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食文化
歴史・絵図

地理学科で学べるトピック① 地理学科で学べるトピック②

奈良の自然環境が
そうめんを作った？

大きな古地図

奈良には
氷の神様がいる？

町と町を結ぶ道は、
今もそれほど変わらない？
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環境・防災
都市・まちづくり

地理学科で学べるトピック③ 地理学科で学べるトピック④

マングローブの根は
なぜ不思議な形？

大都市と、川沿いの再開発

地球温暖化で
氷河は減る？増える？

大都市神戸の真ん中に
シャッター街？
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農村・農業
交通・観光

地理学科で学べるトピック⑤ 地理学科で学べるトピック⑥

山間では獣害よけの
ネットがみられる

大阪と名古屋を結ぶ
最短コースの鉄道

なだらかな斜面に広がる
オリーブ畑とブドウ畑

鉄道好きの皆さん！
解説してください。
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GIS

地理教育

地理学科で学べるトピック⑦ 地理学科で学べるトピック⑧

学生が地図を作って
WEBで公開中。

災害が発生したら、
あなたはどこに
逃げますか？

いま流行のSDGs

フィールドワークの
楽しさを伝授
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奈良
14%

大阪
22%

京都
9%

滋賀
3%

その他
4%

奈良
42%

京都
4%

その他
2% 自宅生

52％

下宿生
48％

下宿したら、同じアパートに地理学科の先輩が住んでいました。編集者の つ ぶ や き

地理学科の学生は、自宅生と下宿生がだいた
い半々で、最近ではわずかに自宅生が多く
なっています。この割合は学年によって違い
があります。現在の1年生はほぼ半々、2年生
と4年生は下宿生の方がやや多いのに対し
て、3年生は自宅生がかなり多くなっていま
す。自宅生は、奈良県内、大阪府内、京都府内、
滋賀県内と兵庫県南東部、和歌山県北部がほ
とんどです。下宿生は、徒歩や自転車で通え
る奈良市内に住んでいる人が多く、京都府内
に住む下宿生は多くありません。

統計でみる地理学科②統計でみる地理学科①

GISを活用して、1限開始（午前9時）に間に合う鉄道駅を示しました。東は静岡、西は山口、
南は和歌山、北は石川の各県からでも1限の授業に間に合うことが分かります。実際にど
れほど遠くから通学しているかは調査できていませんが、午前6時発の電車で通っている
方も中にはいます。（現在、データを更新中です。）

学生の居住形態

1限マップ

学生は高校で地理を学んだか

学生の出身地

「地理学科」という名前ながら学生の中で

高校の地理を学んだ人は約4割です。

しかし、小学校5年生の社会科や中学校1年

生の社会科で地理の基本は習っています。

これまで49年間、高校の地理は必修ではあ

りませんでした。多くの高校においては、

文系では日本史を、理系では地理を履修す

る生徒が多かったようです。奈良大学地理

学科では文系の学生が多く、高校で地理を

学んだ学生は少数派です。

地理学科には、日本全体から学生が集
まっており、0人なのは3県のみです。
多いところを見ると、奈良県と大阪府
がもっとも多く、近畿地方からの入学
生が多いことが分かります。
また、東は富山県・長野県・静岡県、西
は佐賀県にいたる広い範囲から、ほぼ
毎年入学者がいます。関東地方と東北
地方は、ここ5年で見るとやや少ない
傾向ですが、たまに東北地方の1県か
ら1年で数人入学することがありま
す。特徴的な都道府県としては、周囲
の県に比べて静岡県が多いこと、茨城
県が関東地方の中で最も多いことが
分かります。また北海道からも、ある
程度の人数がいることが分かります。



9 10

奈良
14%

大阪
22%

京都
9%

滋賀
3%

その他
4%

奈良
42%

京都
4%

その他
2% 自宅生

52％

下宿生
48％

下宿したら、同じアパートに地理学科の先輩が住んでいました。編集者の つ ぶ や き

地理学科の学生は、自宅生と下宿生がだいた
い半々で、最近ではわずかに自宅生が多く
なっています。この割合は学年によって違い
があります。現在の1年生はほぼ半々、2年生
と4年生は下宿生の方がやや多いのに対し
て、3年生は自宅生がかなり多くなっていま
す。自宅生は、奈良県内、大阪府内、京都府内、
滋賀県内と兵庫県南東部、和歌山県北部がほ
とんどです。下宿生は、徒歩や自転車で通え
る奈良市内に住んでいる人が多く、京都府内
に住む下宿生は多くありません。

統計でみる地理学科②統計でみる地理学科①

GISを活用して、1限開始（午前9時）に間に合う鉄道駅を示しました。東は静岡、西は山口、
南は和歌山、北は石川の各県からでも1限の授業に間に合うことが分かります。実際にど
れほど遠くから通学しているかは調査できていませんが、午前6時発の電車で通っている
方も中にはいます。（現在、データを更新中です。）

学生の居住形態

1限マップ

学生は高校で地理を学んだか

学生の出身地

「地理学科」という名前ながら学生の中で

高校の地理を学んだ人は約4割です。

しかし、小学校5年生の社会科や中学校1年

生の社会科で地理の基本は習っています。

これまで49年間、高校の地理は必修ではあ

りませんでした。多くの高校においては、

文系では日本史を、理系では地理を履修す

る生徒が多かったようです。奈良大学地理

学科では文系の学生が多く、高校で地理を

学んだ学生は少数派です。

地理学科には、日本全体から学生が集
まっており、0人なのは3県のみです。
多いところを見ると、奈良県と大阪府
がもっとも多く、近畿地方からの入学
生が多いことが分かります。
また、東は富山県・長野県・静岡県、西
は佐賀県にいたる広い範囲から、ほぼ
毎年入学者がいます。関東地方と東北
地方は、ここ5年で見るとやや少ない
傾向ですが、たまに東北地方の1県か
ら1年で数人入学することがありま
す。特徴的な都道府県としては、周囲
の県に比べて静岡県が多いこと、茨城
県が関東地方の中で最も多いことが
分かります。また北海道からも、ある
程度の人数がいることが分かります。



11 12地理学科では学べることが多すぎて「宇宙猫」。
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考 え る 地 理 学

地理学とは

地理学は、人間の活動と環境との関連
について考える総合的な学問です。多
くの場合では、地図を使って考えてい
きます。
地理学は、幅広い分野から成り立って
いるので、関連する学問も、右図のよ
うに多くあります。人間の活動と環境
の関連を多角的に見られるようにす
るためには、さまざまな切り口が考え
られます。
大学で地理学を学ぶとき、座学だけで
なく、屋外に出かけて調査を行う
フィールドワークも必要です。そし
て、学んだことを、文章やプレゼン
テーションなどの手法を駆使して、う
まく人に伝えていくことも大切です。

▶ひたすら用語を暗記
▶いろんな統計も暗記
▶教科書の太字だけを
　覚えればよい

地理学科で学べるトピック

統計でみる地理学科

目次　　　

考える地理学　　　

学生生活　

専門授業・ゼミ・巡検　　

共通教育　

パソコンの使用・Web授業

資格・就職

卒業論文　

学生・卒業生からのメッセージ　

学生主体で学習する「勉強会」

高大連携・教員による教科書執筆

学生から見た教員の特徴

教員紹介　

編集後記

奈良大学へのアクセス　

1-8

9-10

11

12

13-20

21-28

29

30

31-32

33-34

35-38

39

40

41-42

43-64

65

66

高校の地理と大学の地理学の比較

▶考えることを重視する
▶学んだことを文章や言葉で表現することが大切
▶フィールドワークのために外に出ることも多い
▶地図の読解は必須。地図をパソコンで作成することも
▶先生、先輩、友人などとのコミュニケーションが必要

大学の地理学高校の地理の印象
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学生生活

13 141年生では友達を作りましょう。それも「横」より「縦」が大切。編集者の つ ぶ や き

学
生
生
活

学
生
生
活

1年生

　 月 火 水 木 金 土

1 基礎演習Ⅰ 地誌学 　 　
英語読解
初級Ⅰ

　

2 　
自然地理学

Ⅰ
人文地理学

Ⅰ
　 地理学実習 　

3 測量学概論
スポーツ
実技Ⅰ

法学 学問と社会 地理学入門 　

4 　
中国語初級

Ⅰ
情報倫理 　 地図学基礎 　

5 　 　 　 　 　 　

　 月 火 水 木 金 土

1 世界地誌
概論Ⅱ

環境地理学
概論

　 　
英語読解
初級Ⅱ

　

2 日本国憲法
自然地理学

Ⅱ
人文地理学

Ⅱ
　 地理学実習 　

3 　 　
情報

リテラシー
　 基礎演習Ⅱ 　

4 情報処理
中国語初級

Ⅱ
宗教学 　

日本地誌
概論

　

5 　 　 　 　 　 　

ご入学おめでとうございます。晴れて大学生になりました。言わずと知れたように、大学

は勉強をする場所なので、いろんな夢や希望を持って入学し、好きな学問に没頭できる

時間が始まります。

まずは、規則正しい生活をするようにしましょう。1年生の間に、良い習慣をつけること

をお薦めします。ランニングをするとか、英語を毎日10分聞くとか、毎日部屋のごみを捨

てるなど、やや面倒なことを習慣化しておくと苦ではなくなります。

地理学科では、時間割を見てわかるように、1限の授業が多くあります。多方面にわたる

基礎的な必修授業が多いのが、地理学科の特徴です。1年生で単位を落とすと、後々に響

きますから、しっかり取り組んで下さい。

大学に入って下宿をはじめた人は、生活環境が大きく変わると思います。また、新たにア

ルバイトをはじめる人もいるかもしれません。

大学では、①授業には遅刻せず出席すること、②課題を期日までに提出すること、③予習

復習を欠かさないこと、が単位を取るための必要条件となります。

ほとんどの高校と違って、大学では単位制のため、一人一人が違った時間割で動きます。

部活やサークルに入って友人や先輩とのつながりをもち、大学に慣れるようにしましょ

う。困ったときには、大学の学生支援センターや学生相談室、地理学科の教員といった大

人に相談して下さい。

大学生は、時間の管理やお金の管理など、高校生から急に大人と同様の対応を求められ

ます。自覚ある行動ができるようにしていきましょう。

1年生Kさんの1日

午前に2コマ連続で授業。
昼食後も、3限と5限に授
業が入っており、その合間
には課題をします。3時間
ほどH棟でクラブ活動を
した後に帰宅し、寝るまで
は自由時間です。

大学に慣れる

1年生の時間割（例）

〈前期〉 〈後期〉

（当時）
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月 火 水 木 金 土

1 日本史Ⅱ 経済学
地理情報
科学概論

気候学

2 災害地理学
リモート

センシング
技法

人口地理学
キャリア
デザイン

外国史Ⅱ

3 哲学・思想
Ⅰ
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ほら、友達は「横」より「縦」が大切だったでしょ。編集者の つ ぶ や き

地理学科では、２年生からゼミ演習が始まります。ゼミは、１人の教員が少数の学生を受

け持って指導する、双方向性の授業です。２年生のゼミでは、指導内容は各ゼミでほぼ共

通となっていますが、教員のカラーは明確です。３年ゼミ以降は、先生方の専門に近い内

容のゼミに特化していきます。

ゼミは、発表やフィールドワークを初めて行うなど、地理学科らしい授業だと言えます。

ゼミによって異なりますが、ゼミ発表時には、レジュメとよばれる配付資料、またはパ

ワーポイントのような提示資料が必要になります。ゼミによっては両方が必要かもしれ

ません。時間内に効率的な発表をすること、適切な質問をすること、どれもゼミのルール

に従って進めて下さい。

2年生Mさんの1日

ゼミ演習

2年生の時間割（例）

ようやくゼミ発表が終わり、
今日はその疲れで早く寝てし
まいました。それでも午前中
には2コマの授業があるので、
いつも通りの時刻に起きて、
大学に登校しました。午後は
資格関係の授業で、ここは同
じ資格を取りたい学生だけ
が、学科を問わず集まってき
ます。この授業だけ、地理学科
の雰囲気とはすこし違う感じ
がします。
健康管理のために30分の散歩
は日課です。夕食を手早く済
ませて自由時間に突入。

