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大
学
博
物
館
を
大
学
教
育
に
活
用
す
る

村
　
田
　
麻
里
子

　

関
西
大
学
で
の
教
員
歴
は
今
年
に
入
っ
て
ち
ょ
う
ど
十
年
に
な
る
。
し
か
し
、

今
回
の
社
会
学
部
五
十
周
年
記
念
展
を
手
掛
け
る
こ
と
に
な
っ
て
、
学
部
の
歴
史

も
、
大
学
の
歴
史
も
、
初
め
て
し
っ
か
り
と
学
ぶ
機
会
を
得
た
。

　

社
会
学
部
の
誕
生
か
ら
現
在
ま
で
を
追
う
こ
の
展
覧
会
は
、
学
生
た
ち
に
と
っ

て
も
、
自
分
の
大
学
や
学
部
の
歴
史
を
知
る
格
好
の
場
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
、
学
芸
員
課
程
の
一
環
と
し
て
博
物
館
実
習
を
受
講
し
て
い
る
文
学
部
以
外

の
学
生
が
、
博
物
館
・
年
史
編
纂
室
と
関
わ
り
を
持
つ
機
会
は
少
な
い
の
が
現
状

だ
。
特
に
社
会
学
部
の
あ
る
第
三
学
舎
は
、
博
物
館
・
年
史
編
纂
室
と
距
離
が
離

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
学
生
た
ち
に
展
示
を
み
る
と
い
う
習
慣
が
な
い
こ

と
も
あ
り
、
彼
ら
が
自
主
的
に
足
を
運
ぶ
こ
と
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
。
そ
こ

で
、
担
当
し
て
い
た
一
年
生
の
「
基
礎
研
究
Ⅰ
」
で
、
展
示
を
活
用
し
な
が
ら
大

学
や
学
部
の
歴
史
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
実
践
を
考
え
て
み
た
。

　
「
基
礎
研
究
Ⅰ
」
は
、
社
会
学
部
に
入
学
し
た
一
年
生
が
ま
ず
受
講
す
る
ゼ
ミ
形

式
の
必
修
科
目
で
、
大
学
で
学
ぶ
作
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

今
回
は
、
こ
の
授
業
の
一
環
と
し
て
、
学
生
た
ち
に
、
展
示
鑑
賞
の
際
に
来
館
者

が
利
用
で
き
る
「
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
学
習
シ
ー
ト
）」
を
作
成
し
て
も
ら
う
こ
と
に

し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
学
習
シ
ー
ト
）
と
は
、
博
物
館
等
の
展
示
を
鑑
賞
す
る

際
に
、
作
品
や
展
示
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
手
助
け
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
も

の
で
、
ク
イ
ズ
形
式
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
今
回
の
作
業
は
、
よ
り
主
体

的
に
大
学
と
学
部
の
歴
史
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
る
と
同

時
に
、
メ
デ
ィ
ア
（
媒
体
）
を
つ
か
っ
て
発
信
す
る
こ
と
の
意
味
や
目
的
、
そ
れ

を
届
け
る
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う
よ
い
機
会
に
な
る
と
考
え

た
（
学
生
達
は
「
メ
デ
ィ
ア
専
攻
」
に
所
属
し
て
い
る
）。

　

表
1
が
課
題
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
授
業
一
五
週
の
う
ち
、
三
分
の
一
に

あ
た
る
五
週
分
を
あ
て
た
が
、
時
間
内
で
は
当
然
終
わ
ら
な
い
た
め
、
学
生
た
ち

は
授
業
時
間
外
に
も
作
業
を
し
た
。

　

年
史
編
纂
室
で
は
、
企
画
展
「
人
と
社
会
を
み
つ
め
て
―
関
西
大
学
社
会
学

部
50
年
の
あ
ゆ
み
」
と
同
時
に
、
常
設
展
で
あ
る
「
関
西
大
学
の
あ
ゆ
み
」
を
開

催
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
二
室
あ
る
展
示
室
の
そ
れ
ぞ
れ
に
一
面
ず
つ
使
っ
て
、

表
裏
一
枚
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
企
画
に
は
、
年

史
編
纂
室
の
学
芸
員
で
あ
る
熊
博
毅
さ
ん
・
伊
藤
信
明
さ
ん
の
二
名
が
全
面
協
力

し
て
く
だ
さ
っ
た
。
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基礎研究Ⅰ　第 6週～第10週「大学の歴史を知る」

