して、日本の風土に合った素材や技法、デザ
イン、さらに「ものづくり」と向き合う姿勢につい
て学ぶ。日本の伝統の上に、新しい空間やデザ
インを創出し、各産業分野と協働して展開する
ための素養を身につけることを目標とする。
　
●アニメーション基礎
〈ものに生命を吹き込む魔法〉としてのアニメー
ションの基礎を学ぶ。手描きアニメーションにお
けるキャラクターの動きがどのように設計され映
像的シーケンスとしてどのように実現されるかを、
作画を通して体験することによりCGやFlashな
ど様々な映像手法へと応用可能な〈動きのデザ
イン〉の基本原理を習得する。描いた原画を中
割りして動きをつけてゆく基本的な作画工程の
実習に加え、ストップモーションやピクシレーショ
ン等手描き以外のアニメーション技法について
も体験的に実習する。

●インターフェイスデザインⅠ
日常生活で用いられる家電製品や通信機器、
公共機器の情報化や高機能化が急速に進ん
でおり、それらの操作方法も大きく変化してい
る。ユーザーがわかりやすく、使いやすい製品機
器を提供することがデザイナーにとって重要な
課題の一つとなっている。本講義では、具体的
な事例を取り上げながら、使いやすいユーザーイ
ンターフェイスの実現に必要な要素技術の理
解と、それらを活用したデザイン手法の基礎を修
得してもらう。

●インターフェイスデザインⅡ
本講義では、生活機器と生活環境におけるイン
ターフェイスのデザイン手法の応用力を身につ
けることを目指す。各種機器や環境でのユーザ
ーインターフェイスをよりわかりやすく使いやすく
するために、ユーザーの行動分析からアイデア
発想を行い、ペーパープロトタイピングに至るま
で一連のデザインプロセスを理解してもらう。そ
してその結果に基づいて、魅力的で親しみやす
さの感じられるインターフェイスデザインを提案し
てもらう。

●インダストリアルグラフィックス
都市空間の中のサインや看板などに書かれて
いる文字標識やマークデザインの扱い方、工業
製品であるパッケージ、バイク、電車、スポーツ
関連機器などの色、文字、模様のグラフィックデ
ザインを紹介・解説した上で、それらの社会的背
景や文化、時代などを比較･考察する。それによ
り、プロダクトデザインや建築から都市空間まで
の、広い人間の生活環境に及ぶグラフィック領
域と諸分野と密接の関わりについて理解し考
察する力を身につける。

●デジタルコンテンツ演習
インタラクティブな表現を学び、アニメーションや
ゲーム、Webサイトデザイン構築のための技術
の理解を深める演習である。アニメーション技
術、ゲーム制作技術、インタラクティブな表現を
実現するスクリプト制御等を習得することで、さ
らに高度なインタラクションの実現を目指し、イン
スタレーション制作のためのコンセプトワーク、ア
イデア具現化のプロセスも並行して理解・考察
していく。

●インタラクションデザイン
新しい製品・サービスの開発や、新しいエクスペ
リエンスを生み出す上で、重要な要素となるイン
タラクションをデザインする能力の育成を目標と
する。インタラクションデザインを構成する諸要
素を体験的に学習して基礎的な知識を得るとと
もに、インタラクションデザインを効果的に用い
るアート形態の一つである「メディアアート」につ
いて学習することで応用力を身につける。インタ
ラクションデザインの要素を含む、新しいプロダ
クト、新しい空間演出、新しい広告宣伝形態等
を手がけることのできる人材を育成する。

●インタラクティブプロダクト演習
本科目は、基礎演習の延長線上に位置する科
目として、電気回路、プログラミング、メカトロニク
ス、デジタルファブリケーション、ユーザインタフェ
ース等に関する基本的な知識を学習する。ま
た、これらの学習した知識を活用して、インタラク
ティブな要素を持つ具体的な工作やサービス等
について、学生が自ら、企画、設計、製作、評
価、ドキュメンテーション等の作業を行うことで、
インタラクティブなシステムを構築する能力を体
得的に身につける。

●インテリアデザイン論
私たちの生活の周囲をかたちづくる空間として
の環境や「住まいの道具」を対象として、その意
味・役割を知り、素材や製法などのデザインの
基本作法を考えていく。インテリア計画に必要
な法的知識や人間工学を学び、最新事例から
トレンドを研究したり、実例をもとにさまざまなトレ
ンドや設計の勘どころを理解していく。ここでは
必然として生じた歴史と流行を系統立てて身に
つけ、常に時代に影響されてきた空間デザイン
の姿を知る。

●エンターテイメントデザイン
五感を刺激するエンターテイメントシステムを題
材に、未来のコミュニケーションメディアのあり
方を考察する講義と演習で構成する。メディア・
アート、映像産業・ゲーム業界、そして広告の現
場で展開する、ゲーム、Web、映像、マンガなど
のエンターテインメントシステムの最新事例を題
材に、自分で実現するためのフローチャート、シ
ナリオ、コンテ等を制作し、実践していく。実現す
るためのツールの開拓も含めて、その表現技術
の可能性を探り、自由でオリジナルな発想でア
イデア・コンセプトを考察する。

●キネマテクス
動きを伴う玩具やゲームマシン、ロボットなど物
理的な動きが必要となるプロダクトデザインやイ
ンタラクションデザインでの表現手法として、メカ
ニズムの基礎を修得することを目的とする。教
材とテキストを併用した体験学習を通じて、リン
ク機構やカム、歯車などさまざまなメカニカルな

●生活環境論
人の知覚・機能は一様ではない。様々な要因に
よって機能・特性が異なる場合が多々あり、生
活に支障が生じた状態が「障がい」と呼ばれる。
人の多様な特性や障がいについての解説と、
当事者ゲスト講師からのお話などを通して、異な
る特性を持つ人の生活環境における様々な状
況やバリアの課題を探り、日頃当たり前だと思
っていたことが当たり前でないこと、デザインに
何ができるか、などについて考察する。講義を通
じて「相手の立場に立って理解し配慮する」と
いうデザインの基本スタンスを習得する。

●健康・福祉のデザイン
超高齢社会にあって人は今まで以上に健康・福
祉に向かい合って生きていくことになり、健康・
福祉を支える機器の重要度が増している。また
環境の変化や人々の生活の変化などから新た
なニーズが生まれ、技術進化とともに様々な機
器が開発されている。講義では健康や福祉に
関する代表的な製品や新しく開発された製品を
例に取り上げて、社会的背景、開発プロセス、
製品の特徴、使用状況の実際を理解する中か
ら、社会と人と製品とのデザインの関係を考察
し、プロダクトデザイン開発に必要な要件につい
て学ぶ。

●人間工学
人間にとってよりよいモノや空間をデザインする
際に必要となる人間工学の概念や手法につい
て学ぶ。人間工学に関する研究の歴史的背景
や現代の企業における応用例などを通し、使用
者を中心に据えた製品や空間について企画・
検討する力を養う。また、人間工学分野で活用
されている各種の測定手法や設計時に使用さ
れる既存データに関して、生物学的側面および
心理学的側面から概説した上で、その具体的な
取得の手順についても解説する。
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動きの特徴と動力伝達の仕組みを理解するこ
とにより、デザイン対象物を自由自在に運動表
現できる知識の修得と思考力を養う。