大学生活があっという間に1年間終わり、2年ゼミに配属されました。あこがれの先生に

覚えてもらい、週1回ゼミを受けられます。専門科目の講義が始まり、興味のある分野を

深く学ぶことが出来ます。1年生の必修授業を落とすと、時間割の余裕がなくなるため、

気をつけましょう。また、地理学科では2年生から3年生に上がるときに、条件があるの

で、まだまだ気が抜けません。

部活やサークルで後輩が入ってきました。2年生はとても充実した学生生活を過ごせて

います。

〈前期〉 〈後期〉

（当時）
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3年生
大学生活も折り返しを過ぎました。2年生と違ったゼミに移動することもできます。ゼミ

の雰囲気は先生によって全然違いますが、この多様性が地理学科らしいところです。就

職活動も本格的にスタート。

授業の数は、2年生までと大きく変わって、とても少なくなりました。せっかくなので、興

味があった授業を気楽に取っています。また、3年生で測量技法を修得すれば、大学卒業

後に「測量士補」の資格が簡単に取れます。あとは、奈良大の卒業生数が日本一位という

「GIS学術士」の資格も取れるよう、時間割を組みました。さらに部活やバイトもします。

先生と仲良くしよう。1人でも多く。

※測量技法は集中講義（２単位）

編集者の つ ぶ や き

３年生の最大のイベントは３泊程度の大巡検で、ゼミの大半を大巡検の準備とまとめに

使います。行く場所、時期、内容は、各ゼミにより大きく異なります。また、夏休みには就

職活動が本格化し、複数の企業にインターンシップに行く学生が多くいます。近年のイ

ンターンシップは、就職と直結することも多いので、キャリアセンターと相談の上、積極

的に参加しましょう。公務員や教職試験への勉強も、３年生で本格化します。

なお、巡検（じゅんけん）とは、教育的なフィールドワークのことで、一般には説明者と

フィールドで現物を見ながら議論して学ぶ、という地理学科では非常に重要な機会で

す。英語では「excursion」と言うのですが、まるで遠足のようですね。

3年生Yさんの1日

午前中の授業は極力取らない
ようにしました。その分、夜遅
くまで読書ができます。授業
は午後2コマだけですが、4限
はゼミなので、同じゼミ生の
発表をしっかり聞いて、コメ
ントや質問をしなければなり
ません。ゼミは少人数授業な
ので、教員からの質問もバシ
バシ来ます。奈良大学で勉強
しているな、って思う、1日の
密度が濃いこの頃です。先生
から借りている本を読んで、
早くお返ししないと・・・。

大巡検・インターンシップ

3年生の時間割（例）

〈前期〉 〈後期〉

（当時）
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4年生
ついに最終学年です。幼稚園から19年間続いてきた学校？通いも今年で終わり、来年か

らは社会人となります。すでに5月に内定をもらって、就職先は決まっているので、それ

に備えて資格を取る必要があります。残っている単位は卒論ゼミと卒論だけなので、授

業も卒論ゼミ以外は、就職に関係する内容の授業を趣味的にとるだけです。一方で、地理

学科の卒論審査は厳しいらしいので、しっかり卒業研究を進め、早め早めに文章化して

いこうと考えています。

今度はあなたが頼られる番ですよ。

※卒業論文は通年（８単位）

編集者の つ ぶ や き

業種によって就職の内定が出る時期は異なりますが、早ければ４月初めには内定が出始

めます。夏休みまでには、約半数の学生の就職が決まります。公務員試験や教員採用試験

は、夏から秋にかけての時期となり、一般企業よりやや遅い時期に進路が決まります。

４年生のもう一つのメインは卒業論文です。地理学科入学後に学んだ内容を元に、教員

と相談しながら研究を進め、約2万字におよぶ文章と図表からなる卒業論文をまとめて

いきます。内容はもちろん、形式や論理性に不備が無いよう、しっかり進めましょう。

4年生Nさんの1日

私はまだ就職活動が終わっ
ていないので、今日の午前
中は、キャリアセンターで
アドバイスをいただいたエ
ントリーシートの修正をし
ました。そして午後は2コ
マ授業です。私のゼミでは、
卒論がかなり進んでいる人
ばかりのような気がして、
ちょっと焦ってきました。
就職活動と卒論、どちらも
大切なので、もうしばらく
頑張ります。

就職活動・卒業論文

4年生の時間割（例）

〈前期〉 〈後期〉

（当時）
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（当時）



21 22測量技法の実習は、夏は暑い。でも、室内は寒い。

必修授業の例

自然地理学

編集者の つ ぶ や き

地理学科では1年生で修得すること
を強くすすめられている授業がい
くつかあります。そのうちの一つが
自然地理学です。地形・気候・水文な
ど、自然に関する基礎的な内容を幅
広く網羅しています。

地図学基礎
地理学では、地図を扱うことが頻繁
にあります。地図の読み取り方だけ
でなく、地図の成り立ちや地図の作
り方など、地図に関しての幅広い理
解を深めます。

地理学実習
地理学科の1年生で、もっとも地理学

科らしい授業かもしれません。自然・

人文・統計処理・地図作成など、幅広い

分野にわたる実習になります。地理学

実習は、世界中の地理学科でほぼ同じ

内容となっており、非常に重要な技術

的基礎を身につけます。なお、面倒な

作業も多いので、なんとなく地理学科

に入った人がいれば、つまずきやすい

授業でもあります。

測量技法（選択科目）
測量士補という国家資格をとるため

に必要な実習授業です。土日に授業が

あり、実際に測量機器を使って学内を

測量します。なお、「補」のつかない「測

量士」をとるためには、測量士補の資

格を取った後、実務経験が必要です。

測量士補の資格を取るためには、専門

学校に行くという選択もありますが、

国家試験はかなりの難関です。

専
門
授
業
・
ゼ
ミ
・
巡
検

専
門
授
業
・
ゼ
ミ
・
巡
検

専門授業・ゼミ・巡検

実習・技法
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23 24ゼミだけは暴れても大丈夫（一部のゼミに限ります）。編集者の つ ぶ や き

稲垣ゼミの例
稲垣先生のゼミでは、先生の専門と

される都市地理学を学びたい学生

でいっぱいです。稲垣ゼミは人気が

高く、毎年優秀な学生が配属されま

す。ゼミでは、地域調査を通して都

市のリアルな姿を明らかにしてい

ます。

芝田ゼミの例
芝田先生のゼミでは、地域的な環境

問題について取り組む学生が多く

います。

日本におけるGIS教育で黎明期から

トップランナーで有り続ける地理

情報系の流れを受け継ぐゼミの一

つです。パソコンでの作業だけでな

く、フィールド調査も非常に得意と

します。

専
門
授
業
・
ゼ
ミ
・
巡
検

専
門
授
業
・
ゼ
ミ
・
巡
検
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専門科目 ゼミ

地理学特殊講義（武田先生）
地理学特殊講義は、先生方の専門的
な研究の視座に触れることができ
る講義です。
例えば武田先生の地理学特殊講義
では、「自然環境とその変化が人類
の誕生・進化、および日本人の形成
や文化圏に関係することを理解す
る」ことを目標としています。自然
環境の観点をもとに、最近2億年の
地球と日本列島の形成から、現在の
東北日本と西南日本の文化圏の形
成・維持までを説明していきます。

人口地理学
地域の視点から人口を理解する仕
組みや、人口統計データの入手と解
析の方法を学びます。さらに、地理
情報システム（GIS）を活用してデー
タを可視化し、世界の人口増加や日
本の少子高齢化など、様々な人口問
題の背景や見通しについて考えて
いきます。教室での対面講義の中で
も、WEB授業システムなどを通し
て、データ利活用を実践します。
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25 26巡検にはお金がかかります。補助を求ム。編集者の つ ぶ や き

2022年度

知床・釧路、佐渡島、松本、横浜・つくば・東京、横浜、濃尾平野、豊岡、福岡県、熊本・島原

2021年度

稚内・礼文、北見・帯広、伊豆大島、富山・金沢、富山市、北近畿、和歌山県海南市

2020年度 

東北、諏訪、岐阜、三重県、東近江市・甲賀市、五條市、鹿児島県三島村

2019年度

富良野、日光・会津・猪苗代、つくば・東京・横浜、横浜、新潟・長野・山梨、愛知、紀伊田辺、鹿児島

2018年度

函館、東北、東京・つくば、愛知、那智・熊野、岡山、広島、四国・九州、鹿児島

地理学科では、3年生次に3泊程度の宿泊を伴う国内巡検（大巡検）を実施します。行き先の決め方や、

調査テーマなどは、各ゼミによってまちまちです。

幅広い研究分野の学生がいるこのゼミ
では、6月下旬に北海道に行き、奈良と
の気候の違いを実感します。訪問先で
は郷土料理を食べて、現地の食文化を
学びます。現地調査の結果は、時間をか
けてレポートとしてまとめます。

巡　検

小巡検（三木ゼミの例）
地理学科のすべてのゼミで、2年

生で1回、3年生で1回の日帰り巡

検（小巡検）を行います。小巡検

は担当教員の専門が明確に出る

ので、学生は複数の小巡検に参

加すると、とても良い勉強にな

ります。

大巡検訪問地（2018～2022年）

大巡検
（木村ゼミの例）

専
門
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検
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専門授業・ゼミ・巡検
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27 28学生のうちに一度は日本を脱出しよう。編集者の つ ぶ や き

サンフランシスコ
シリコンバレー

ロサンゼルス

メキシコシティ

ケアンズ
ダーウィン

バース ピナクルズ
シドニー

バリジャカルタ

シンガポールクアラルンプール

バンコク
コロール

ヤンゴン
マドラスベンガルール

ムンバイ

ドバイ コルカタ
シッキム

ニューデリー

ハルビン

長春
北京

韓国

台湾
アスワンマラケシュ

フェス
グラナダ

ローマ

アテネ
アンカラ

イスタンブール

ベルリン
リュブリャナ

ドゥブロブニクモナコパリ

ロンドン

バルセロナ

マドリード
リスボン

カサブランカ

モンパサ

ナイロビ
キスム

カイロ
香港

キャンベラ

アリススプリングス

グアダラハラ
オアハカ

ガラパゴス諸島

…1回訪問
…2回以上訪問

グアヤキル
マナウス

カンクン

メリダ

マイアミ

リオデジャネイロ
サンパウロ

イグアス
サントス

ニューオリンズ

グランドキャニオン
ワシントン

ニューヨーク

ラスベガス

パンタナール

カトマンズ

グランドキャニオン／アメリカハルビン市街／中国ドゥブロブニク／クロアチアベネチア／イタリア

ガラパゴス／エクアドル　　テンブロ・マヨール／メキシコピナクルズ／オーストラリアムンバイ郊外電車／インド

国内に限らず海外に目を向け幅広い視野を持つことを目的として、1987年から海外研修旅行を実施し

ています。1995年度からは現地研修を伴う科目として「外国研究」に取り込み、現在の「海外巡検」「海外

研修」へと、単位を修得できる選択授業となっています。2019年度まで、希望者を対象に年1回実施して

きましたが、2020～2022年はコロナ禍のため実施できませんでした。2023年度のエジプトは通算35回

目で、2024年度はイタリアに行く予定です。人気の海外研修 〈 海外巡検訪問地一覧図 〉
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29 30「大学推奨パソコン」は、研究によっては3年生で買い換えの検討が必要。編集者の つ ぶ や き