◎ �「関西大学のあゆみ」展および「人と社会をみつめて―関西大学社会学部50年のあゆ

み」展の展示室で使えるワークシート（学習シート）を各グループで 1 枚つくる。

書式：A4 裏表 1 枚　OR　A3 裏表 1 枚

対象：関西大学博物館および年史資料展示室の来館者（主に成人）向け

　　　※ただし、実際には高校生や関大生が使う可能性も高い。

条件：

①　各展示、片面ずつを目安とする。質問（文字）は多すぎず、少なすぎず配置すること。

②　�博物館全体に触れてもよいが、ワークシートが年史資料展示室に置かれる（つまりこ

こで使用される）ことに留意して作成すること。

③　�ワークシート全体としての方針（テーマ）をたて、何を考えてもらいたいのかはっき

りさせること（ばらばらと無関係な質問を箇条書きにしないこと）。

④　各面、最低 1 点は展示物（あるいは展示パネル）の写真をいれること。

⑤　白黒コピーに耐えうるものにすること。

⑥　�展示がよりよく鑑賞・理解できることを手助けするものとして位置づけること。展示

室でわからない情報は載せないこと。

⑦　利用者の意欲を引き出すような、魅力的なレイアウトを心がけること。

スケジュール：

第 6 週　ギャラリートーク

第 7 週　各グループ、作業　→質問は年史編纂室の熊さん・伊藤さんまで

第 8 週　各グループ、ワークシートの方針を報告。その後、作業。

　　　　※来週の授業までに電子データ（貼付ファイル）で村田宛に送ること。

第 9 週　完成品の配布

　　　　※各自で展示室に出かけ、それぞれのワークシートを試しておくこと。

第10週　授業冒頭に投票

　　　　※学生・村田は 1 点、熊さん・伊藤さんは各 2 点で投票し集計する。

　　　　※もっとも点数の多かったグループのワークシートを展示室に設置してもらう。

表 1
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学
生
た
ち
は
六
人
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
作
業
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
ず
、
い

く
つ
か
の
博
物
館
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
見
本
を
み
な
が
ら
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は

「
視
点
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
い
ざ
博
物
館
見
学
へ

（
写
真
1
～
5
）。
学
芸
員
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を
と

り
、
自
分
た
ち
な
り
に
気
に
な
る
点
や
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
箇
所
を
み
つ
け
た
。
そ

の
後
、
撮
影
し
て
き
た
写
真
と
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
に
ら
め
っ
こ
し
、
再
び
展
示
室

に
足
を
運
び
、
議
論
を
重
ね
、
学
芸
員
・
教
員
と
も
相
談
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

作
業
を
進
め
た
。
最
終
的
に
は
以
下
の
六
案
が
出
揃
っ
た
（
写
真
6
）。

①　
「
人
が
創
る
関
西
大
学
」

②　
「
数
字
で
み
る
！
関
西
大
学
」

③　
「
マ
ッ
プ
で
広
が
る
博
物
館
」

④　
「（
表
）
関
西
大
学 

初
め
て
の
○
○
／（
裏
）
変
化
で
追
う
社
会
学
部
」

⑤　

�「（
表
）
関
大
か
ら
世
界
へ 

関
大
が
誇
る
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
選
手
た
ち
／

（
裏
）
社
会
学
部
の
こ
れ
ま
で
」

⑥　
「
み
ん
な
落
ち
着
い
て
解
き
や
～
in�

関
西
大
学
」

　

こ
れ
ら
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
全
員
に
配
布
さ
れ
、
学
生
た
ち
は
各
自
で
シ
ー
ト

を
持
っ
て
展
示
室
を
ま
わ
っ
た
う
え
で
、
投
票
に
臨
ん
だ
。
ま
た
学
芸
員
二
人
に

も
目
を
通
し
て
も
ら
い
、
投
票
に
加
わ
っ
て
も
ら
っ
た
。
投
票
の
際
に
は
、
投
票

者
全
員
に
投
票
理
由
（
よ
か
っ
た
点
）
と
改
善
点
を
書
い
て
も
ら
い
、
す
べ
て
読

み
上
げ
て
共
有
し
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
は
、
関
大
の
創
設
者
や
、
関
大
及
び
社
会
学
部
出
身
の
有
名