●グラフィックデザイン演習A
授業の前半では、グラフィックデザインの基礎に
ついての理解の深化を目的に、デジタル媒体に
向けたコンピュータを活用した表現方法につい
て、形と色を用いたイメージを視覚伝達方法を学
ぶ。授業の後半では、ショップで扱うブランドのトー
タルイメージの表現・演出をテーマとして、人々の
印象に残る店づくりを、基本と実用の両面から、
市場調査を含め視覚伝達を基盤とするパッケー
ジデザイン、ＣＩ・VＩデザイン等トータルデザインのプ
ランニングや課題制作による応用的手法を学ぶ。

●グラフィックデザイン演習B
グラフィックデザインについて、漠然と表現する
のではなく、「何のために」「誰に」「何を」伝える
かというデザイン本来の目的性を踏まえた学習
を第一義とする。「ビジュアル・セルフプロモーシ
ョン」をテーマに、自分を知らない第三者に自分
を伝えるグラフィックツールづくりを課題とする。
文字、レイアウト等の基礎的演習後、「自分」を
表すシンボルマークとそれを展開したステーショ
ナリー類と自己紹介のためのリーフレットを制作
する。手書きでのイメージ展開過程を重視し、客
観性を持った表現力と考察力を修得する。

●グラフィックデザイン演習C
ブックデザインを通して、調べる→考える→つく
る→伝える、というデザインのプロセスを体感す
るとともに、企画とアイデア出し、編集、イラストレ
ーションづくり、文字組みとレイアウト、印刷、製
本など、グラフィックデザインに必要な基礎力を
身につける。優れたブックデザインから色・かた
ち・コンテクスト・構造・物語・ユーモアなどを学
び、自ら編集およびデザインを行うことで、さまざ
まな局面に応用できる構成力を養う。

●グラフィックデザイン概論
グラフィックデザインの歴史的な背景や構成要
素である造形や概念を踏まえ、具体的な事例を
通してＣＩ・VＩ・パッケージ・エディトリアルなど各専
門領域の果たすべき役割や最近のデザイン動
向について概説し、紹介する。学生自身がそれら
をヒントにして、グラフィックデザインによって視覚
化された数多くの情報を理解できるようになるこ
とで、多様なメディアに向けた様々なデザイン活
動への取り組みに応用できる力を身につける。

●ゲーム・遊びのデザイン
人類は、長い歴史の中で多くの「ゲーム」、「遊
び」を発明し、改良してきた。それらは素朴な子ど
もの遊びから、高度な技能や知恵を駆使する洗
練された娯楽や、国家間で競われるスポーツま
で多種多様である。特に現代においては、携帯
端末を含むコンピュータやネットワークによって
実現される新しいタイプのゲームが定着し、大き
なビジネスを形成している。これらの多様なゲー
ムについて、ルール、デザイン、歴史、社会への
影響等について学習するとともに、ゲームに関
連する数理的な要素にも触れることにより、ゲー
ム自体をデザインする能力のみならず、ゲーム性
や遊びの要素を様々なプロダクトやサービスを
魅力的にするために活かすことのできるデザイ
ン能力を身につける。

●コミュニケーションプロダクツ
IT化により急速に進んだテクノロジーをどのよう
にして人間生活の充実に役立てるのか、そのニ
ーズ開発が重要である。すでに技術は消費者
のニーズを超えている部分も多く、現在の延長
線方向の技術開発では魅力的な製品を生み出
すことが難しい。デザイナーには、人間の願望を
見直し、隠れている要求を発見する力が求めら
れている。人とモノのコミュニケーション、人と人
のモノを通してのコミュニケーションを考えること
により洞察を深める。

●サウンドデザイン
人間の「聴覚」について学び、マルチメディアの
重要な要素であるサウンドメディアの理解と活
用を目指す。具体的には、（1）音響学と「聴覚」
とディジタルオーディオの基礎の理解、（2）サウ
ンド・プログラミング環境を活用したサウンドの編
集/操作、（3）サウンド・プログラミング環境を活
用したアニメーションの自動生成、（4）音楽編
集/制作ソフトの効果的な活用、（5）音楽演奏
情報MIDIやインターネットや映像メディアとの
結びつき、などを学ぶ。

●スペースインタラクション演習
パブリックデザイン、商業環境デザイン、情報デ
ザイン、パブリックアートなどにおけるインタラク
ションの事例から、公共と個人、ICTと空間、場
所とメディア、都市と芸術などの相互作用を考
察し、フィールドワークによって地域の課題を発
見した上で、複数のデザイン領域（空間、メディ
ア、プロダクト、エクスペリエンスなど）が融合した
解決案をデザイン提案する。中間でのクリティッ
クを含めて提案に対する講評を十分に行い、提
案と評価の相互作用も活性化させる。

●デザインコンセプト論　
デザイン作業の中でコンセプトの立案は特に重
要である。デザインの目的・意味を確認し、独り
よがりではなく、人々に貢献するコンセプトをどう
やって生み出すのか、その考え方を学ぶ。また、
発想・アイデア展開については感覚的に行われ
る場合が多い。この授業ではアイデア展開につ
いて、科学的な側面からの考察に基づいた様々
な手法を体験学習する。思いつきを待つのでは
なく、意図的に要求に応えるコンセプトを生み出
す手法を学ぶ。

●フィッティングデザイン
使用者が個々に持つ身体的特性や心理的特
性に道具や空間のデザインをより適合させるた
め、多数の使用者を想定するのではなく個人の
使用を想定するというフィッティングデザインの
概念や実現するための手法について学ぶ。既
存製品を例にフィッティングデザインとユニバー
サルデザインの概念の違いおよび共通する部
分について理解を深め、さらに個々の特性・状
況を捉えるための人体寸法、姿勢・動作、心理
反応、生理反応等のデータ取得方法について
習得した上で、それらのデータをデザインに活か
すための対応手法について学ぶ。
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取り扱い、建築環境的側面から建築・デザイン
の知識・技術を学ぶ。光・色・熱・空気・水・太陽・
風・音などの人間生活を取り巻く自然環境と建
築環境とを融合させた設計・デザイン手法、パッ
シブデザイン・再生可能エネルギー・燃料電池な
どの省エネ・創エネ・蓄エネの観点から環境に配
慮した設計・デザイン手法を習得する。

●空間・住居論
住まうこととは…古代より現代に至る空間概念
の系譜をたどりながら、住まうことと、空間のあり
ようについて考察してゆく。このような視点に立
ち空間について学習・考察することによって、こ
れから切り開くべき新たな空間の可能性を模索
する。住居は建築家にとって入門であり、終生
の課題とも言われる。住まうことの本質を問い、
現在のありようを問い、そしてこれからの時代は
何を求めているのかを学習してゆく。

●空間計画
建築の計画・設計に必要な基礎的知識につい
て、次の３点を主な内容として学ぶ。まず気候や
地形などが、そこに成立する都市や建築におよ
ぼす影響や、計画上注意すべき点を確認する。
次に計画と設計のプロセスについて、空間の形
態と機能、寸法と規模の関係といった観点を含
めて学ぶ。そして、空間形成のエレメントの設計
について、人間の知覚と行動の特性も交えて、
具体的事例を通して紹介する。

●空間演出計画Ⅱ
空間演出計画Ⅰで学んだ、初源的な空間構成
要素である色・光・音の空間演出計画をもとにし
て、住宅やパブリックスペース、商環境、店舗内
空間のディスプレイを考えていく。また作庭・緑
について基本的な知識を習得する。日々進化を
遂げる空間演出の先端を具体的な事例をもと
に解説し、その考え方と手法を学ぶ。インタラク
ティブな演出や映像、水、匂い、グリーンなど五
感で感じる空間のあらゆる演出を学び、演習に
活かせる知識を習得していく。