英語は必修、あとは独・仏・中・韓・英

から選択です。

（英語＋英語というのもOK）

大学で学ぶにあたっての各種お約束

を習います。高校までと大きく違う

ルールもあるので、しっかり出席し、

指示に従って期日までにレポートを

出しましょう。

スポーツ実技は選択必修科目の一つ

です。バレーボール、バスケットボー

ル、バドミントン、卓球、ソフトボー

ルなどから選択です。

地理学科では、必ずWindows11とマイ

クロソフトOffice Home & Business最

新版（現在は2021）の入ったノートパソ

コンが必要です。スペックは、ほとんど

の場合、地理学科推奨パソコンで4年間

十 分 で す が 、某 ゼ ミ だ け は シ ミ ュ レ ー

ションや大きなファイルを扱う研究が

多く、2年生後期でこれより高速なパソ

コンに自発的に買い換える人もいます。

2020～2022年度は、COVID19の蔓延の

ためWeb授業が多く実施されましたが、

2023年度からは全面的に対面講義に戻

りました。現在でも、補講などではWeb

会 議 シ ス テ ム 使 う こ と が あ り ま す 。

Google Classroomなどを使ったレポー

トの提出や、Google Formを使った小テ

ストなど、うまくWebシステムを活用し

た授業が行われています。

外国語科目

スポーツ実技

パソコンの使用

Web授業

基礎演習Ⅰ

共
通
教
育

パ
ソ
コ
ン
の
使
用
・W

eb

授
業

共通教育 パソコンの使用・Web授業
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就職に向けて

資
格
・
就
職

資
格
・
就
職

資格・就職

就職活動は計画的に進めましょう。インターンシップがポイント。編集者の つ ぶ や き

就職相談を行う事務室です。各学科

に1人の専属職員がつき、全学生の就

職支援をして下さいます。エント

リーシートの書き方、自己分析、面接

指導などなど、就職に関しては、（本

人が希望すれば）とても手厚いサ

ポートを受けることができます。

1年生後期必修の授業ですが、地理学

科の基礎演習Ⅱは他学科とは違った

内容です。毎回違った企業の方が来

られ、各業界の紹介が行われます。1

年生のうちに、様々な業界を知るこ

とができるので、学生には大好評で

す。なお、2年生以上は、この講義の後

に企業の担当者にご挨拶をして、自

分を売り込む姿も見受けられます。

【地図・測量コンサル業】
アジア航測／朝日航洋／パスコ／日本工営都市空間／エイテック／かんこう／松本コンサルタント／きんそく
／イビソク／クモノスコーポレーション／ESRIジャパン／ゼンリン／インフォマティクス／あっとクリエー
ション／グラフィック

【運輸】
JR東日本／JR西日本／JR四国／JR北海道／JR貨物／近畿日本鉄道／WILLER TRAINS／ハピラインふくい／瀬戸内運
輸／TBKエアポートグランドサービス／東京・日本交通／奈良近鉄タクシー／フェデラルエクスプレスジャパン

【サービス業】
トヨタレンタリース大阪／日本郵便／アサヒセキュリティ／湯快リゾート／京阪ホテルズ＆リゾーツ／大阪府
立少年自然の家／長野県土地改良事業団連合会／JA全農長野／乗馬クラブクレイン／名鉄観光サービス

【建設業】
セキスイハイム近畿／オオバ／シードコンサルタント

【流通】
コスモス薬品／コメリ／ディーゼルジャパン／サイクルベースあさひ／ヨドバシカメラ／ビックカメラ／市民
生活協同組合ならコープ／たねや／ブリヂストンタイヤサービスジャパン

【商社】
トヨタモビリティパーツ／ダイドー／ヤンマーアグリジャパン／モンベル／渡辺パイプ／H.U.フロンティア

【メーカー】
共栄社化学／理想科学工業／シキボウ／日本包装システム／尼崎パイプ製作所／キタイ製作所／スノーピーク

【情報通信】
オービーシステム／システムプロデュース／DSR

【不動産】
山晃住宅／日本システムバンク／大東建託リーシング／フロンティア不動産販売

【公務】
奈良県庁／うるま市役所／王寺町役場／宇部・山陽小野田消防局／防衛省航空自衛隊／福岡国税局

【進学】
東京大学大学院／京都大学大学院／広島大学大学院／奈良教育大学大学院／岡山大学大学院／鹿児島大学大学
院／関西大学大学院／奈良大学大学院

【教員】
奈良県／大阪府／京都府／兵庫県／和歌山県／三重県／岡山県／鳥取県／徳島県／熊本県／大分県

キャリアセンター

取得可能な資格

地理学科生の主な就職先

基礎演習Ⅱ

※下線のある資格については資格課程科目の履修が必要

測量士補 GIS学術士 地域調査士

第一種教員免許状（中学校社会・高校地歴・公民）

学校図書館司書教諭 司書 博物館学芸員
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卒業論文リスト（2022年度）

この中で気に入った題目はありますか？編集者の つ ぶ や き

高等学校における教育旅行の変遷

宮崎空港の滑走路延長に伴う赤江浜の汀線変化

聖地巡礼が観光産業に与える影響について

摂津国有馬郡道場における宿場町の地域構造と景観

地域とJリーグの関係性

飛騨高山の市街地構成と景観問題の現状

由良川流域における段丘面の変位

温泉むすめによる地域活性化

滋賀県湖東地区における買い物困難者の現状と将来

那智勝浦町における緊急避難場所の標高

北海道におけるコンビニエンスストアの立地展開

奈良市富雄駅周辺のラーメン店集積の背景

大阪府における人口都心回帰の現状

京都市における路線バスと地域のつながり

リモートセンシングを用いた鉄道廃線跡の現状

大阪府交野市の都市開発について

滋賀県湖南地域の経済発展と人口増加

新潟県におけるなし栽培の展開と課題

周南市における再開発事業について

戦後の近畿圏における道路の改築と経済発展への影響

2014年長野県神城断層地震で出現した地表地震断層上の土地利用現況

GISを用いた洪水ハザードマップの検証とその結果から考えられる影響

日本ワインにおける地理的表示の実態と課題

大和郡山市の旧城下町地区における景観保全と観光振興

奈良市における景観の変容と保全による活性化

奈良県南部地域の人口減少問題

肥後国玉名郡における寛政四年島原大変の影響と地域社会の対応

枚方における村落構成と宿の形態

兵庫県丹波市における買物行動からみた生活圏

京都府南部および奈良県北部のニュータウンの開発

江の川下流部における水害防備林の立地環境

駅周辺の商業施設の展開について

茨木市中心街の商業施設の現状

北海道幌延町における消滅集落の鉄道の活用

千里ニュータウンと世代交代

鳥取県米子市におけるコミュニティバスの現状と課題

道の駅のもつ機能と地域活性化における役割

都市地域における駅の利用客の動向

奈良盆地における水論とその地域性

濃尾平野北部における微地形の変遷

SfMによる1984年御嶽崩れの地形変化解析

円山川水系の河岸植生と周辺環境の関係

鳥取県の人口動態分析

大坂蔵屋敷地区の構成と都市構造

福井県奥越地方における観光客の分析

東大阪市の運送業の展開

企業との連携による森林整備事業の展開と地域への影響

三大中華街の歴史

徳島県阿南市の小学校における津波発生時の防災計画

日本におけるコンテンツツーリズム

天理本通り商店街の変遷

大阪市における公衆浴場の立地と地域性との関係

北摂地方における限界ニュータウンの今後

山口市小郡における文化財・歴史的建造物の水害対策とその特徴

函館地方気象台の移転と気候的特徴

淡路平野における浸水地域の特徴と流域間の比較

京都府木津川市における住宅地の高齢化について

人口の増減と観光客の増減及び交通の利用

洪水地域における高齢者施設の立地

奈良県におけるいちご栽培地の変化

港町宮腰・大野の外港機能をめぐる対立と空間構成の変容

犬山市におけるバス交通

関西学院大学を中心とした都市構造

中山道宿場町の街路形態

小豆島におけるオリーブによる地域振興とブランド化

明治期の南山城南東地域における地籍図の編制と景観復原

有馬温泉における観光の現状と課題

移住支援の展開と地域への影響

奈良県五條市における柿産地の形成と存続基盤

大和高田の都市構造とその変容過程

杉並区商店街の現状と課題

諏訪地域における土砂災害に対する住民意識

地方都市における公共交通の在り方について

「四国八十八箇所霊場」の観光地化と地域変容

京街道における宿場町の展開と地域的特性

糸魚川－静岡構造線活断層帯、諏訪盆地の変位地形の再検討

大和高田における天神社の祭礼行事と地域構造の変容

長野県への移住の展開と移住地区の特性

兵庫県の観光の魅力と観光地の現状について

四国地方の公立小中学校における廃校施設の立地と利活用問題

塩業の展開と産地振興

滋賀県野洲市における有機水田農家の実態

滋賀県の雄琴温泉における性風俗店の立地

長野市における救急搬送・医療の実態

インドネシアと日本におけるWRFを用いた地下水位予測モデルの比較

福岡市内における人口動態の分析

奈良県吉野町における製材業の集積とまちづくり

阪奈間における鉄道沿線の特徴

鯖江市における眼鏡生産の立地と地域的展開

東大阪市における鉄道駅前商店街の構造と機能

北海道胆振東部地方における内陸型地震の地盤災害

奈良県と大阪府におけるベッドタウンをめぐる関係

コロナ前後における航空需要の変化

ローカル路線バスにおける魅力と課題

奈良・山の辺の道の景観保全

地方鉄道会社が経営する観光、サービス業

千里ニュータウンの再生と施策

アニメ聖地巡礼型観光の現状と課題

大阪府におけるタクシー業界の問題とサービスの多様化

重要伝統的建造物群保存地区における町屋の保存と活用
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学生・卒業生からのメッセージ

学生時代に頑張ったこと（ガクチカ）

次はあなたの番です。

～古都を巡る旅～
浜田 優希

編集者の つ ぶ や き

古都・奈良には多くの史跡があるので、晴れた
休日に自転車で史跡巡りに出かけて、御朱印
を集めています。
卒業して地元に戻るまでに、まだ訪問してい
ない史跡を巡りたいです。
大学生という時間を使って地図を片手にいろ
いろな場所へ行ってみませんか？

～オープンキャンパス～

オープンキャンパスで学科展示のお手伝いを
しています。地理学科では、文化財に指定され
ている歴史的な街並みも学べます。地理学科
の説明をするようになって、地理の魅力に気
づくことができました。

～学生生活を満喫～

勉強を頑張り、成績優秀者として表彰されま
した。GISを一通り学び、その技術を活かして
情報処理センターの学生スタッフをしてい
ます。部活では合唱団で活動しています。ま
だ2年生ですが、充実した学生生活を送って
います。

他にも、学生の声を動画で公開中 企画・撮影・編集すべて学生が担当！
右のQRコードを読み込んでください！

土平ゼミ４年生

又葉 理才
１年生

牧 晃太朗
酒井ゼミ２年生

～海外に行くために～
村上 愛

地理学科に入って海外巡検を楽しみにしていました
が、新型コロナ禍のため3年連続で中止となり、まだ参
加できていません。現地に行けるようになるまで、情報
収集や語学に力を入れています。
勉学をはじめ、就職活動など親身になって話を聞いて
下さり、手助けして下さる先生が沢山います。分からな
いことがあれば積極的に相談してみて、大切な4年間の
学生生活が楽しいものになればいいなと思います!