人
な
ど
、「
人
」
に
焦
点
を
当
て
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
あ
る
。
②
は
、
た
と
え
ば
創

立
記
念
日
、
創
設
者
数
、
学
部
数
、
男
女
比
な
ど
、
数
字
を
軸
に
展
示
を
読
み
解

く
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
あ
る
。
①
、
②
ど
ち
ら
も
、
人
、
数
字
と
い
う
軸
を
立
て
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
学
生
か
ら
も
「
関
大
の
歴
史
も
学
部
の
歴
史
も
全
て
数

字
で
問
題
が
つ
く
ら
れ
て
い
て
統
一
感
が
あ
っ
た
」「
問
題
を
解
く
た
め
に
見
る
べ

き
場
所
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
か
ら
ま
ん
べ
ん
な
く
展
示
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。
③「
マ
ッ
プ
で
広
が

る
博
物
館
」
は
部
屋
の
地
図
に
沿
っ
て
穴
埋
め
を
し
て
い
く
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な

つ
く
り
な
が
ら
、
最
多
票
を
獲
得
し
た
。「
マ
ッ
プ
が
軸
に
な
っ
て
い
て
ど
こ
に
何

が
あ
る
か
明
確
で
わ
か
り
や
す
い
。
内
容
・
情
報
量
が
多
い
の
に
、
ど
れ
も
簡
潔

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
」「
単
に
マ
ッ
プ
を
掲
載
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
所
々
に

お
す
す
め
す
る
と
こ
ろ
や
説
明
を
加
え
て
い
て
、
巡
り
や
す
く
す
る
工
夫
が
さ
れ

て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
」
な
ど
、
地
図
で
あ
る
こ
と
の
効
果
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

が
寄
せ
ら
れ
た
。
実
際
に
、
展
示
室
の
空
間
を
、
手
元
の
シ
ー
ト
と
つ
き
あ
わ
せ

て
把
握
す
る
の
は
、
案
外
難
し
い
作
業
で
あ
る
。
④
、
⑤
は
表
と
裏
の
共
通
テ
ー

マ
を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
④
の
表
面
は
関
西
大
学
初
め
て
の
学
舎
や

初
め
て
の
部
活
動
な
ど
、「
初
め
て
」
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
、
ひ
と
つ
の
軸
が

立
っ
て
い
る
。
⑤
の
グ
ル
ー
プ
は
、
表
面
を
ス
ポ
ー
ツ
、
し
か
も
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス

ケ
ー
ト
の
コ
ー
ナ
ー
に
絞
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
つ
く
っ
た
。
今
回
こ
ち
ら
が
出

し
た
条
件
か
ら
す
れ
ば
テ
ー
マ
を
絞
り
す
ぎ
だ
が
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
し
て
は
あ

り
だ
ろ
う
。
学
生
た
ち
か
ら
も
「
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
絞
っ
て
い
て
面
白
い
」「
ク
イ
ズ

と
説
明
の
割
合
が
ち
ょ
う
ど
良
く
、
飽
き
ず
に
楽
し
め
る
と
思
い
ま
し
た
」
な
ど

の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。
最
後
に
⑥
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
貫
く
テ
ー
マ
を
み

つ
け
き
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
絵
や
写
真
を
多
用
し
た
賑
や
か
な
シ
ー
ト
に
な
っ

た
。
ま
た
長
い
学
部
紹
介
が
自
分
た
ち
の
言
葉
で
書
か
れ
て
お
り
、
ワ
ー
ク
シ
ー
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ト
と
い
う
よ
り
は
、
解
説
シ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の
が
出
来
上
が
っ
た
。「
イ
ラ
ス
ト

を
入
れ
て
い
て
読
み
た
く
な
る
」「
問
題
を
解
い
た
後
に
、
関
大
に
つ
い
て
知
ら
な

か
っ
た
事
が
分
か
っ
た
気
が
し
た
」
と
、
一
定
の
票
を
集
め
た
。

　