●空間演出演習Ⅱ
空間演出計画Ⅱで学んだ知識・考え方・手法に
基づいて、空間演出のデザイン演習をする。高
度な演出技術を検討し、美しさのメカニズムや
演出効果にこだわって新しい空間表現や他分
野に通じる先端的空間表現とエクスペリエンス
な演出に挑戦していく。コンセプトを表現するた
めの演出を追求し、日進月歩の技法を研究して
いくこと、提案時には伝えることが困難な演出を
いかに表現するかというプレゼンテーションにつ
いても議論していく。

●建築デザイン論
建築デザインの実現にかかわる様々な要素、技
術およびそれらの背景となる思想について学び、
建築デザインの理解や設計に活かすことを目的
とする。近代から現代を中心とした具体的な建築
物の事例を周辺環境とのかかわりや構造形式、
機能との関係など、多様な視点からの分析によ
って学習することを通じて建築デザインへの理
解を深めるとともに、建築を設計する際に考える
べき課題とそれらを具体的に空間に反映する方
法・手法について学ぶ。

●世界建築史
私たち人類が日常生活を送ってきた都市・集落

●プロダクトデザインプロセス
デザインを製品として具体化していく上で必要と
なる要素を学習する。「家電」「通信機器」「生
活設備」「自動車」等、様々なプロダクトデザイン
分野を想定し各々の特徴ある業務プロセスや表
現技術、専門知識、必要とされる技能などを中
心に製品デザイン現場の実際を学ぶとともに、
関連する国内外の市場情報や文化情報、技術
情報等の紹介も行う。将来の進路選択も視野
に入れて、デザイン業務の現場における実際の
作業内容や作業環境への理解を深める。

●プロダクトデザイン演習Ⅰ
ドライヤーなどの家電機器を題材に、製品デザ
インの入門的な演習を行う。市場調査、機能・
構造の理解、コンセプト立案、アイデア展開、モ
デル製作・検証、プレゼンテーションに至る製品
デザイン開発のプロセスを体験し、プロダクトデ
ザイン開発に必要な知識とスキルを習得する。

●プロダクトデザイン演習Ⅱa
製品のデザイン開発を進める上での基本的な
情報収集、分析、整理に加え、具体的な検討内
容や方法、プロセスについて、課題演習を通じ
て体験的に学ぶことを目指す。特に、設定した
ユーザーの心理や行動、ライフスタイル、価値観
などへの理解をもとに発想し、ふさわしい仮説を
立てて演習する。何が求められているかに応え
る側面と、気がつかなかったけれど欲しかったと
思えるような新しい価値を発見し、提案できるよ
うな柔軟な発想とその具現化を目指す。
　
●プロダクトデザイン演習Ⅱb
製品デザインの基本的な方法を学ぶ。具体的
には既存プロダクトの体験、コンセプト立案、ア
イデア展開、スケッチによる形のバリエーション
展開、レンダリングなどのプロセスを通し、新たな
デザイン価値の創造と提示を目的とする。グル
ープワークによるコンセプト立案や、CG・CADを
利用しながら、課題演習を基本とした体験的な
学習を行う。

●ビジュアル表現基礎
表現を通してビジュアル・コミュニケーションにつ
いて学び、グラフィックデザインに必要な基礎的
素養を身につける。キャラクターデザイン、構図、
色彩、コラージュ、モンタージュ等のイラストレーシ
ョン表現と、タイポグラフィ、紙面構成、ブランディ
ング等のグラフィック表現に関する知識・技法を、
短いスパンの課題を通して修得する。本科目で身
につけた基礎力を、後期に開講されるグラフィック
デザイン演習A・B・Cでの学びへと発展させる。

●メディア産業論
様々な産業において、メディア技術の進展によ
ってどのような変化が起きたのか、ということに
ついて学ぶ。そして、それぞれの産業における具
体的なデザイン上の課題を題材にして、メディア
を活用したソリューションの提案を行う。学習の
題材として取り上げる業界は、楽器等を扱うプ
ロダクト業界、紙媒体やWeb媒体を扱うグラフィ
ックデザイン業界、空間のデザインを扱う展示
業界、様々なメディアを駆使して広告、広報、商
品企画を行う広告代理店等である。なお、本科
目は文化政策学部の研究分野との接点を持つ
ことから、授業の運営において文化政策学部と
の連携も行う。

●メディア数理造形演習
「サウンドデザイン」で学んだサウンド/音楽のプ
ログラミングを発展させて、聴覚と視覚の両方を
アルゴリズムによって生成するデザイン手法（数
理造形）を学ぶ。具体的なテーマとして、（1）サウ
ンド・プログラミング環境によるリアルタイム・マル
チメディア生成、（2）物理法則/フラクタル/カオ
スなどを活用した数理的な「美」のデザイン、（3）
自然界の物理量や人間の身体動作に対してイ
ンタラクティブに反応するシステムのデザイン手
法、（4）ビジュアル・プログラミング環境によるグ
ラフィック生成とネットワーク連携、などを学ぶ。

●モノ・コト論
豊かで快適な暮らしのためのデザインとは、いわ
ゆる製品に代表される「モノ」のみならず、それら
を通して得られる経験や物語といった「コト」が
重要な位置を占めている。そんなモノ・コトにつ
いて考え、新しい価値を提案していく上で必要
な考え方や技術、手法についての基礎を学ぶ。
人とモノとそれを取り巻く生活環境との関係を
基本に、人々の生活に潤いを与えるデザイン提
案のための基礎的能力の獲得・向上をモノ・コト
の両面からはかる。

●ものづくりのシステム
社会生活に欠かせない「もの」の意味、価値を
「ものづくり」という視点で、プロセスや取り組み
方など多角的に考察し学習する。客観的にどん
な流れになっているのか？という仕組みを知るこ
とと同時に、どんな意思を込めてものづくりをす
るのか？そしてその意図をプロセスの中でどのよ
うに一気通貫させてメッセージを劣化させずに使
い手に届けることができるのかを考える。取り上
げるテーマは地場産業、伝統工芸、少量生産、
大量生産、特注物等。

●ランドスケープ計画
20世紀後半に入り地球規模での環境を考えな
くてはならないことがようやく周知されてきた。２１
世紀は、ユニバーサルで多様性を持つ循環型
の世界のあり方が問われている。このような視
点に立って、自然と文化両面における指標であ
る景観（ランドスケープ）の価値を正しく理解し、
ランドスケープの基本的な考え方とランドスケー
プデザインの計画に関する方法論を古代から
中世、近代、現代に至るまで通時的、地中海地
域からヨーロッパ、アフリカ、インド、中国、日本に
至るまで共時的に学んでいく。

●木のデザイン
日本人は昔から木の家に住み、木を用いた家
具や道具などの木工芸品に囲まれて生活して
きた。木には様々な種類があり、色、香り、表情、
性質などが異なっているが、先人たちは木の特
性を活かして木工芸品を作ってきた。木を使い
続けてきた生活環境と素材の特徴を理解し、今
日まで受け継がれてきた木工芸の技術を学ぶ
ことで、木の持つ魅力を引き出す、新しいデザイ
ンについて考える。
　
●移動のデザイン
今日におけるパーソナルトランスポーテーション
の代表となっている自動車を中心に移動機器
についてのデザインを学ぶ。具体的な進め方と
しては、現在の社会で使われている既存プロダ
クトへの理解を深めながら、それらの背景にある
意義や課題を共有し、分析と立案のプロセスを