～地元への貢献～

週末は地元に帰省し中学生から行っている
青少年育成活動を続けています。大学で学ん
だ知識や技術は、活動に活かし実践していま
す。大学卒業後は地元に戻り、大学での学び
をお世話になった地元に還元したいと考え
ています。

～学科広報への参加～

3年生のときに、地理学科公式パンフレットの
原案を作成しました。
QRコードを読み込んで、動画やSONICにつな
がる工夫を考えました。従来よりも進化した
パンフレットができたと思います。

酒井ゼミ４年生

木村 優斗
木村ゼミ４年生

野村 遥
木村ゼミ４年生

学
生
・
卒
業
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

学
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卒
業
生
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5年後のキミだ。

永井 晴菜

編集者の つ ぶ や き

地図と睨めっこだけでなく、実際に外に出て

自分の目で知る、気付くことの大切さを地理

学科で学びました。駅では企画業務に携わる

機会もあります。「鉄道を多くの人に使っても

らうには？」と考えながら現場へ行き、他の駅

や他企業の方々と連携しながらアイデアを出

せるように心掛けています。

2019年3月卒業

勤務先 JR東日本

日常が学びのフィールド田中 大樹

地理学では様々な場所に出かけ、その土地や

地域住民と関わることがなによりの学びにな

ります。社会に出た今でも、学校現場や周辺地

域、旅行先での一幕などあらゆる場面で学び

を深め生徒たちへと発信しており、その中で

生徒の興味や関心を引き出し主体的な学びの

場を作っています。時には、生徒から学びの種

を得ることもあり毎日が自分自身を成長させ

る学びのフィールドとなっています。

2021年3月卒業

勤務先 大阪府立高校教諭

総合的な探求力を持つ宮平 夏希

地理学科で学んだ文系・理系の垣根を超えた

総合的な探究は、現在でも多くの学びと経験

を与えてくれています。総合的な探究力を持

てたことで、的確で迅速な対応に繋がり、業

務遂行の円滑化に役立っています。

2018年3月卒業

勤務先 沖縄県うるま市役所

様々な疑問を持って
プロジェクトに取り組む

知念 建司

趣味は登山です。学生時代は山の地形や植物

について学んでおり、これまでなんとなく綺

麗と思っていた景色にも必ず意味があること

がわかりました。この経験から何事にも疑問

を持つことは、就職した今でも役に立ってい

ます。現在は顧客ごとの違う要望に対して

様々な疑問点を持ち、表現すべき情報を地図

化し問題を解決に導く「カンタンマップ」の開

発と営業をしています。

2020年3月卒業

勤務先 あっとクリエーション

気づくことの大切さ
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学生主体で学習する「勉強会」 高大連携・教員による教科書執筆

こういうところで、「縦」のつながりを積極的に作りましょう。編集者の つ ぶ や き

毎年後期に、2年生有志が1年生の希望者にGISを教える学生主体の勉強会です。2年生が

困ったときには3年生が相談に乗ってくれます。授業で不足するGISの演習は、ここで学生

の間で補足され、就職活動の強力な武器となっていきます。この勉強会が主体となり、学外

のコンテストなどに出展することもあり、2021年度には学内外で賞をとりました。

学生が本を執筆する、というのは、

イメージがわかないと思います。し

かし、4年生では本のほとんど（また

は一部）を執筆し、出版したことが

あります。特に、2022年度から実施

されている「地理総合」がらみの本

では、GISやフィールドワークなど、

高校の先生の苦手なところをうま

くフォローしています。

高校の教科書は、どんな人が執筆し

ているのか、イメージがわかないか

もしれません。本学地理学科には高

等学校の教科書を執筆している教

員がいます。高校で地歴科の教員に

なりたい人は、こうした先生の授業

を直接受けることができます。ま

た、教職関連の自主的な勉強会に入

ると、執筆の意図といった普段は聞

くことのできない話を聞けるかも

しれません。こうした機会は、限ら

れた大学にしかありません。

GIS勉強会 学生が執筆した本

教員による教科書執筆
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地理学科の教員は、学生から見てもとても仲が良いです。友人に聞くと、

これは他大学では珍しいようです。確かに、ある先生と廊下で話をして

いると、他の先生が話に入ってこられることが多々あります。

先生方が食堂で談笑しながら昼食時間を楽しんでいる姿を、ほぼ毎日見

かけます。多い時には7人もの先生方がご一緒されることもあります。

地理学科には若い先生からベテランの先生までいらっしゃり、年齢構成

は幅広いのですが、上下関係はほとんどなさそうです。ベテランの先生

は、地理学界で著名な方が多くおられるようですが、どんな学生にでも

フレンドリーに接して下さいます。一方で、若手の先生がマスクをして

いると、学生に見間違えることもあります。近くの「学生」に話しかけた

ら、実は先生だった、ということもあるので、声をかけるときには気をつ

けましょう。

教員は授業や学生指導、大学の業務だけで無く、研究や研究会の運営に

も携わっています。本や論文を執筆されたり、土曜日や日曜日に出勤さ

れて学会の会議に参加されていたりと、どの先生もいつもお忙しそう

です。

門外不出の鬼仏表

教員名 主な担当講義 学生の本音

稲垣先生 人文地理学Ⅰ・Ⅱ、
フィールドワーク技法

授業は難しくない
落とすと留年なんて
ことになります

岩崎先生 全く会わない人も
難易度は高くない

北岡先生 英語読解初級、
TOEIC　

木村先生 気候学、水文学

人口地理学、応用地図技法

世界地誌概論、災害地理学

生態学、生物進化学

酒井先生

芝田先生 地理情報科学概論、
GISデータ分析技法

難しくはない
指示は特に守ろう

武田先生

土平先生 地図学基礎、
地理学特殊講義

羽佐田先生 自然地理学Ⅰ・Ⅱ、
地形学

三木先生 日本地誌概論、
観光・交通地理学

穴埋めプリント警報
教科書は教材の1つに
すぎません

学生から見た
教員の特徴

学
生
か
ら
見
た
教
員
の
特
徴

学
生
か
ら
見
た
教
員
の
特
徴

古関先生 地誌学、村落地理学
穴埋めプリントが多い
資料を参考に自分で
考えをまとめる

わからなければ質問
丁寧に指導して
下さいます

何度も繰り返し
説明してくれる
例えが印象深い

規則にはきっちり

授業にも親父ギャグ
にも反応必須

高校までの内容は
既習事項
かなり控えめに言って鬼

英語の発音をきっちり
教えてくれる
家でしっかり練習しよう
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43 44愛妻家らしいです（伝聞）。編集者の つ ぶ や き

現在は地理学を専門とする私です
が、実は地理学に正面から向き合った
のは大学2年生くらいからです。高校
時代は日本史や世界史が必修であっ
たので、地理は習っていませんでし
た。大学に入学してからも1年生の頃
は、理数系の課程に所属していたこと
から、地理の授業を受ける機会はあま
りありませんでした。2年生に入って
所属する研究室を正式に決める段階
になったのですが、もともと地域統計
をみることに興味があったため地理
学を専攻することにしました。
本格的に地理学研究を始めたのは
大学院に入ってからです。私の出身地

である岐阜は、名古屋の影響を大いに
受けている地域であり、名古屋大都市
圏の郊外地域とも言えます。地元の岐
阜を研究対象と考えていた私は、ふる
さとを大都市圏郊外と位置付けるこ
とに興味を持ち、その観点から岐阜の
特性を明らかにしようと思いました。
大都市圏郊外というと、大都市から
の影響の程度、例えばベッドタウン化
の程度に関心が向きがちですが、いく
つかの統計を調べていくうちに、ベッ
ドタウンとみられていた郊外におい
ても雇用成長がすすんできているこ
とが明らかになりました。また、アメ
リカ合衆国の事例研究において、郊外

成長にともなって大都市圏を越えた
地域にまで人口増加がみられる「超郊
外化現象」が存在することを知りまし
た。この現象をカギに、日本の大都市
圏郊外で生じている現象を説明でき
ないかと考え、その成果を修士論文に
まとめました。博士後期課程に進学し
てからは、郊外で生まれ育った人々、

つまり「郊外第二世代」をテーマに研
究をすすめました。郊外第二世代がい
かなる行動をし、その行動が大都市圏
構造といかにかかわっているかを追
求し、博士論文としてまとめました。
この一連の研究成果を、2011年に『郊
外世代と大都市圏』（ナカニシヤ出版）
と題して出版しました。

1974年、岐阜県大垣市生まれ。1999年、滋賀大学大学院修士課程修了。2004年、名古屋大学大学院博士後期課程修了。博士
(学術)。2004年から2年間、京都大学大学院人間・環境学研究科にて助手を務める。2006年から2010年まで奈良大学講師、
2011年から2018年まで奈良大学准教授を務め、2019年から現職に。2012年日本都市学会賞（奥井記念賞）受賞。2014年日
本地理学会賞(優秀論文部門)受賞。著書に『郊外世代と大都市圏』(ナカニシヤ出版)、『現代社会の人文地理学』(古今書院)、
『都市の人文地理学』（古今書院）、『日常生活行動からみる大阪大都市圏』（ナカニシヤ出版）。

メルボルン中心部

生駒駅と背後の住宅地

知床にて

大阪市福島区の遠景

稲垣 稜 INAGAKI Ryo　　都市地理学／教授
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45 46環境科学の実習は楽しかったです（良い思い出！）編集者の つ ぶ や き

１

現在の地球には、少なくとも250万種の
生物たちが存在し、共生、競争、寄生、食
うー食われる、だましあいなどの関係を
とり結んで生きています。私は、このよう
な多様な生物たちの多彩で錯綜した関係
を研究し、その保全に取り組んでいます。

子供の頃から、池や川や森に出かけて、
様々な動物たちの行動を観察することが
大好きでした。休む、遊ぶ、探す、襲う、食
べる、逃げる、隠れる、けんかする、求愛す
る・・・。こういった行動の結果として現れ
る生物と生物の関係は、種ごとに、個体ご
とに、場所ごとに違います。そのめくるめ
く多様性を、自分なりに発見することが
大好きでした。少し格好良く表現するな
ら「生物間関係のコレクター」だったと言

えるでしょうか。

と こ ろ が、私 が 子 供 時 代 を 過 ご し た
1960年代は、全国の水辺や里山の自然が
次々と失われていく時代でした。何度も観
察していたあの虫が、そこにあった草が、
木が、場所そのものがなくなる、または場
所は残っていても水が一気に汚れて生物
がいなくなってしまう、という出来事を頻
繁に経験しました。小学校の社会の授業で
公害問題についても学び、子供心に、自然
の保護が将来の人間社会には不可欠だろ
うと強く思うようになりました。

1970年代は私の中学・高校・大学生時
代にあたりますが、当時、全国のどの大学
にも、自然保護や環境保全を専門とする

研究室はありませんでした。そこで、大学
では理学部生物学科に入って水辺の生物
たちの群集生態学（多数種の生物の間の
関係を発見し法則化する学問）を学び、多
様な生物の関係とその動態を研究し、「大
学 の 外」で は 様 々 な 自 然 保 護 団 体 に 加
わって実社会の現場を体験しつつ、それ
を保全する活動に取り組みました。

大学の教員になった後も、群集生態学
の研究を続けながら、様々な学会や学術
団体で環境保全の活動を行い、国や地方
自治体、企業などに意見や提言をしてき
ました。1980年代まで、日本の自然保護
政策はとても貧弱だったのですが、1990
年代には、生物多様性条約の発効などで
世界的に生物の多様性を保全する動きが
高まり、それが「外圧」ともなって日本の
自然環境保全政策は着実に進むようにな
りました。

しかし、まだまだ大きな課題がいくつ
も残されています。その一つが、外来種問
題です。

ほとんどの生物たちは、地球上にあま
ねく広がって分布しているわけではあり
ません。この島にしかいない、この池とあ
の池にしかいない、この一帯にしかいな
いという「地域限定」の存在です。だから
こそ、生物の地理的な分布を調べて、その
分布が決定される要因を探る生物地理学

という学問が存在します。
ところが、20世紀以降、人間の移動と物

流が大規模化して、意図的に、または非意
図的に、数多くの生物たちがそれぞれに
固有な地理的分布の外に運び出される事
態が激増しました。この人為的な移動は、
長い時間をかけて成立した各地域に固有
な生物間の関係を変容させて生物群集や
生態系を撹乱し、様々な産業やヒトの健
康にも大きな損害・被害を与えています。
外来種問題は、地球の生物多様性保全の
大きな脅威となり、その解決は生物地理
学上の最重要課題となっています。しか
し、その研究や対策は世界的に見ても進
んでいません。