ま
た
、
学
芸
員
の
熊
さ
ん
、
伊
藤
さ
ん
と
も
に
、
③「
マ
ッ
プ
で
広
が
る
博
物

館
」
を
押
し
た
。
以
下
は
、
熊
さ
ん
が
あ
わ
せ
て
寄
せ
て
く
れ
た
コ
メ
ン
ト
の
抜

粋
で
あ
る
。

　

私
が
よ
い
な
と
思
っ
た
の
は
「
マ
ッ
プ
で
広
が
る
博
物
館
」
で
す
。
表
裏

と
も
に
展
示
室
の
見
取
り
図
が
入
れ
ら
れ
、
見
ど
こ
ろ
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
が

示
さ
れ
て
い
る
点
は
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
手
に
し
て
展
示
を
見
る
人
に

も
分
か
り
や
す
い
ガ
イ
ド
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。
質
問
の
内
容
も
、

実
際
に
こ
の
シ
ー
ト
を
手
に
し
な
が
ら
回
っ
て
み
る
と
比
較
的
簡
単
に
解
答

を
見
つ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
パ
ネ
ル
の
解
説
を
読
ま

せ
る
良
い
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
常
設
展
示
室
の

シ
ー
ト
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
Ｑ
1
か
ら
Ｑ
3
が
ど
こ
に
置
か
れ
て
い
る

の
か
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
質
問
を
配
置
す
る
場
所
や
全
体
の
デ
ザ

イ
ン
に
は
工
夫
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
企
画
展
示
室
の
方
の
ワ
ー
ク
シ

ー
ト
は
、
こ
こ
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
が
、
質
問
と
と
も
に

適
切
に
示
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
、
あ
く
ま
で
も

展
示
を
見
る
人
に
、
こ
ち
ら
が
知
ら
せ
た
い
情
報
を
ど
の
よ
う
に
誘
導
し
て

い
く
の
か
、
と
い
う
点
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う

い
う
視
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
表
裏
と
も
に
よ
く
考
え
て

作
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
れ
以
外
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
も
努
力
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
感

じ
取
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
た
と
え
ば
質
問
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
シ
ー
ト
、

こ
れ
は
初
め
て
展
示
室
を
訪
れ
た
人
に
と
っ
て
は
ど
の
解
説
パ
ネ
ル
を
読
め

ば
い
い
の
か
、
ど
こ
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
、
モ
ノ
資
料
と
し
て
は
何

が
特
徴
的
な
の
か
と
い
っ
た
あ
た
り
が
理
解
し
に
く
く
、
結
果
と
し
て
展
示

を
理
解
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
に
な
り
き
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
、
展
示
を
見
る
人
が
展
示
内
容
を
理
解
す
る
手

助
け
に
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
役
割
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
あ
る
程
度
の
情
報
提
供
は
必
要
で
す
。
質
問
だ
け
だ
と
ど
こ
を

見
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
結
果
と
し
て
解
説
を
読
む
こ
と
す
ら
ス
ル
ー

し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

（
…
略
…
）

　

年
史
編
纂
室
で
働
く
私
た
ち
も
、
今
回
学
生
さ
ん
た
ち
が
作
る
ワ
ー
ク
シ

ー
ト
を
初
め
て
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
学
生
目
線
、
若
い
人
の
考
え
と

い
う
の
は
こ
う
い
う
も
の
か
と
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
意
味
で
は
、
と
て
も
楽
し
い
、
よ
い
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
授
業
の
担
当
教
員
の
み
な
ら
ず
、
学
芸
員
が
熱
心
に
関
わ
っ
て
く

れ
た
こ
と
で
、
学
生
た
ち
も
そ
れ
に
応
え
る
べ
く
、
主
体
的
に
作
業
を
こ
な
し
て

い
た
よ
う
に
思
う
。
な
お
、
も
っ
と
も
投
票
数
の
多
か
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
は
、
展
示
室
に
お
い
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め
、
③
「
マ
ッ
プ

で
広
が
る
博
物
館
」
だ
け
は
、
再
度
手
を
い
れ
、
最
終
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
状

態
で
展
示
室
に
置
い
て
も
ら
っ
た
（
図
1
～
2
）。

　

最
後
に
、
こ
の
作
業
全
体
に
対
す
る
学
生
た
ち
の
感
想
を
、
い
く
つ
か
紹
介
し

て
お
こ
う
。
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図 1

図 2

 
 