通して新たな問題解決や価値を個々に提案さ
せるとともに、移動機器特有の機能、構造、レイ
アウト等に触れながら、造形やデザイン表現の
技法に関する学習を行う。

●映像デザイン演習Ⅰ
3DCGは、キャラクターや背景のデザイン、ライテ
ィング、アニメーション、カメラワークなど、さまざまな
専門分野を網羅する重要な技術である。また、非
常に複雑なソフトウェア知識と手順を必要とする
分野でもある。3DCG制作の基礎から、モデリン
グ、アニメーション、レンダリング等の技術を学ぶ。
また、ゲーム制作や映像制作に関わるワークフロ
ーを履修し、各自が3DCGのプロセスの特定の部
分に焦点を当て、具体的なプロジェクトを完成させ
る技術、意識を身につける。

●映像デザイン演習Ⅱ
現代社会において映像はシングルチャンネルの
上映形態のみにとどまらず、さまざまなデバイスを
通して空間的にも展開し、偏在するスクリーンは
私たちの生活環境の一部を成している。そのよう
な環境における映像表現に必要なコンピュータ
技術、具体的には編集、合成、CG、Web映像な
どの制作技術を課題制作によって修得し、それら
をベースとして実写のショートムービー、プロモー
ションビデオ（PV）、ミュージッククリップ、インタラ
クティブムービー、XR映像等の制作を行う。

●映像技法演習
映像制作は、通常シナリオやグラフィックコンセ
プトから始まり、ポストプロダクションやサウンドデ
ザインに至るまで、複雑な長い工程を経て完成
されていく。その間に、カメラマン、アニメーター、
作曲家、モーションデザイナー、サウンドデザイ
ナーなど、様々な専門職が存在する。多様なツ
ールやソフトウェアの仕組みの理解を深め、デザ
イナー、監督として、自身のビジョンをいかにして
スクリーン上に存在させるかを学ぶ。

●映像撮影技法
実写撮影の基本となるビデオカメラと照明機材
の扱いを学習する。スタジオ撮影、オープン撮影
それぞれにおけるカメラのフレーミング（構図）や
レンズ（画角）の選択、移動撮影が生み出す効
果、あるいは照明による演出効果の違い等につ
いて実習を通して検証する。さらに映像編集の
セオリーと多彩な視覚効果を生み出すための合
成手法を体系的に学ぶことで、断片としての撮
影素材から一つの作品が成立するまでのプロ
セスについて包括的理解を深める。

●音楽情報科学
「メディア数理造形演習」で学んだマルチメディ
ア・プログラミングを発展させて、「ビジュアル・サ
ウンド」領域での作品制作につながる、センサ群
とヒューマンインターフェイスを活用したインスタ
レーション/パフォーマンスなどのメディア・アート
への展開を目指す。あわせて、（1）聴覚/視覚の
融合とマルチメディア錯覚、（2）メディア心理学
実験と認知科学、（3）音楽情報科学の世界先
端の研究、（4）作曲/編曲のための音楽理論・
コード理論についても紹介する。

●環境計画
地球環境問題、エネルギー資源の枯渇という地
球規模の課題から、持続可能な社会形成、快
適な室内環境形成という身近な課題まで幅広く

デザイン専門科目概要
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には様々な形式を持つ建築が存在してきた。ラ
ンドスケープ・都市・集落・広場・公園・街路・建
築・インテリアなど大小の規模を持つ空間を対
象に、古代から現代に至る世界の多彩な空間
造形の歴史を俯瞰する講義である。受講者はあ
る建築形式がいつどのようにして生まれ、使われ
てきたか、また各時代の背景となる社会的、地
域的条件との関係などを探究し、現代社会にお
ける意義を考察する。

●建築設計演習Ⅰ
基礎演習DⅡでの体験を展開して、より多様な
用途の建築の設計に取り組む。演習は前半と
後半から構成されており、前半は個人で進める
課題として、設定した複数の用途の中から一つ
を決定して、単体の建築物を設計し、後半では
それらをまとめてグループで一つの複合用途の
建物として再構成してデザインを行う点に特色
がある。建築の用途として、不特定多数の人が
訪れる施設を設定することによって、それらに必
要な諸室の配置についても学ぶ。

●建築法規
建築基準法および関連法規について、必要な
基礎的知識を学習するとともに、建築士として備
えるべき社会的役割と責任を理解することを目
的とする。将来一級建築士取得を目指し、建築
設計や監理の建築活動に携わる者にとって必
要な知識である建築基準法ならびにその関連法
規等を身につけるとともに、我が国の建築行政と
建築関連法規の体系とその背景を把握すること
により、建築士として備えるべき社会的責任を理
解し、実社会で活躍する人材を育成する。

●構造計画Ⅰ
空間設計の基礎知識として、構造物の構成法
や骨組みの特性を理解し、デザインの表現手法
としての構造計画を学ぶ。木構造・鉄筋コンクリ
ート構造・鉄骨構造やハイブリッド構造等の構
造種別の骨組み構成を視覚的に捉え、デザイ
ンと構造計画が密接に関係していることを理解
する。また、教材として多くの著名な建築物を構
造的視点で見ることによって、デザインと構造の
関係性を理解し、時には実際の現場を訪問・観
察することでさらに理解を深める。

●構造計画Ⅱ
先端的な建築物の実例を通して、デザインと構
造計画の関係性がいかに重要か理解を深め
る。ロングスパン構造・超高層・免震構造・制振
構造といった先端的な技術の仕組みを理解し、
設備計画と合わせたエンジニアリングの重要性
を学ぶ。また、近未来の地震・津波による大規
模災害に備えるため、地震のメカニズムを知り、
先端技術の有効性を学ぶ。さらに、全体とディ
テールの安全性を考えたデザインをすることが、
デザイナーとしての責務であることを学ぶ。

●構造力学Ⅰ
建築物や工作物・道具などの設計に必要な、デ
ザインのための構造力学の基礎を学ぶ。なかで
も建築デザインにとって、力の流れを直観的に
感じ取る構造的なセンスは欠かすことができな
い。集中荷重や等分布荷重等の簡単な荷重に
対する片持ち梁・単純梁・トラスなどの基本的な
静定構造物の応力を算定し、安定・不安定や形
体・サイズ、あるいは力の釣り合いなどの直観力
を養う。また、形態と力学的要素の関係を、多く

の実際の構造物を見ることで理解する。

●構造力学Ⅱ
建築構造物の大部分は、力の釣り合いのみで
応力を求めることができない不静定構造物であ
る。構造力学Ⅰで学んだ静定構造物は直観で力
の流れを捉えることができるが、複雑な形態を持
つ実際の建築物を力学的に直観で捉えること
は難しい。まず、外力に対するフレームの力の流
れを実感するために、外力によって構造物がど
のように変形するか視覚的に理解する。そして、
たわみ角法や固定法の原理を学び、手計算に
よって応力を求めることで不静定構造物の力の
流れに対する感覚を養う。

●建築材料
建築を構成する、木材・石・煉瓦・コンクリート・
鉄・アルミニウム・ガラス等のさまざまな建築材料
の基本的な性質を学ぶ。建築空間を適切に構
成するためには、各種素材の特徴を知りその性
質を活かす必要がある。そのためには、材料の物
理的特性を理解しなければならない。「鉄筋コン
クリート構造」等、素材の長所の組み合わせによ
って特徴ある空間が構成されることを知り、さら
に素材の視覚的な特徴、肌ざわりなどの特性と
その効果的な利用方法について学ぶ。