そこで、21世紀になったことをきっか
けに、2001年から、外来種の生物地理学
を研究することにしました。水辺に棲む
外来種を対象としてその地理的な分布や
被害を調べつつ、それぞれの種の1：導入
と分布拡大の手段や経路、2：分布の拡大
と被害の発生の将来予測、3：被害の発生
を防ぐ方策、などの研究を行っています。

地理学の勉強には、様々な人々とその
文化や生活の営み、地形、自然環境を「大
学の外」で体験できるという醍醐味があ
ります。奈良大学でその醍醐味を存分に
味わい、楽しんでください。

1957年愛知県生まれ。京都大学大学院理学研究科動物学専攻博士課程単位取得退学。1995年奈良大学教養部に助教授として
着任し、現在は文学部地理学科教授。専門分野は生物地理学、保全生物学、動物生態学。著書・編著書として『貝のパラダイス』

『海の外来生物』（以上、東海大学出版会）『Mutualism and Community Organization』（Oxford University Press）『Limnoperna 
fortunei：The Ecology, Distribution and Control of a Swiftly Spreading Invasive Fouling Mussel』（Springer）などがある。

生物の「関係」の多様性に魅せられて

生物間「関係」の多様性の保全

現在の私の研究：外来種の生物地理学

皆さんへ

採集した生物を顕微鏡で同定する

岩崎 敬二 IWASAKI Keiji　　生物地理学／教授

京都府を流れる木津川で水生生物を調査 船体に付着している生物を高圧水で除去 船体に付着して移動する
外来種を調査
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47 48声が大きくて、授業が聞きやすいです。編集者の つ ぶ や き

１

奈良大学では主に、読解英語初級と中級を
担当しています。これは他学科の学生も選択
が可能ですので、いろいろな学生と出会える
授業になるかと思います。

私の研究テーマは英米文学と英語教育学
で す。ま ず は 英 米 文 学 に つ い て お 話 し ま
しょう。

本は小さい頃から好きでした。特に推理小
説が好きで、中学時代は赤川次郎や江戸川乱
歩、シャーロックホームズ・シリーズ、高校時
代はエラリー・クイーン、横溝正史の本など
を読んでいました。横溝正史の本は、探偵・金
田一耕助が出てくる小説といえばみなさん
もご存知でしょう。映画で知っている人も多
いでしょうが、かなり内容が省かれたり変え
られたりしているので、原作を読むことをお
勧めします。

大学では、文学に加えて哲学の本も読むよ
うになりました。特に影響を受けたのが、実
存主義思想で有名なフランス人の哲学者・小
説家ジャン・ポール・サルトルの本でした。彼
はノーベル文学賞を受賞しましたが、権力に
加担することを嫌って辞退したことで有名
です。彼の思想だけでなく、彼の生き方にも
共鳴する部分が多かったと記憶しています。

文学と同様、映画が大好きでした。小学生
の頃は、当時住んでいた奈良県大和郡山市
から大阪・梅田まで、一人で映画を見に行く
ほどでした。

大学でもよく映画を観ていましたが、そ
こで決定的な映画と出会いました。『今を生
きる』という映画です。ちょうど多感な学生

時代にこの映画に出会えたことは本当に良
かったと思っています。この映画で英会話
を学習するだけでなく、文学も学び、人生の
本質を考えるきっかけを得ることができま
した。

この映画の影響で、卒論は米文学のヘン
リー・デイビッド・ソローの作品で書きまし
た。このあと文学と哲学にずっと関心を持っ
ていましたが、文学で研究を行うことを決
め、他業種の仕事を経験したのち、イギリス
の大学院留学を決めました。それが私の英米
文学の研究を始めたきっかけでした。

次に、もう一つの研究分野、英語教育学に
ついてお話いたします。この分野は、私の授
業に参加するみなさんに関係してきますの
で参考にしてください。

私の授業では英語教育学で研究されてい
る英語学習の動機づけ理論や、海外文化への
関心を深めることで英語（または他言語）を
勉強するようになるとされる、国際的志向性
の研究を実践で行っています。授業の目標
は、みなさんの英語の４技能の向上ではあり
ますが、みなさんが日本語の次に話す「第二
言語としての英語」という理解を深め、海外
旅行や海外文化への理解に役立てるような、
実践的な言語としての英語という位置付け
であります。つまり、大学に来たらもはや英
語は、勉強すべき、嫌でもやらなければなら
ない「教科としての英語」ではありません。日
本語だけで情報収集をしていると日本のマ
スメディアが伝える、都合の良い情報に接す
るばかりであり、幅広い視野で世界を理解す
るためには、多言語を学び駆使する必要があ

ります。まさしく英語はみなさんの第二言語
（または第三言語）として、みなさんの視野を

広げ、世界へ旅立つ可能性を広げてくれるの
です。もう受験勉強のための英語は必要あり
ません。これからは自分で目標を立てて勉強
すればいいのです。

私の授業で一番大切にしているのは、みな
さんのモチベーションです。最初は嫌々来る
学生も授業が終わった後、「英語の見方が変
わった」「ちょっと好きになった」と言ってく
れたり、「海外行きます！」「留学します！」と
言ってくれる学生さんも過去にいました。

モチベーションさえ上がれば、こちらから
あれこれ言わなくても自分で勉強するよう
になります。これさえ達成できれば授業が終
わったあとでも、みなさんが就職してからで
も、いつでも勉強できます。大学の授業は１
年でも30回しかありませんし、そのすべてを
みなさんがずっと覚えていることもおそら
くないでしょう。しかし英語学習に対するモ
チベーションが高まれば、趣味としても続け
られるし、海外旅行や海外の友達との交流に
も応用できます。たくさんの海外の人たちと
出会って、交流を深めてください。きっとみ
なさんの将来に大きな影響を及ぼすはずで
す。そのきっかけとなるような授業にしたい
と思っています。

残念ながらゼミは担当しませんが、文学を
英 語 で 読 み た い！、英 語 教 育 に 関 心 が あ
る！、海外の歌、映画大好き！という学生さ
んは気軽に私の研究室に来てください。

学問の研究を続けてこられたのも、日々、
マスメディアなどによって伝えられる情報
が、本当かどうか考える習慣があったからだ
と思っています。アルバート・アインシュタ
イ ン が“Common sense is the collection of 
prejudices acquired by age eighteen.”と
いっています。常識は偏見の集合体というわ
けです。いまでいう常識とは何が挙げられる
でしょうか。例えばみなさんが高校を卒業す

るときに進学か就職かを考えたと思います
が、本当にその２つしか選択肢がなかったの
でしょうか。また大学を卒業するときに同じ
問いにぶつかります。自分なりの答えを探し
ておく必要がありますが、そのヒントとなる
のが常識を疑ってみることでしょう。私たち
は知らず知らずのうちに社会の様々な影響
を受けています。これは私の考えだ、と思っ
ていても実は他人から得たものであったり
することも多々あるものです。そうした常
識を疑い、自分の判断をも厳しく吟味し、探
求を続けてください。

大学４年間は長いようで短いです。また、
迷うことも多い多感な時期でもあります。

ともかく、お金がない場合は多々あります
が、時間はあります。どうぞ、多くの本を読ん
でください。自分の専門だけでなく国内また
は海外の小説や文学、雑学、研究書、なんでも
いいです。たくさん本を読んで日本語の表現
方法を磨いたり、知識を増やしてください。
自分の考え方が変わると、生き方も変わって
きます。できるだけ多くの本にふれて、視野
を広げるといいでしょう。

あとひとつ、挙げるとすれば語学です。英
語 だ け に 限 ら ず、韓 国 語、中 国 語、フ ラ ン ス
語、ドイツ語など自分の関心のある言語から
学んでいくといいでしょう。複数の言語をあ
る程度駆使できるようになることで、それだ
け情報量が増え、良き判断の材料となるで
しょう。例えば、海外旅行で道に迷った場合、
現地の言葉を読めたり、人に聞けたりするこ
と で 目 的 地 に ス ム ー ズ に た ど り 着 け る で
しょう。私の授業では、みなさんの時代は、英
語ができて当然であり、さらにもう一言語な
いし二言語を学習するように勧めています。

常識に囚われすぎると本当に自分のした
いことができなくなったり、断念したりする
こともあります。どうぞ、多くの本を読んで
教養を身に付け、語学力を向上させて海外の
文化や価値観を吸収し、批判的精神を養って
ください。そして、本当に自分のやりたいこ
とを実現させてください。

1973年生まれ。大阪府出身。大阪市立大学大学院後期博士課程単位取得退学。近畿大学等非常勤講師を経て奈良大学文学部
に着任。
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47 48声が大きくて、授業が聞きやすいです。編集者の つ ぶ や き

１

奈良大学では主に、読解英語初級と中級を
担当しています。これは他学科の学生も選択
が可能ですので、いろいろな学生と出会える
授業になるかと思います。

私の研究テーマは英米文学と英語教育学
で す。ま ず は 英 米 文 学 に つ い て お 話 し ま
しょう。

本は小さい頃から好きでした。特に推理小
説が好きで、中学時代は赤川次郎や江戸川乱
歩、シャーロックホームズ・シリーズ、高校時
代はエラリー・クイーン、横溝正史の本など
を読んでいました。横溝正史の本は、探偵・金
田一耕助が出てくる小説といえばみなさん
もご存知でしょう。映画で知っている人も多
いでしょうが、かなり内容が省かれたり変え
られたりしているので、原作を読むことをお
勧めします。

大学では、文学に加えて哲学の本も読むよ
うになりました。特に影響を受けたのが、実
存主義思想で有名なフランス人の哲学者・小
説家ジャン・ポール・サルトルの本でした。彼
はノーベル文学賞を受賞しましたが、権力に
加担することを嫌って辞退したことで有名
です。彼の思想だけでなく、彼の生き方にも
共鳴する部分が多かったと記憶しています。

文学と同様、映画が大好きでした。小学生
の頃は、当時住んでいた奈良県大和郡山市
から大阪・梅田まで、一人で映画を見に行く
ほどでした。

大学でもよく映画を観ていましたが、そ
こで決定的な映画と出会いました。『今を生
きる』という映画です。ちょうど多感な学生

時代にこの映画に出会えたことは本当に良
かったと思っています。この映画で英会話
を学習するだけでなく、文学も学び、人生の
本質を考えるきっかけを得ることができま
した。

この映画の影響で、卒論は米文学のヘン
リー・デイビッド・ソローの作品で書きまし
た。このあと文学と哲学にずっと関心を持っ
ていましたが、文学で研究を行うことを決
め、他業種の仕事を経験したのち、イギリス
の大学院留学を決めました。それが私の英米
文学の研究を始めたきっかけでした。

次に、もう一つの研究分野、英語教育学に
ついてお話いたします。この分野は、私の授
業に参加するみなさんに関係してきますの
で参考にしてください。

私の授業では英語教育学で研究されてい
る英語学習の動機づけ理論や、海外文化への
関心を深めることで英語（または他言語）を
勉強するようになるとされる、国際的志向性
の研究を実践で行っています。授業の目標
は、みなさんの英語の４技能の向上ではあり
ますが、みなさんが日本語の次に話す「第二
言語としての英語」という理解を深め、海外
旅行や海外文化への理解に役立てるような、
実践的な言語としての英語という位置付け
であります。つまり、大学に来たらもはや英
語は、勉強すべき、嫌でもやらなければなら
ない「教科としての英語」ではありません。日
本語だけで情報収集をしていると日本のマ
スメディアが伝える、都合の良い情報に接す
るばかりであり、幅広い視野で世界を理解す
るためには、多言語を学び駆使する必要があ