拡充期            
昭和 45 年～昭和 61 年     

（１９７０年~１９８６年）  

Q５:「世紀の発見」といわれる  

彩色壁画が見つかった場所は？ 

A： 

 
 

 
 

 

歴史についての映像が流れます 

 

 

社 

学 

へ 

入口 

発展期 
大正 11 年～昭和 20 年 
（１９２２年～１９４５年） 

◎千里山キャンパス誕生 

Q４:大学へと昇格した日は？ 

A:    年   月   日 

飛躍期                    
昭和 20 年～昭和 30 年        
（１９４５年～１９６９年）   
      
◎1969 年に関西大学でも大学紛争 

が起こる。 
 

揺籃期 
明治 19 年～大正 11 年 
（１８８６年～１９２２年） 
 
◎関西大学の前身となる専門学校  

の誕生 

押して

みてね 

歴史を感じるゾーン 

拡充期                      
昭和 45 年～昭和 61 年    

（１９７０年~１９８６年）

飛躍期                                      
昭和 20 年～昭和 30 年       

（１９４５年～１９６９年）  

~Let’sLet’s expedition~ 

スポーツでの活躍 

Q６:2 名のフィギュアスケートで活躍されている（いた）方のサインがお

いてあります。誰と誰のもの？ 

A: 

Q1:関西大学と呼ばれるようになるまでは、

何と呼ばれていた？ 

A: 

Q2:創立記念日はいつ？ 

A:    月   日 

いらっしゃいませ。 

関西大学の博物館へようこそ！！ 

こちらの面では年史資料展示室に

ついて紹介します。 

クイズのついたワークシート形式

となっておりますので、館内で答

えを探し出してみてください。 

答えは裏面の下にあります。 

関西大学の創立者たち 関西大学の創立者たち

ませ。

裏面は社会学部について 

Q3:この銅像の人物は創立者の中で誰？ 

A: 

学舎の変遷のパネル

があるよ 

水筒や角帽があるよ 
資料があるから

読んでみてね 

関大の創立

者は多い 

～社会学部答え～1.基礎社会学 2.文学部新聞学科 3.村野藤吾 ４.行動観察室 5.いしいひさいち 

このワークシートは関西大学社会学部メディア専攻 1 年の学生たちが「基礎研究 I」で作成した

ものです。観覧の際にご活用くだされば幸いです。   

 
            

構想まで 9 年の 
月日がかかる 

半年以上 
混乱状態が続く 

入口 
 

社会学部のポスター 
有名なキャラクターが 
描かれているよ 
探してみよう！ 

入口
社会学専攻 
 
Q1. 専攻の教員全員で 
執筆されている 
ユニークな教科書の題名は？ 
 

A.               

パンフレットや資料があります 
ぜひ、手に取ってみてね！ 

活躍する卒業生 
 
Q5. 在学中にデビューした 
漫画家は誰でしょう？ 
 

A.                        
 

作成者 
西原 優衣 
濵野 優里 
冨家 愛弓 
本田 美緒 
 

メディア専攻 
 
Q2. メディア専攻の元になった 
学部・学科は何という名前でしょう？ 
 

A.                        
 

 

社会学部学舎の充実 
 
Q3. 社会学部 1 号館を設計した建築家 
は誰でしょう？ 
 

A.               
 

～裏面の答え～ １.関西法律学校 2.明治19(1886)年11月4日 3.小島 惟謙 4. 6月 5日 5.高松塚古墳 6.宮原 知子・ 高橋 大輔 

社会学部 年を感じるゾーン 

 現在の社会学部 

社会学部のポスター

答えはこの面の 
裏にあるよ！ 

大学紛争 社会学部の誕生 

教育の成果 
 
Q4. 心理学系の実験に 
用いるために設置された 
実習室の名前は？ 
 

A.              