●施工計画
設計図に表現された建築物が、どのような手順で
施工されていくか、工程図・準備工事・仮設工事・
土工事・基礎工事・躯体工事・仕上げ工事等基
礎的な知識を習得する。施工プロセスにおける施
工計画の重要性や施工管理の方法、施工技術
の概要を学ぶ。代表的な工事種別である「鉄筋
コンクリート工事」および「鉄骨工事」の品質管
理・工程管理・安全管理等の概要や施工技術、さ
らに建物保全と長寿命化、環境配慮、引き渡しと
アフターケアについても横断的に学修する。

●商品戦略論
消費社会の変遷や現在の諸特性について理
解を深めるとともに、生産から流通、小売りに至
る商品流通の基本的な仕組みなどを概観す
る。デザインオリエンテッドな新商品企画、商品
リサーチや市場分析の基本的手法や企業のブ
ランド戦略、デザインマーケティング、セールスプ
ロモーションの実際を、大手企業や中小企業、
生活用品や業務機器等のケーススタディなど
を通じて学んでいく。国内産業を中心に扱うが、
欧米市場やアジア諸国への展開も視野に入
れていく。

●設備設計
低炭素な社会づくりとサスティナブル建築の実
現に向けた省資源・省エネルギー化を図る最先
端の技術・システムを理解し、建築・デザインの
立場から快適な環境を創造するための建築設
備の知識・技術・設計手法を学ぶ。建築におけ
る意匠・構造・設備との関わりから建築設備の
役割と責任を学び、給排水衛生設備・空調換
気設備・電気設備における基礎知識や設計・デ
ザイン手法、ならびに建築設備における実務や
建物の運用管理まで幅広い知識と技術を習得
する。
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取り扱い、建築環境的側面から建築・デザイン
の知識・技術を学ぶ。光・色・熱・空気・水・太陽・
風・音などの人間生活を取り巻く自然環境と建
築環境とを融合させた設計・デザイン手法、パッ
シブデザイン・再生可能エネルギー・燃料電池な
どの省エネ・創エネ・蓄エネの観点から環境に配
慮した設計・デザイン手法を習得する。

●空間・住居論
住まうこととは…古代より現代に至る空間概念
の系譜をたどりながら、住まうことと、空間のあり
ようについて考察してゆく。このような視点に立
ち空間について学習・考察することによって、こ
れから切り開くべき新たな空間の可能性を模索
する。住居は建築家にとって入門であり、終生
の課題とも言われる。住まうことの本質を問い、
現在のありようを問い、そしてこれからの時代は
何を求めているのかを学習してゆく。

●空間計画
建築の計画・設計に必要な基礎的知識につい
て、次の３点を主な内容として学ぶ。まず気候や
地形などが、そこに成立する都市や建築におよ
ぼす影響や、計画上注意すべき点を確認する。
次に計画と設計のプロセスについて、空間の形
態と機能、寸法と規模の関係といった観点を含
めて学ぶ。そして、空間形成のエレメントの設計
について、人間の知覚と行動の特性も交えて、
具体的事例を通して紹介する。

●空間演出計画Ⅱ
空間演出計画Ⅰで学んだ、初源的な空間構成
要素である色・光・音の空間演出計画をもとにし
て、住宅やパブリックスペース、商環境、店舗内
空間のディスプレイを考えていく。また作庭・緑
について基本的な知識を習得する。日々進化を
遂げる空間演出の先端を具体的な事例をもと
に解説し、その考え方と手法を学ぶ。インタラク
ティブな演出や映像、水、匂い、グリーンなど五
感で感じる空間のあらゆる演出を学び、演習に
活かせる知識を習得していく。

●空間演出演習Ⅱ
空間演出計画Ⅱで学んだ知識・考え方・手法に
基づいて、空間演出のデザイン演習をする。高
度な演出技術を検討し、美しさのメカニズムや
演出効果にこだわって新しい空間表現や他分
野に通じる先端的空間表現とエクスペリエンス
な演出に挑戦していく。コンセプトを表現するた
めの演出を追求し、日進月歩の技法を研究して
いくこと、提案時には伝えることが困難な演出を
いかに表現するかというプレゼンテーションにつ
いても議論していく。

●建築デザイン論
建築デザインの実現にかかわる様々な要素、技
術およびそれらの背景となる思想について学び、
建築デザインの理解や設計に活かすことを目的
とする。近代から現代を中心とした具体的な建築
物の事例を周辺環境とのかかわりや構造形式、
機能との関係など、多様な視点からの分析によ
って学習することを通じて建築デザインへの理
解を深めるとともに、建築を設計する際に考える
べき課題とそれらを具体的に空間に反映する方
法・手法について学ぶ。

●世界建築史
私たち人類が日常生活を送ってきた都市・集落

●プロダクトデザインプロセス
デザインを製品として具体化していく上で必要と
なる要素を学習する。「家電」「通信機器」「生
活設備」「自動車」等、様々なプロダクトデザイン
分野を想定し各々の特徴ある業務プロセスや表
現技術、専門知識、必要とされる技能などを中
心に製品デザイン現場の実際を学ぶとともに、
関連する国内外の市場情報や文化情報、技術
情報等の紹介も行う。将来の進路選択も視野
に入れて、デザイン業務の現場における実際の
作業内容や作業環境への理解を深める。

●プロダクトデザイン演習Ⅰ
ドライヤーなどの家電機器を題材に、製品デザ
インの入門的な演習を行う。市場調査、機能・
構造の理解、コンセプト立案、アイデア展開、モ
デル製作・検証、プレゼンテーションに至る製品
デザイン開発のプロセスを体験し、プロダクトデ
ザイン開発に必要な知識とスキルを習得する。

●プロダクトデザイン演習Ⅱa
製品のデザイン開発を進める上での基本的な
情報収集、分析、整理に加え、具体的な検討内
容や方法、プロセスについて、課題演習を通じ
て体験的に学ぶことを目指す。特に、設定した
ユーザーの心理や行動、ライフスタイル、価値観
などへの理解をもとに発想し、ふさわしい仮説を
立てて演習する。何が求められているかに応え
る側面と、気がつかなかったけれど欲しかったと
思えるような新しい価値を発見し、提案できるよ
うな柔軟な発想とその具現化を目指す。
　
●プロダクトデザイン演習Ⅱb
製品デザインの基本的な方法を学ぶ。具体的
には既存プロダクトの体験、コンセプト立案、ア
イデア展開、スケッチによる形のバリエーション
展開、レンダリングなどのプロセスを通し、新たな
デザイン価値の創造と提示を目的とする。グル
ープワークによるコンセプト立案や、CG・CADを
利用しながら、課題演習を基本とした体験的な
学習を行う。

●ビジュアル表現基礎
表現を通してビジュアル・コミュニケーションにつ
いて学び、グラフィックデザインに必要な基礎的
素養を身につける。キャラクターデザイン、構図、
色彩、コラージュ、モンタージュ等のイラストレーシ
ョン表現と、タイポグラフィ、紙面構成、ブランディ
ング等のグラフィック表現に関する知識・技法を、
短いスパンの課題を通して修得する。本科目で身
につけた基礎力を、後期に開講されるグラフィック
デザイン演習A・B・Cでの学びへと発展させる。

●メディア産業論
様々な産業において、メディア技術の進展によ
ってどのような変化が起きたのか、ということに
ついて学ぶ。そして、それぞれの産業における具
体的なデザイン上の課題を題材にして、メディア
を活用したソリューションの提案を行う。学習の
題材として取り上げる業界は、楽器等を扱うプ
ロダクト業界、紙媒体やWeb媒体を扱うグラフィ
ックデザイン業界、空間のデザインを扱う展示
業界、様々なメディアを駆使して広告、広報、商
品企画を行う広告代理店等である。なお、本科
目は文化政策学部の研究分野との接点を持つ
ことから、授業の運営において文化政策学部と
の連携も行う。