ります。まさしく英語はみなさんの第二言語
（または第三言語）として、みなさんの視野を

広げ、世界へ旅立つ可能性を広げてくれるの
です。もう受験勉強のための英語は必要あり
ません。これからは自分で目標を立てて勉強
すればいいのです。

私の授業で一番大切にしているのは、みな
さんのモチベーションです。最初は嫌々来る
学生も授業が終わった後、「英語の見方が変
わった」「ちょっと好きになった」と言ってく
れたり、「海外行きます！」「留学します！」と
言ってくれる学生さんも過去にいました。

モチベーションさえ上がれば、こちらから
あれこれ言わなくても自分で勉強するよう
になります。これさえ達成できれば授業が終
わったあとでも、みなさんが就職してからで
も、いつでも勉強できます。大学の授業は１
年でも30回しかありませんし、そのすべてを
みなさんがずっと覚えていることもおそら
くないでしょう。しかし英語学習に対するモ
チベーションが高まれば、趣味としても続け
られるし、海外旅行や海外の友達との交流に
も応用できます。たくさんの海外の人たちと
出会って、交流を深めてください。きっとみ
なさんの将来に大きな影響を及ぼすはずで
す。そのきっかけとなるような授業にしたい
と思っています。

残念ながらゼミは担当しませんが、文学を
英 語 で 読 み た い！、英 語 教 育 に 関 心 が あ
る！、海外の歌、映画大好き！という学生さ
んは気軽に私の研究室に来てください。

学問の研究を続けてこられたのも、日々、
マスメディアなどによって伝えられる情報
が、本当かどうか考える習慣があったからだ
と思っています。アルバート・アインシュタ
イ ン が“Common sense is the collection of 
prejudices acquired by age eighteen.”と
いっています。常識は偏見の集合体というわ
けです。いまでいう常識とは何が挙げられる
でしょうか。例えばみなさんが高校を卒業す

るときに進学か就職かを考えたと思います
が、本当にその２つしか選択肢がなかったの
でしょうか。また大学を卒業するときに同じ
問いにぶつかります。自分なりの答えを探し
ておく必要がありますが、そのヒントとなる
のが常識を疑ってみることでしょう。私たち
は知らず知らずのうちに社会の様々な影響
を受けています。これは私の考えだ、と思っ
ていても実は他人から得たものであったり
することも多々あるものです。そうした常
識を疑い、自分の判断をも厳しく吟味し、探
求を続けてください。

大学４年間は長いようで短いです。また、
迷うことも多い多感な時期でもあります。

ともかく、お金がない場合は多々あります
が、時間はあります。どうぞ、多くの本を読ん
でください。自分の専門だけでなく国内また
は海外の小説や文学、雑学、研究書、なんでも
いいです。たくさん本を読んで日本語の表現
方法を磨いたり、知識を増やしてください。
自分の考え方が変わると、生き方も変わって
きます。できるだけ多くの本にふれて、視野
を広げるといいでしょう。

あとひとつ、挙げるとすれば語学です。英
語 だ け に 限 ら ず、韓 国 語、中 国 語、フ ラ ン ス
語、ドイツ語など自分の関心のある言語から
学んでいくといいでしょう。複数の言語をあ
る程度駆使できるようになることで、それだ
け情報量が増え、良き判断の材料となるで
しょう。例えば、海外旅行で道に迷った場合、
現地の言葉を読めたり、人に聞けたりするこ
と で 目 的 地 に ス ム ー ズ に た ど り 着 け る で
しょう。私の授業では、みなさんの時代は、英
語ができて当然であり、さらにもう一言語な
いし二言語を学習するように勧めています。

常識に囚われすぎると本当に自分のした
いことができなくなったり、断念したりする
こともあります。どうぞ、多くの本を読んで
教養を身に付け、語学力を向上させて海外の
文化や価値観を吸収し、批判的精神を養って
ください。そして、本当に自分のやりたいこ
とを実現させてください。

1973年生まれ。大阪府出身。大阪市立大学大学院後期博士課程単位取得退学。近畿大学等非常勤講師を経て奈良大学文学部
に着任。
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49 50傷口に塩を塗りたくってきます。（傷口が無ければ沁みません。）編集者の つ ぶ や き

「地理学は理系ですか？文系ですか？」とよく聞
かれます。高校では理系クラスと文系クラスに
分けられていることも多くあるでしょう。理系クラ
スでは数学や物理を学び、文系クラスでは英語
や国語の授業数が多いかもしれません。

地理学や環境科学などは「複合領域」という、
理系の知識も文系の知識も必要な分野です。地
理学関連の学科・コースは、関東地方の大学の
多くでは理系に所属しているのに対し、西日本
の大学の多くでは文系に所属しています。また、
中学校や高等学校で「地理」という科目があるこ
とから、教員養成のために地理学関連の学科・
コースが教育学系に所属していることもありま
す。さらには、使用するツールから工学部や経
済学部など、非常に幅広い学部で地理学を学ぶ
ことができます。

筆者は、大学生から大学院生にかけて理学部
で学び、大学の教員として就職してからは、文
学部、情報科学部、理学部、工学部を経て、現
在は奈良大学文学部に所属しています。

地理学を学ぶためには、地域の概要を知り、
気候や水文、地形、植生などの理系的な分野を
知ることも重要ですし、その地域の都市や農村
の状況、人々の居住や動き、農林水産業や鉱工
業などの産業、その地域の歴史や周辺地域との
関係性といった文系的な要素も非常に重要です。
こうした幅広い分野に興味を持ち、ものの見方
を学ぶのが、大学で地理学を学ぶ面白さだと考
えています。

 

小中高校での地理は、〇〇山脈とか××平野
とか、また△△地方の特産品は☆☆だとか、覚
えることばかりで退屈だった人も多いと思いま
す。たしかに、基本的な場所の名前など最低限
の暗記はどうしても必要です。

しかし、数学における九九と同じで、最低限
の暗記をもとにして、考えることのほうがずっと
重要です。特に大学の地理学では、考えること
を重視します。例えば、都市は周辺地域よりも
夏に暑くなるという現象「ヒートアイランド現象」

が知られています。この名前を覚えることが大切
なのではありません。なぜヒートアイランド現象
が発生するのか？どこで？どれだけ暑いのか？な
どなど、一つの現象について、複数の地域を比
較しながら考えていくことが必要です。考えるた
めの資料として気温の観測といったフィールド
ワークが必要かもしれませんし、観測したデータ
を解析する統計学的な技術、さらには分布を図
化するための地理情報システム（GIS）といった技
術が必要になってくるかもしれません。

このように、必要な技術を身に着け、答えが
知られていない問題について考えていくことが、
大学では要求されます。さらに、これまでに知
られている知見を調べることも必要です。以前に
誰かが発見したことや考えたことを参考にして、
現代人が考えを進めていくのであれば人類の知
は発展しますが、過去の文章のコピー＆ペース
トだけでは知的財産の盗用にすぎません。

大学の教員は、いくつかの顔を持っています。
学生にとっていちばんなじみが深いのは、講

義やゼミなど大学の授業で教えることです。国公
立大学ほどではありませんが、奈良大学では少
人数教育が特徴の一つとなっており、小さなゼ
ミでは、教員1人に対し学生10人以下で研究の
指導をすることもあります。奈良大学地理学科で
は、学生一人ひとりの能力ややる気に合わせた
指導を行っているので、学生が成長していく姿
をみるのは教員の醍醐味と言えます。

また、大学教員は研究者としての顔を持って

いることはご存知でしょう。例えば筆者の場合は、
気候変動がメインテーマで、カザフスタンやモ
ンゴルのような乾燥地、インドネシアやタイのよ
うな湿潤地、シベリアやアラスカのような寒冷地
といった世界の気候に加え、土地利用の変遷に
よる都市の気候の変化など、気候データを利用
した解析やシミュレーションを専門としています。
さらに、土地被覆の変化などを知るために、地
理情報システム（GIS）やリモートセンシング（光
学・SAR）といった技術も使います。そして、研究
の成果を広く社会に還元するために、研究発表
を行うことも大切な仕事の一つです。

さらに筆者は、帝国書院が発行している教科
書（高等学校の地理A、地理B）の執筆や参考書
の執筆をしています。2022年から高等学校で「地
理総合」が必修化されるので、高校教員の手助
けとして出前授業に赴くことがあります。さらに
は一般向けの公開講座も担当することもありま
す。国際貢献としては、専門的な技術を使って、
JICAと協力してインドネシアの環境問題につい
て、現地の政府機関にアドバイスをしてきました。

大学の教員は専門的な知識を持っているので
「有識者」として、国や地方自治体の委員会で意

見を述べる機会もありますし、求めに応じて企
業の手助けをする場合もあります。ほかにも大
学内の各種会議や、研究者間組織（学会）の用事
などがあります。ごく稀に「大学の先生は、ヒマ
でいいよね」という言葉を耳にすることがありま
すが、大間違いです。ブラック企業顔負けの仕
事量をこなしている教員も多いのです。

1968年大阪府堺市生まれ。東京大学大学院理学系研究科地理学専攻博士課程単位取得満期退学後、博士（理学）取得。
奈良女子大学文学部、愛知県立大学情報科学部、東京都立大学大学院 理学研究科、北海道大学大学院 情報科学研究科を
経て、2014年に本学に着任。このほか、スイス連邦チューリッヒ工科大学大気気候科学研究所客員教授として在外研究の
経験有り。これまで、早稲田大学教育学部、金沢大学文学部、大阪教育大学などで非常勤講師をつとめた。

理系と文系の複合領域

暗記だけではなく、考える大切さ

大学の教員の仕事

南アフリカ共和国のナマクワランドで数年に一度
出現するお花畑（2006年）

ボツワナ・乾季の
オカバンゴデルタ（2006年）

アラスカ・フェアバンクスの
オーロラ（2006年）

木曽駒ケ岳山頂部の周氷河地形と植生の調査（2017年）

北海道での大巡検時に撮影（神の子池、2022年）

木村 圭司 KIMURA Keiji 　　地理学・気候学／教授
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49 50傷口に塩を塗りたくってきます。（傷口が無ければ沁みません。）編集者の つ ぶ や き

「地理学は理系ですか？文系ですか？」とよく聞
かれます。高校では理系クラスと文系クラスに
分けられていることも多くあるでしょう。理系クラ
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業の手助けをする場合もあります。ほかにも大
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などがあります。ごく稀に「大学の先生は、ヒマ
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すが、大間違いです。ブラック企業顔負けの仕
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51 52台湾大好き人間です。編集者の つ ぶ や き

農村における伝統的な結婚披露宴。以前は農村や地方都市では、このようなスタイルの披露宴が多かった。料理は披露宴会場傍で作られ運ばれてくる。

台東県池上郷における農村ツーリズムの様子。台北などの都市住民が
のんびりと余暇を過ごすために訪れる。

バナナの集荷場。ここで日本市場向けと国内向けとに選別される。

私の専門は農業地理学で、台湾の農
業・農村を研究しています。私は東北で
生まれ育ったため、子どもの頃から寒い
冬がない南国に強い憧れがありました。
南国の果物、特に台湾バナナや、現在の
カットパインのように手軽に食べるこ
とができなかったパイナップルを見か
けると、どんなところでどのように作ら
れているのか想像を巡らせていました。
私が大学生だったとき、子どもの頃よ
く口にした甘くておいしい台湾バナナ
を見かけなくなったことに気づきまし
た。「なぜなのか？」という疑問が浮かび
ました。「台湾バナナが店頭からなぜ消
えたのか？」その謎解きを卒業論文の
テーマにしました。生産地に何か問題が
あるのではないかと思い、現地の言葉が
わからないのに、大学３年の春休みに台
湾に調査に出かけました。子どもの頃か