情報化と国際化が進む 学舎の増築がすすみ 
実験や実習授業が充実 

教育の飛躍 

社会学部年表 

 

社
会

学
部

学
舎

の
充

実
 

研究の成果 

ごあいさつ 

y130062
テキストボックス
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「
班
に
よ
っ
て
質
問
が
全
く
異
な
る
こ
と
や
、
テ
ー
マ
が
違
う
こ
と
で
様
々
な

着
眼
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
感
じ
た
。
さ
ら
に
レ
イ
ア
ウ
ト
で
見

方
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
も
気
付
き
、
一
見
す
る
と
普
通
の
ポ
ス
タ
ー
や
資

料
も
、
本
当
に
一
番
み
や
す
い
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
直
す
機
会

に
も
な
っ
た
。」

「
作
業
を
し
て
み
て
、
膨
大
な
情
報
の
中
か
ら
自
分
た
ち
が
必
要
な
情
報
を
取

捨
選
択
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
感
じ
た
。
特
に
、
バ
ラ
バ
ラ
で
は
な
く
、
テ

ー
マ
・
タ
イ
ト
ル
に
合
っ
た
も
の
、
と
条
件
が
つ
く
こ
と
で
さ
ら
に
絞
ら
れ
、

ま
た
解
く
側
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
私
自

身
は
苦
手
な
分
野
だ
と
全
体
を
通
し
て
感
じ
た
。」

「
沢
山
の
情
報
の
中
か
ら
、
ど
う
い
う
視
点
に
し
ぼ
っ
て
よ
り
具
体
的
に
広
く

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
る
の
が
大
変
で
し
た
。
ま
た
、
あ
ま
り
形

式
的
す
ぎ
て
も
、
読
み
手
は
飽
き
て
し
ま
う
し
、
か
と
い
っ
て
浅
い
内
容
に

な
っ
て
も
魅
力
が
伝
わ
ら
な
い
の
で
、
そ
の
度
合
い
が
難
し
か
っ
た
で
す
。

限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
ど
れ
だ
け
深
く
広
い
内
容
を
伝
え
る
た
め
の
レ
イ
ア

ウ
ト
が
で
き
る
か
が
大
切
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
私
た
ち
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

の
テ
ー
マ
は
「
人
」
で
し
た
が
、
社
会
学
部
と
関
西
大
学
と
い
う
異
な
る
視

点
か
ら
「
人
」
と
い
う
同
じ
テ
ー
マ
で
一
貫
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
少
し
苦
労
し

ま
し
た
。
あ
と
、
意
外
と
ウ
ェ
ブ
に
は
過
去
の
資
料
や
情
報
が
少
な
い
と
感

じ
ま
し
た
。」

　

こ
の
よ
う
に
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
意
図
や
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス

に
つ
い
て
ひ
と
し
き
り
考
え
た
コ
メ
ン
ト
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
ウ
ェ
ブ
に
大
学

や
学
部
の
過
去
の
情
報
が
な
い
と
い
う
指
摘
は
、
今
後
の
大
学
運
営
の
参
考
に
し

た
い
。
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
で
あ
っ
た
、
大
学
や
学
部
の
歴
史
を
知
る
と

い
う
点
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
言
及
が
あ
っ
た
。

「
作
業
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
自
分
自
身
が
関
西
大
学
の
歴
史
や
学
生
生
活
の

変
化
に
つ
い
て
よ
り
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。」

「
今
回
の
よ
う
な
機
会
が
な
け
れ
ば
、
関
西
大
学
の
歴
史
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と

は
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
、
自
分
の
通
っ
て
い
る
大
学
に
つ
い
て
知
る
こ
と

が
で
き
て
い
い
経
験
に
な
っ
た
。
関
西
大
学
は
非
常
に
歴
史
の
あ
る
大
学
だ

と
感
じ
た
。
と
同
時
に
、
人
に
伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ
も
感
じ
る
こ
と
が
で

き
た
。」

　

今
回
の
実
践
は
、
来
館
者
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
作
成
と

い
う
点
に
お
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
全
く
不
十
分
で
あ
る
。
仮
に
こ
れ
が
博
物
館

教
育
の
授
業
で
あ
れ
ば
、
現
行
の
シ
ー
ト
を
、
も
っ
と
来
館
者
の
視
点
か
ら
精
査

し
、
さ
ら
に
精
度
を
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
目
的
は
、
学

生
た
ち
が
大
学
の
歴
史
を
知
る
こ
と
と
、
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
受
け
手
を
想
定
し

て
自
分
た
ち
で
工
夫
を
こ
ら
す
、
と
い
う
点
に
あ
り
、
こ
の
目
的
は
あ
る
程
度
達

せ
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

（
む
ら
た　

ま
り
こ
・
関
西
大
学
社
会
学
部
教
授
）