●メディア数理造形演習
「サウンドデザイン」で学んだサウンド/音楽のプ
ログラミングを発展させて、聴覚と視覚の両方を
アルゴリズムによって生成するデザイン手法（数
理造形）を学ぶ。具体的なテーマとして、（1）サウ
ンド・プログラミング環境によるリアルタイム・マル
チメディア生成、（2）物理法則/フラクタル/カオ
スなどを活用した数理的な「美」のデザイン、（3）
自然界の物理量や人間の身体動作に対してイ
ンタラクティブに反応するシステムのデザイン手
法、（4）ビジュアル・プログラミング環境によるグ
ラフィック生成とネットワーク連携、などを学ぶ。

●モノ・コト論
豊かで快適な暮らしのためのデザインとは、いわ
ゆる製品に代表される「モノ」のみならず、それら
を通して得られる経験や物語といった「コト」が
重要な位置を占めている。そんなモノ・コトにつ
いて考え、新しい価値を提案していく上で必要
な考え方や技術、手法についての基礎を学ぶ。
人とモノとそれを取り巻く生活環境との関係を
基本に、人々の生活に潤いを与えるデザイン提
案のための基礎的能力の獲得・向上をモノ・コト
の両面からはかる。

●ものづくりのシステム
社会生活に欠かせない「もの」の意味、価値を
「ものづくり」という視点で、プロセスや取り組み
方など多角的に考察し学習する。客観的にどん
な流れになっているのか？という仕組みを知るこ
とと同時に、どんな意思を込めてものづくりをす
るのか？そしてその意図をプロセスの中でどのよ
うに一気通貫させてメッセージを劣化させずに使
い手に届けることができるのかを考える。取り上
げるテーマは地場産業、伝統工芸、少量生産、
大量生産、特注物等。

●ランドスケープ計画
20世紀後半に入り地球規模での環境を考えな
くてはならないことがようやく周知されてきた。２１
世紀は、ユニバーサルで多様性を持つ循環型
の世界のあり方が問われている。このような視
点に立って、自然と文化両面における指標であ
る景観（ランドスケープ）の価値を正しく理解し、
ランドスケープの基本的な考え方とランドスケー
プデザインの計画に関する方法論を古代から
中世、近代、現代に至るまで通時的、地中海地
域からヨーロッパ、アフリカ、インド、中国、日本に
至るまで共時的に学んでいく。

●木のデザイン
日本人は昔から木の家に住み、木を用いた家
具や道具などの木工芸品に囲まれて生活して
きた。木には様々な種類があり、色、香り、表情、
性質などが異なっているが、先人たちは木の特
性を活かして木工芸品を作ってきた。木を使い
続けてきた生活環境と素材の特徴を理解し、今
日まで受け継がれてきた木工芸の技術を学ぶ
ことで、木の持つ魅力を引き出す、新しいデザイ
ンについて考える。
　
●移動のデザイン
今日におけるパーソナルトランスポーテーション
の代表となっている自動車を中心に移動機器
についてのデザインを学ぶ。具体的な進め方と
しては、現在の社会で使われている既存プロダ
クトへの理解を深めながら、それらの背景にある
意義や課題を共有し、分析と立案のプロセスを

通して新たな問題解決や価値を個々に提案さ
せるとともに、移動機器特有の機能、構造、レイ
アウト等に触れながら、造形やデザイン表現の
技法に関する学習を行う。

●映像デザイン演習Ⅰ
3DCGは、キャラクターや背景のデザイン、ライテ
ィング、アニメーション、カメラワークなど、さまざまな
専門分野を網羅する重要な技術である。また、非
常に複雑なソフトウェア知識と手順を必要とする
分野でもある。3DCG制作の基礎から、モデリン
グ、アニメーション、レンダリング等の技術を学ぶ。
また、ゲーム制作や映像制作に関わるワークフロ
ーを履修し、各自が3DCGのプロセスの特定の部
分に焦点を当て、具体的なプロジェクトを完成させ
る技術、意識を身につける。

●映像デザイン演習Ⅱ
現代社会において映像はシングルチャンネルの
上映形態のみにとどまらず、さまざまなデバイスを
通して空間的にも展開し、偏在するスクリーンは
私たちの生活環境の一部を成している。そのよう
な環境における映像表現に必要なコンピュータ
技術、具体的には編集、合成、CG、Web映像な
どの制作技術を課題制作によって修得し、それら
をベースとして実写のショートムービー、プロモー
ションビデオ（PV）、ミュージッククリップ、インタラ
クティブムービー、XR映像等の制作を行う。

●映像技法演習
映像制作は、通常シナリオやグラフィックコンセ
プトから始まり、ポストプロダクションやサウンドデ
ザインに至るまで、複雑な長い工程を経て完成
されていく。その間に、カメラマン、アニメーター、
作曲家、モーションデザイナー、サウンドデザイ
ナーなど、様々な専門職が存在する。多様なツ
ールやソフトウェアの仕組みの理解を深め、デザ
イナー、監督として、自身のビジョンをいかにして
スクリーン上に存在させるかを学ぶ。

●映像撮影技法
実写撮影の基本となるビデオカメラと照明機材
の扱いを学習する。スタジオ撮影、オープン撮影
それぞれにおけるカメラのフレーミング（構図）や
レンズ（画角）の選択、移動撮影が生み出す効
果、あるいは照明による演出効果の違い等につ
いて実習を通して検証する。さらに映像編集の
セオリーと多彩な視覚効果を生み出すための合
成手法を体系的に学ぶことで、断片としての撮
影素材から一つの作品が成立するまでのプロ
セスについて包括的理解を深める。

●音楽情報科学
「メディア数理造形演習」で学んだマルチメディ
ア・プログラミングを発展させて、「ビジュアル・サ
ウンド」領域での作品制作につながる、センサ群
とヒューマンインターフェイスを活用したインスタ
レーション/パフォーマンスなどのメディア・アート
への展開を目指す。あわせて、（1）聴覚/視覚の
融合とマルチメディア錯覚、（2）メディア心理学
実験と認知科学、（3）音楽情報科学の世界先
端の研究、（4）作曲/編曲のための音楽理論・
コード理論についても紹介する。

●環境計画
地球環境問題、エネルギー資源の枯渇という地
球規模の課題から、持続可能な社会形成、快
適な室内環境形成という身近な課題まで幅広く

デザイン専門科目概要
2024年度 カリキュラム

には様々な形式を持つ建築が存在してきた。ラ
ンドスケープ・都市・集落・広場・公園・街路・建
築・インテリアなど大小の規模を持つ空間を対
象に、古代から現代に至る世界の多彩な空間
造形の歴史を俯瞰する講義である。受講者はあ
る建築形式がいつどのようにして生まれ、使われ
てきたか、また各時代の背景となる社会的、地
域的条件との関係などを探究し、現代社会にお
ける意義を考察する。

●建築設計演習Ⅰ
基礎演習DⅡでの体験を展開して、より多様な
用途の建築の設計に取り組む。演習は前半と
後半から構成されており、前半は個人で進める
課題として、設定した複数の用途の中から一つ
を決定して、単体の建築物を設計し、後半では
それらをまとめてグループで一つの複合用途の
建物として再構成してデザインを行う点に特色
がある。建築の用途として、不特定多数の人が
訪れる施設を設定することによって、それらに必
要な諸室の配置についても学ぶ。