らずっと憧れていた南国で、バナナの実
が木になっているところを見て感動し
たのを覚えています。そもそも日本向け
バナナがどうやって生産されているの
かもよくわかりませんでしたし、台湾か
らどうやってバナナが日本へ輸出され
ているかもわかりませんでしたから、と
ても新鮮でした。日本の南に位置する台
湾から、現地の生産者によって大切の育
てられたバナナは100年以上にわたり日
本に輸出されてきました。日本に最も近
いバナナの供給地という地理的な優位
性がある一方、日本向けバナナの生産の
難しさ、流通システムの課題など、現場
に行かなければわからない情報を得る
ことができました。
台湾滞在中、生産者の方々にたくさん
バナナをごちそうしていただきました。
バナナは生産地の自然環境に大きく影
響され、産地ごとに味が異なります。生

産者の顔を見ながら、現地で味わった台
湾バナナは格別においしかったです。

台湾を訪れて卒業論文の調査をした
ことをきっかけに、台湾の農業・農村に
関心を持つようになり、研究を発展させ
るため台湾に留学しました。台湾での研
究生活で現地の人々の暮らしや文化に
も理解を深めることができました。
卒業論文の調査を通して、自分が疑問
に思っていたことや知らなかったこと
がわかり、私にとってとても楽しい経験
となりました。そして、現場を知ること
の大切さを学びました。以来20年余りに
わたり、グローバル化に伴う台湾の農

業・農村地域の変容および日台間の食料
貿易に関する研究を行っています。

地理学は、皆さんにとってあまりなじ
みのない学問分野だと思いますが、
フィールドワークに基づいて情報を収
集し、地域の特徴（地域性）、地域に展開
する様々な現象や課題を考察する学問
です。地域に情熱を注いで、冷静に論理
的に地域を語ります。どんな研究でも大
切なのは「なぜ？」という問いを立てる
ことです。皆さんが抱く疑問に対して、
その答えを地理学の視点から一緒に考
えてみませんか。

1972年福島県福島市生まれ。駒澤大学文学部地理学科卒業。1999年横浜国立大学大学院教育学研究科社会科教育専

攻（地域研究専修）修士課程修了。2007年國立臺灣師範大學大學院文學院地理學系博士課程修了。文学博士（Ph.D.）取得。

広島国際学院大学現代社会学部専任講師、広島国際学院大学情報文化学部准教授、平安女学院大学国際観光学部准教

授を経て、2023年奈良大学文学部地理学科に准教授として着任。

八田與一紀念園區にて（2013年8月）

熱帯果実に魅せられて―台湾との出会い

台湾地域研究へ 皆さんへ

古関 喜之 KOSEKI Yoshiyuki  農業地理学・台湾地域研究／准教授
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51 52台湾大好き人間です。編集者の つ ぶ や き

農村における伝統的な結婚披露宴。以前は農村や地方都市では、このようなスタイルの披露宴が多かった。料理は披露宴会場傍で作られ運ばれてくる。

台東県池上郷における農村ツーリズムの様子。台北などの都市住民が
のんびりと余暇を過ごすために訪れる。

バナナの集荷場。ここで日本市場向けと国内向けとに選別される。

私の専門は農業地理学で、台湾の農
業・農村を研究しています。私は東北で
生まれ育ったため、子どもの頃から寒い
冬がない南国に強い憧れがありました。
南国の果物、特に台湾バナナや、現在の
カットパインのように手軽に食べるこ
とができなかったパイナップルを見か
けると、どんなところでどのように作ら
れているのか想像を巡らせていました。
私が大学生だったとき、子どもの頃よ
く口にした甘くておいしい台湾バナナ
を見かけなくなったことに気づきまし
た。「なぜなのか？」という疑問が浮かび
ました。「台湾バナナが店頭からなぜ消
えたのか？」その謎解きを卒業論文の
テーマにしました。生産地に何か問題が
あるのではないかと思い、現地の言葉が
わからないのに、大学３年の春休みに台
湾に調査に出かけました。子どもの頃か

らずっと憧れていた南国で、バナナの実
が木になっているところを見て感動し
たのを覚えています。そもそも日本向け
バナナがどうやって生産されているの
かもよくわかりませんでしたし、台湾か
らどうやってバナナが日本へ輸出され
ているかもわかりませんでしたから、と
ても新鮮でした。日本の南に位置する台
湾から、現地の生産者によって大切の育
てられたバナナは100年以上にわたり日
本に輸出されてきました。日本に最も近
いバナナの供給地という地理的な優位
性がある一方、日本向けバナナの生産の
難しさ、流通システムの課題など、現場
に行かなければわからない情報を得る
ことができました。
台湾滞在中、生産者の方々にたくさん
バナナをごちそうしていただきました。
バナナは生産地の自然環境に大きく影
響され、産地ごとに味が異なります。生

産者の顔を見ながら、現地で味わった台
湾バナナは格別においしかったです。

台湾を訪れて卒業論文の調査をした
ことをきっかけに、台湾の農業・農村に
関心を持つようになり、研究を発展させ
るため台湾に留学しました。台湾での研
究生活で現地の人々の暮らしや文化に
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卒業論文の調査を通して、自分が疑問
に思っていたことや知らなかったこと
がわかり、私にとってとても楽しい経験
となりました。そして、現場を知ること
の大切さを学びました。以来20年余りに
わたり、グローバル化に伴う台湾の農

業・農村地域の変容および日台間の食料
貿易に関する研究を行っています。

地理学は、皆さんにとってあまりなじ
みのない学問分野だと思いますが、
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集し、地域の特徴（地域性）、地域に展開
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的に地域を語ります。どんな研究でも大
切なのは「なぜ？」という問いを立てる
ことです。皆さんが抱く疑問に対して、
その答えを地理学の視点から一緒に考
えてみませんか。

1972年福島県福島市生まれ。駒澤大学文学部地理学科卒業。1999年横浜国立大学大学院教育学研究科社会科教育専

攻（地域研究専修）修士課程修了。2007年國立臺灣師範大學大學院文學院地理學系博士課程修了。文学博士（Ph.D.）取得。

広島国際学院大学現代社会学部専任講師、広島国際学院大学情報文化学部准教授、平安女学院大学国際観光学部准教

授を経て、2023年奈良大学文学部地理学科に准教授として着任。

八田與一紀念園區にて（2013年8月）

熱帯果実に魅せられて―台湾との出会い

台湾地域研究へ 皆さんへ

古関 喜之 KOSEKI Yoshiyuki  農業地理学・台湾地域研究／准教授



教
員
紹
介

教
員
紹
介

教員紹介

53 54GIS教育を切り拓いた開拓者です。編集者の つ ぶ や き

地理学の中でも「人口」を中心に扱う人口

地理学という分野を専門としてきました。

「人口」とはある範囲に含まれる人間の集団

のことですので、地域で営まれる人々の活

動はすべて人口に関連することになり、い

わば人口地理学は地理学の土台ともいえる

ものです。また「人口」は人数をカウントし

た数字でもあるので多少の計算は避けて通

れませんが、年齢・性別・就業状況などの内

訳や、年月を経ての変化は、いわば地域の

様子を映し出す鏡とも言えます。

こうした人口の状況を地図に表して考察

を加えるのが人口地理学の基本ですが、近

年はその地図のコンピュータ化が進みまし

た。地図と人口データをセットにしてコン

ピュータで処理するのが地理情報システム

（GIS）です。市町村より小さな町丁目や字

（あざ）などの地域（小地域と言います）を単

位とする地図は、GISを用いてこそ人口デー

タと組み合わせて活用の場面が広がりま

す。GISによる小地域統計データの処理の

課題や活用について検討するのが私の取り

組みです。

奈良大学は、奈良県・大阪府・京都府にま

たがる「関西文化学術研究都市」に隣接した

位置にあります。1980年代から開発の始

まった関西学研都市は、「筑波研究学園都

市」に続く日本で２番目のサイエンスシティ

で、近年はほぼ完成の域にありますが、全

国的にみても人口や地域の変化の激しい地

域の一つであり、興味の尽きるところがあ

りません。

兼業農家の子として、身近な野原、川や

田畑で動植物に触れながら育ち、小さい頃

から屋外の自然には関心があったようです。

走り回っていたわりには運動音痴でしたが

…。中学生の時にオリエンテーリングでコー

ス図の等高線とにらめっこしたのが、初め

て国土地理院の２万５千分の１地形図に触

れた時でした。高校で登山部に入り、雨で

屋外トレーニングのできない日に教室で先

輩から読図を習い、山行のたびに「概念図」

と称して地形概略図を作成し、現地でも地

形図とコンパスでルートファインディングし

ながら、地図との付き合いを深めました。

また、高校の登山部時代以来、暗室で

写真の焼き付けをするなど、写真にも興味

を持っていたので、大学の地理の授業で

扱った空中写真の立体視は感動ものでし

た。それ以来、左右から２枚組の風景写真

を撮って肉眼立体視する自己流の３Ｄ写真

を楽しんできました。最近は、赤青メガネ

での立体視用画像（アナグリフ）を作成する

パソコンソフトもあり、肉眼立体視のでき

ない人でも自分で空中写真や風景写真を立

体視できる方法として、学生にも指導して

います。

高校生時代の地理の授業では、自分たち

で調べてきたことを発表する機会があり、

地域を調べるという地理学の面白さを教わ

りました。また、高３の時に、地理の教科

担任が地理の学会専門誌「人文地理」に載っ

た「行動空間とトポロジー」という論文を見

せてくださりました。それは故・水津一朗先

生（のちの本学第５代学長）が書かれたもの

で、とても難解でしたが、当時理系クラス

にいた私は、地理空間に数学的概念（位相

幾何学）からアプローチするという地理学の

一つのあり方に衝撃を受け、大学で地理学

を学ぼうと志すようになりました。その教

科担任が、本学第９代学長の石原潤先生の

若い頃の教え子だったことを後で知り、本

学との運命的な縁を感じます。

大学生時代は、文学部にいながら数字好

きだったことから、人文地理学の中では数

字と縁の深そうな人口の世界に入り込み、

パソコンがまだ学生の手の届かぬものだっ

たころ、「ポケットコンピュータ」なるもので

プログラムを組んで人口ピラミッドを描いて

喜んでいました。これはそのまま現在の専

門分野につながっています。現在では、

GISを用いてパソコンで様々な人口地図を描

くことができるようになり、この新しい利

用法の探求に励んでいます。

また、GISの学会などで教育普及関係の

役職を経験したこともある縁で、2022年度

から高校地歴科に必修科目「地理総合」が

設けられるのに向け、「地理総合」で重要視

されるGISの活用を高校の教育現場で実現

してもらうサポートにも取り組んでいます。

1960年愛知県岡崎市生まれ。京都大学大学院文学研究科修士課程修了。1988年奈良大学部学部地理学科に助手として
着任。その後、専任講師、助教授を歴任し、現在は教授。2011年度にはマクマスター大学（カナダ）にて訪問教授を務めた。
専門分野は人口地理学と地理情報システム（GIS）。現在はGISを活用した小地域統計分析や関西学研都市地域の研究を行
う。著書に『GIS原論』（共訳）、『21世紀の都市像』（共著）、『都市構造と都市政策』（共著）など。

私の研究

大好きな地図と３D写真

地理学との縁

サンマリノ共和国ティターノ山

ハミルトン中心市街地（カナダ）のアナグリフ画像
（赤青メガネで立体視できます。）

近隣の高等学校でのGISモデル授業の様子奈良大学および関西学研都市地域の人口増減（500mメッシュ）

酒井 高正 SAKAI Takamasa　　人口地理学／教授
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地理学の中でも「人口」を中心に扱う人口

地理学という分野を専門としてきました。

「人口」とはある範囲に含まれる人間の集団
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れませんが、年齢・性別・就業状況などの内