●建築法規
建築基準法および関連法規について、必要な
基礎的知識を学習するとともに、建築士として備
えるべき社会的役割と責任を理解することを目
的とする。将来一級建築士取得を目指し、建築
設計や監理の建築活動に携わる者にとって必
要な知識である建築基準法ならびにその関連法
規等を身につけるとともに、我が国の建築行政と
建築関連法規の体系とその背景を把握すること
により、建築士として備えるべき社会的責任を理
解し、実社会で活躍する人材を育成する。

●構造計画Ⅰ
空間設計の基礎知識として、構造物の構成法
や骨組みの特性を理解し、デザインの表現手法
としての構造計画を学ぶ。木構造・鉄筋コンクリ
ート構造・鉄骨構造やハイブリッド構造等の構
造種別の骨組み構成を視覚的に捉え、デザイ
ンと構造計画が密接に関係していることを理解
する。また、教材として多くの著名な建築物を構
造的視点で見ることによって、デザインと構造の
関係性を理解し、時には実際の現場を訪問・観
察することでさらに理解を深める。

●構造計画Ⅱ
先端的な建築物の実例を通して、デザインと構
造計画の関係性がいかに重要か理解を深め
る。ロングスパン構造・超高層・免震構造・制振
構造といった先端的な技術の仕組みを理解し、
設備計画と合わせたエンジニアリングの重要性
を学ぶ。また、近未来の地震・津波による大規
模災害に備えるため、地震のメカニズムを知り、
先端技術の有効性を学ぶ。さらに、全体とディ
テールの安全性を考えたデザインをすることが、
デザイナーとしての責務であることを学ぶ。

●構造力学Ⅰ
建築物や工作物・道具などの設計に必要な、デ
ザインのための構造力学の基礎を学ぶ。なかで
も建築デザインにとって、力の流れを直観的に
感じ取る構造的なセンスは欠かすことができな
い。集中荷重や等分布荷重等の簡単な荷重に
対する片持ち梁・単純梁・トラスなどの基本的な
静定構造物の応力を算定し、安定・不安定や形
体・サイズ、あるいは力の釣り合いなどの直観力
を養う。また、形態と力学的要素の関係を、多く

の実際の構造物を見ることで理解する。

●構造力学Ⅱ
建築構造物の大部分は、力の釣り合いのみで
応力を求めることができない不静定構造物であ
る。構造力学Ⅰで学んだ静定構造物は直観で力
の流れを捉えることができるが、複雑な形態を持
つ実際の建築物を力学的に直観で捉えること
は難しい。まず、外力に対するフレームの力の流
れを実感するために、外力によって構造物がど
のように変形するか視覚的に理解する。そして、
たわみ角法や固定法の原理を学び、手計算に
よって応力を求めることで不静定構造物の力の
流れに対する感覚を養う。

●建築材料
建築を構成する、木材・石・煉瓦・コンクリート・
鉄・アルミニウム・ガラス等のさまざまな建築材料
の基本的な性質を学ぶ。建築空間を適切に構
成するためには、各種素材の特徴を知りその性
質を活かす必要がある。そのためには、材料の物
理的特性を理解しなければならない。「鉄筋コン
クリート構造」等、素材の長所の組み合わせによ
って特徴ある空間が構成されることを知り、さら
に素材の視覚的な特徴、肌ざわりなどの特性と
その効果的な利用方法について学ぶ。

●施工計画
設計図に表現された建築物が、どのような手順で
施工されていくか、工程図・準備工事・仮設工事・
土工事・基礎工事・躯体工事・仕上げ工事等基
礎的な知識を習得する。施工プロセスにおける施
工計画の重要性や施工管理の方法、施工技術
の概要を学ぶ。代表的な工事種別である「鉄筋
コンクリート工事」および「鉄骨工事」の品質管
理・工程管理・安全管理等の概要や施工技術、さ
らに建物保全と長寿命化、環境配慮、引き渡しと
アフターケアについても横断的に学修する。

●商品戦略論
消費社会の変遷や現在の諸特性について理
解を深めるとともに、生産から流通、小売りに至
る商品流通の基本的な仕組みなどを概観す
る。デザインオリエンテッドな新商品企画、商品
リサーチや市場分析の基本的手法や企業のブ
ランド戦略、デザインマーケティング、セールスプ
ロモーションの実際を、大手企業や中小企業、
生活用品や業務機器等のケーススタディなど
を通じて学んでいく。国内産業を中心に扱うが、
欧米市場やアジア諸国への展開も視野に入
れていく。

●設備設計
低炭素な社会づくりとサスティナブル建築の実
現に向けた省資源・省エネルギー化を図る最先
端の技術・システムを理解し、建築・デザインの
立場から快適な環境を創造するための建築設
備の知識・技術・設計手法を学ぶ。建築におけ
る意匠・構造・設備との関わりから建築設備の
役割と責任を学び、給排水衛生設備・空調換
気設備・電気設備における基礎知識や設計・デ
ザイン手法、ならびに建築設備における実務や
建物の運用管理まで幅広い知識と技術を習得
する。
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●素材加工演習a・b
日本の伝統工芸・伝統建築に使用されてきた素
材あるいは現代的な素材を知り、それらの特性
に合わせて技法を応用し、作品を制作すること
で、素材に応じた造形を学ぶ。鍛金、鋳金、彫
金、陶芸、ガラス、プラスチック、木工芸、染織の
8技法の中から選択して体験することで、その素
材や技法の魅力を発見することを目標とする。
　
●地域計画論
行政施策としての「計画」の概念を論じるととも
に、様々なジャンル別の地域計画の考え方を理
解する。特に、都市や農山村など地理的な立地
条件の違いや、歴史的経緯などを踏まえた地域
計画を概説し、そこで果たしてきた「計画」の意
味、主体、可能性と限界などについて、具体的
な事例を取り上げながら考える。また、戦後日本
の国土・地域・都市の計画の系譜をたどり、その
延長線上で、環境、自然、歴史・文化などの今日
的課題に対応した地域計画論の方向性につい
ても言及する。

●都市デザイン論
都市・地域とその環境について、具体的事例を
通じて学び、デザイン手法を身につけることによ
り、良好な都市・地域環境、生活環境の創造に
活かすことを目的とする。都市や地域、生活環
境をその構成や成立背景等様々な視点から理
解し、また、それらの成り立ちの原理や手法を学
習する。これらの学習を通じて、都市・地域の景
観や生活環境づくりに際し、考えるべき課題を
見極め、それらを計画に反映する方法を考察し
ていく。

●日本伝統建築
日本の伝統建築は、古代、中世、近世、近代とそ
の時代の歴史や文化を背景に様式を確立し、
継承してきた。その建築様式と技術の歴史、さら
に建築を構成する木材や石材、漆、鉄、紙等の
材料や、建築を造り上げてきた鑿、鉋、鋸等の道
具について幅広く学ぶ。また文化財政策の歴
史と現状、伝統建築の保存・修理・活用に関し
ても理解を深め、静岡県の文化資産ともいえる
伝統建築のあり方も考える。

●テキスタイル概論
人類は太古の誕生間もない頃から自然界にあ
る繊維をまとい、やがて自ら織り、染めてきた。衣
服としてだけでなく居住環境にも応用すること
で、生活を豊かに、快適に、美しいものにしてき
た。そのような人と繊維の関係に関する歴史、
文化、技術、産業の変遷を通してテキスタイルに
対する理解を深めるとともに、新たなテキスタイ
ルの可能性について学ぶ。

●匠造形演習
素材加工演習の体験をもとに、鍛金、彫金・装
飾金物、陶芸、木工芸（漆）、染織の5技法から
自分に合った1技法を選択して、作品の制作に
取り組む。専門的な技法や道具の扱い方を学
ぶことで造形能力をさらに高め、素材を活かした
新たな造形の可能性についても考える。

●伝統建築技術演習
日本伝統建築を学ぶには、近世・近代まで継承さ
れてきた建築の基礎を理解することが基本であ
る。伝統建築の実測調査と図面作成の演習に
よって、構法や意匠について学ぶ。さらに伝統建

築に関わる匠（技能者）の技の実演と体験から、
受け継がれてきた技能・技術に関する理解を深
化させ、新しい創作においても、文化財保存にお
いても、匠と協働するための素養を身につける。

●木造建築演習
日本の風土から生まれた木造建築の空間・意匠
等の様々な特徴を理解し、木造建築の構法と
大工技術について学ぶ。また、文化財建造物・
木造住宅の耐震化については大きな課題であ
り、木造建築の構造や耐震化についても理解を
深める。最終的に木造建築の設計課題を通し
て木造建築の構法と特徴を理解し、森林国日
本における建築のあり方について考える。

●領域専門演習（領域1、2、3、5、6）＊
本演習では学生が所属する領域に関係する基
礎的なデザイン知識や方法の深化を目的とす
る。所属領域におけるテーマや課題を選び、各
担当教員の指導のもとでテーマに即した調査
検討や課題制作等を通じて、既習の知識・方法
について展開・応用する手法を学ぶ。これまで
に履修した講義や演習の成果を応用する第一
歩であるとともに、「総合演習Ⅰ」につながる自発
的な研究および制作のための予行演習の位置
づけである。

●総合演習Ⅰ（領域1、2、3、5、6）＊
本演習では、3年前期までに修得したデザイン
に関する知識・技術・経験に基づき、個人の創
意と工夫により、各領域に関係するテーマや課
題を企画・立案し、担当指導教員の指導のもと
で、演習形式として研究・制作する。これまでに
履修した講義や演習の成果の応用篇であると
ともに、「総合演習Ⅱ」および「卒業研究・制作」
へつながる前段階の自発的な研究および制作
演習である。より高度で専門的な能力を、各学
生が個別に修得するプロセスと位置づける。

●総合演習Ⅱ（領域1、2、3、5、6）＊
本演習では、3年後期までに修得した知識・技
術・経験に基づき、個人の創意と工夫により、各
領域に関係するテーマや課題を企画・立案し、
担当指導教員の指導のもとで、「総合演習Ⅰ」
の経験を踏まえてさらに高度な演習形式として
研究・制作する。これまでに履修した講義や演
習の成果の具体的な応用篇であるとともに、
「卒業研究・制作」へつながる前段階として、テ
ーマの企画、立案、日程管理、予備的実験およ
び試作などを行う自発的な研究および制作演
習である。高度で専門的な能力を修得する学習
プロセスの最終的な段階と位置づける。

●建築設計演習Ⅱ（領域4）＊
１年・２年・３年を通して学んできた空間である都
市、建築、インテリア、地域環境、景観を対象と
して、担当教員が設定する複数のテーマから課
題を選択し、設計を行うことによって、これ以降
の総合演習で取り組む各自の専門的な課題の
探求の導入的な位置づけを持つ。この演習で
は、よりテーマに沿った分析と思考が求められる

が、完成作品については担当教員全員が講評
を行うことにより、各分野とは異なる分野からの
視点も学ぶ。

●建築設計総合演習Ⅰ（領域4）＊
総合演習Ⅰは、領域の全教員がそれぞれ設定し
た課題からテーマを選択することによって、設計
演習Ⅱで取り組んだ専門領域の課題について、
より多様で深い内容からの考察を行う内容とな
っており、この考察を通じて、課題への幅広い対
応力を身につける。課題の選択について、設計
演習Ⅱ、総合演習Ⅰ、総合演習Ⅱでの専門領域
の統一は求められないが、思考の過程や作品
の中で、各自が社会的問題や人間性への考察
を行うことが重要なポイントとなる。

●建築設計総合演習Ⅱ（領域4）＊
建築・環境デザインは社会的な行為であり、デ
ザインそれのみが社会的、経済的な文脈から孤
立して成立することはありえない。ここでは、これ
まで大学の講義や演習で学んできたそれらの一
般的な諸相をベースとしながら、各自の問題意
識や今日的な問題をテーマとして設定し、関連
する分野の教員の指導のもと、それらの問題と、
建築・環境のあり方の関係をまとめたレポートを
作成する。4年間の集大成となる卒業研究・制
作の前段階に位置づけられる演習である。

●卒業研究・制作
4年間の総合的な学習効果を自分の選んだテ
ーマで作品または論文とする。１）卒業研究・制
作テーマ設定、２）既存の関連研究・デザイン情
報の収集、３）研究・制作方法の決定と資料の
収集、４）研究・制作、５）研究・制作の結果得ら
れた成果に対する考察の手順で研究を遂行す
る。演習Ⅱで捉えた問題意識や創造的思考をも
とにテーマを企画立案し、期間内に遂行するこ
とで、学年末に最終作品または卒業論文の形
にまとめるとともに発表を行う 。

デザイン専門科目概要

＊ 領域1／デザインフィロソフィー領域　領域2／プロダクト領域　領域3／ビジュアル・サウンド領域
 領域4／建築・環境領域　領域5／インタラクション領域　領域6／匠領域
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専門科目 領域専門

専門科目 卒業研究



Webへのご案内

公式サイトでSUACの最新情報をチェック。
https://www.suac.ac.jp/

2次元コードをスマホ・携帯電話で読み込むと
Webサイトをご覧いただけます。

各学部の学びや学生生活をはじめ、入学試験や最新イベント

情報、オープンキャンパスなど受験生に役立つ情報を満載し

ています。本誌とあわせてぜひご覧ください。

公式SNSアカウント

「静岡文化芸術大学公式twitterアカウント」では、
大学からのお知らせやイベント情報を随時お届けしています。

本学公式
Twitterアカウント
@suac_official 

「静岡文化芸術大学入試室LINE公式アカウント」では、
本学の入試情報や進学説明会情報、学生生活の様子などを発信しています。

本学入試室公式
LINEアカウント
@ycp2163i
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アクセス

※本学へお越しの際は、公共の交通機関をご利用ください。

遠鉄バス（約10～15分間隔で運行しています）

浜松駅北口バスターミナル10番のりば→バス停「文化芸術大学」下車

◎JR浜松駅より徒歩15分   ◎遠州鉄道「遠州病院駅」下車、徒歩8分

静岡県

浜松

84分85分
77分

20分30分

※JR東海Webサイトにて検索。乗り換え時間等は含みません。
※各駅より新幹線「ひかり」号利用

東海道新幹線

新大阪 名古屋 静岡 品川 東京

那覇
約130分

出雲
約70分

鹿児島
約95分

熊本
約85分

福岡
約85分

新千歳／丘珠
約110分

航空機をご利用の場合

新幹線をご利用の場合 浜松駅からバスをご利用の場合

富士山静岡空港

浜松市

SUAC

N

※浜松駅北口バスターミナル10番のりばから出ているバスは、「文化芸術大学」　
　バス停を通ります。ただし、系統番号2番を除きます。

静岡県
浜松総合庁舎

JR東海道新幹線・JR東海道本線

遠
州
鉄
道
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