訳や、年月を経ての変化は、いわば地域の

様子を映し出す鏡とも言えます。

こうした人口の状況を地図に表して考察

を加えるのが人口地理学の基本ですが、近

年はその地図のコンピュータ化が進みまし

た。地図と人口データをセットにしてコン

ピュータで処理するのが地理情報システム

（GIS）です。市町村より小さな町丁目や字

（あざ）などの地域（小地域と言います）を単

位とする地図は、GISを用いてこそ人口デー

タと組み合わせて活用の場面が広がりま

す。GISによる小地域統計データの処理の

課題や活用について検討するのが私の取り

組みです。

奈良大学は、奈良県・大阪府・京都府にま

たがる「関西文化学術研究都市」に隣接した

位置にあります。1980年代から開発の始

まった関西学研都市は、「筑波研究学園都

市」に続く日本で２番目のサイエンスシティ

で、近年はほぼ完成の域にありますが、全

国的にみても人口や地域の変化の激しい地

域の一つであり、興味の尽きるところがあ

りません。

兼業農家の子として、身近な野原、川や

田畑で動植物に触れながら育ち、小さい頃

から屋外の自然には関心があったようです。

走り回っていたわりには運動音痴でしたが

…。中学生の時にオリエンテーリングでコー

ス図の等高線とにらめっこしたのが、初め

て国土地理院の２万５千分の１地形図に触

れた時でした。高校で登山部に入り、雨で

屋外トレーニングのできない日に教室で先

輩から読図を習い、山行のたびに「概念図」

と称して地形概略図を作成し、現地でも地

形図とコンパスでルートファインディングし

ながら、地図との付き合いを深めました。

また、高校の登山部時代以来、暗室で

写真の焼き付けをするなど、写真にも興味

を持っていたので、大学の地理の授業で

扱った空中写真の立体視は感動ものでし

た。それ以来、左右から２枚組の風景写真

を撮って肉眼立体視する自己流の３Ｄ写真

を楽しんできました。最近は、赤青メガネ

での立体視用画像（アナグリフ）を作成する

パソコンソフトもあり、肉眼立体視のでき

ない人でも自分で空中写真や風景写真を立

体視できる方法として、学生にも指導して

います。

高校生時代の地理の授業では、自分たち

で調べてきたことを発表する機会があり、

地域を調べるという地理学の面白さを教わ

りました。また、高３の時に、地理の教科

担任が地理の学会専門誌「人文地理」に載っ

た「行動空間とトポロジー」という論文を見

せてくださりました。それは故・水津一朗先

生（のちの本学第５代学長）が書かれたもの

で、とても難解でしたが、当時理系クラス

にいた私は、地理空間に数学的概念（位相

幾何学）からアプローチするという地理学の

一つのあり方に衝撃を受け、大学で地理学

を学ぼうと志すようになりました。その教

科担任が、本学第９代学長の石原潤先生の

若い頃の教え子だったことを後で知り、本

学との運命的な縁を感じます。

大学生時代は、文学部にいながら数字好

きだったことから、人文地理学の中では数

字と縁の深そうな人口の世界に入り込み、

パソコンがまだ学生の手の届かぬものだっ

たころ、「ポケットコンピュータ」なるもので

プログラムを組んで人口ピラミッドを描いて

喜んでいました。これはそのまま現在の専

門分野につながっています。現在では、

GISを用いてパソコンで様々な人口地図を描

くことができるようになり、この新しい利

用法の探求に励んでいます。

また、GISの学会などで教育普及関係の

役職を経験したこともある縁で、2022年度

から高校地歴科に必修科目「地理総合」が

設けられるのに向け、「地理総合」で重要視

されるGISの活用を高校の教育現場で実現

してもらうサポートにも取り組んでいます。

1960年愛知県岡崎市生まれ。京都大学大学院文学研究科修士課程修了。1988年奈良大学部学部地理学科に助手として
着任。その後、専任講師、助教授を歴任し、現在は教授。2011年度にはマクマスター大学（カナダ）にて訪問教授を務めた。
専門分野は人口地理学と地理情報システム（GIS）。現在はGISを活用した小地域統計分析や関西学研都市地域の研究を行
う。著書に『GIS原論』（共訳）、『21世紀の都市像』（共著）、『都市構造と都市政策』（共著）など。

私の研究

大好きな地図と３D写真

地理学との縁

サンマリノ共和国ティターノ山

ハミルトン中心市街地（カナダ）のアナグリフ画像
（赤青メガネで立体視できます。）

近隣の高等学校でのGISモデル授業の様子奈良大学および関西学研都市地域の人口増減（500mメッシュ）

酒井 高正 SAKAI Takamasa　　人口地理学／教授
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私が研究者を志したきっかけは、高校
地理の授業でした。地理という科目の面
白さにハマり、他の科目の授業まで地理
との関連を見いだしては、面白くなって
いったことを覚えています。そして奈良
大に進学し、一年目から卒業するまで思
う存分、地理学を学ぶことができました。
例えば、山に一ヶ所だけ色が違う部分が
あった時、それはそこの樹木の種類が違
うからだと考えます。ではなぜ、そこだ
け樹木の種類が違うのか、と考えを巡ら
せることが、奈良大で地理学を学ぶ私の
出発点でした。傾斜の違いや水分条件、
植樹など色々な可能性がありますが、そ
うやって疑問をたくさん持つことが物事
を深く、あるいは多面的に捉えることに
繋がります。その後の京都大アジア・ア
フリカ地域研究研究科、文学研究科地理
学専修に進学してからも、この多様な視

点、地理学という学問としての総合的な
視点を持ち続け、たくさんの世界を見て
きました。

南部アフリカでは住み込みによる現地
調査をベースに、半乾燥地域における自
然と、そこで暮らす地域住民の関係を通
して、自然環境と住民生活の相互作用性
や共生の在り方について、研究を進めて

きました。主な研究内容は、国立公園で
暮らす人たちが利用する自然環境やその
場所がどのような影響を受けて成立して
いるのか、また、自然と密接に暮らして
いる人たちが周辺の自然環境をどのよう
に認識しているのかを解明することでし
た。言語における吸着音（クリック音）が
特 徴 的 な コ イ サ ン 諸 語 の 一 つ で、コ エ

（Khoe）語 族 に 属 す る ク エ ダ ム
（Khwedam）と 呼 ば れ る ク エ（Khwe）語

を話すクエの人々と、長い時で数ヶ月間、
同じ生活をしながら調査をしました。ク
エの人々は伝統的に狩猟採集生活を営ん
できました。現在の主食は主にトウモロ
コシの粉を練ったものですが、家屋は樹
木と草と泥で作られるのが一般的で、伐
採した樹木を家屋の柱として、その骨格
に泥をはめ込んだり塗ったりして壁を作
り、屋根は乾かした草を葺いて作ります。

私たちはよくビルや駅で待ち合わせを
しますが、そういうものが一切ない自然
の中だと、何を目印として待ち合わせを
すると思いますか？　実は大きな目立つ
木 を 目 印 に す る だ け で な く、私 た ち に
と っ て は 何 気 な い 木 々 や 水 た ま り ま で
も、そこに暮らすクエの人たちは一つ一
つ記憶していて、その特徴や性質、そこ
までの距離などが、明確に認識されてい
ます。そういった自分たちとの違いを体
感することも、フィールドワークの醍醐
味と言えます。

現在は、これまでの研究を通して培っ
た地球環境を総合的に捉える地理学の視
点と、人工知能による深層学習など、最
先端科学技術との融合から生まれる新た
な発想によって、地球環境問題の解決に
資する研究に努めています。具体的には、
人工知能による海洋ゴミ識別モデルを開
発しつつ、ドローンによる空撮写真とそ
の画像解析等を用いて、河川の地形環境
と海洋ゴミ発生の関係や、海岸の微地形
や海浜植物と海洋ゴミ集積との関係など
に つ い て 研 究 し て い ま す。ま だ ま だ 始
ま っ た ば か り で す が、今 後 こ の 研 究 に
よって、陸域における海洋ゴミや、その
元になるゴミの挙動が具体的に分かるよ
うになれば、ポイントを絞ってゴミの回
収ができたり、ゴミの溜まりやすい場所
に回収箱を設置できたりと、環境問題解
決のための効果的な方法が生まれるので
はないかと考えています。

自分の目と機械の目で、
地球環境を捉える

卒業研究で現地調査したインドネシア・ジャワ島中部にあるMerapi火山

修士課程の研究でお世話になったナミビア北東部に暮らすKhweの
人々と私

ドローンを用いて外来種であるセイタカアワダチソウを撮影している様子

Photographed by Kenshu Shintsubo

芝田 篤紀 SHIBATA Atsuki　　自然地理学・地理情報科学／講師

1991年、大阪生まれ。 奈良大学文学部地理学科を卒業後、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科アフリカ地域研
究専攻にて修士号を取得、博士課程は同大学大学院文学研究科行動文化学専攻地理学専修へ進学。博士号（文学）を取得
後、同大学学際融合教育研究推進センター森里海連環学教育研究ユニットに研究員として着任、2021年度より本学に講師と
して着任。専門分野は自然地理学および地理情報科学、南部アフリカのナミビア共和国、ボツワナ共和国、東南アジアではイ
ンドネシアなどでフィールドワークを行なってきた。現在は環境問題の中でも特に海洋ゴミ問題に関心を持ち、ドローンや人
工知能を用いた研究を進めている。

高校地理と地理学と私

アフリカで暮らす、フィールドワーク
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私が研究者を志したきっかけは、高校
地理の授業でした。地理という科目の面
白さにハマり、他の科目の授業まで地理
との関連を見いだしては、面白くなって
いったことを覚えています。そして奈良
大に進学し、一年目から卒業するまで思
う存分、地理学を学ぶことができました。
例えば、山に一ヶ所だけ色が違う部分が
あった時、それはそこの樹木の種類が違
うからだと考えます。ではなぜ、そこだ
け樹木の種類が違うのか、と考えを巡ら
せることが、奈良大で地理学を学ぶ私の
出発点でした。傾斜の違いや水分条件、
植樹など色々な可能性がありますが、そ
うやって疑問をたくさん持つことが物事
を深く、あるいは多面的に捉えることに
繋がります。その後の京都大アジア・ア
フリカ地域研究研究科、文学研究科地理
学専修に進学してからも、この多様な視

点、地理学という学問としての総合的な
視点を持ち続け、たくさんの世界を見て
きました。

南部アフリカでは住み込みによる現地
調査をベースに、半乾燥地域における自
然と、そこで暮らす地域住民の関係を通
して、自然環境と住民生活の相互作用性
や共生の在り方について、研究を進めて

きました。主な研究内容は、国立公園で
暮らす人たちが利用する自然環境やその
場所がどのような影響を受けて成立して
いるのか、また、自然と密接に暮らして
いる人たちが周辺の自然環境をどのよう
に認識しているのかを解明することでし
た。言語における吸着音（クリック音）が
特 徴 的 な コ イ サ ン 諸 語 の 一 つ で、コ エ

（Khoe）語 族 に 属 す る ク エ ダ ム
（Khwedam）と 呼 ば れ る ク エ（Khwe）語

を話すクエの人々と、長い時で数ヶ月間、
同じ生活をしながら調査をしました。ク
エの人々は伝統的に狩猟採集生活を営ん
できました。現在の主食は主にトウモロ
コシの粉を練ったものですが、家屋は樹
木と草と泥で作られるのが一般的で、伐
採した樹木を家屋の柱として、その骨格
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卒業研究で現地調査したインドネシア・ジャワ島中部にあるMerapi火山

修士課程の研究でお世話になったナミビア北東部に暮らすKhweの
人々と私

ドローンを用いて外来種であるセイタカアワダチソウを撮影している様子

Photographed by Kenshu Shintsubo

芝田 篤紀 SHIBATA Atsuki　　自然地理学・地理情報科学／講師
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究専攻にて修士号を取得、博士課程は同大学大学院文学研究科行動文化学専攻地理学専修へ進学。博士号（文学）を取得
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高校地理と地理学と私

アフリカで暮らす、フィールドワーク
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ビーチ・カスプ（オーストラリアのシドニー）

鉤状砂嘴（静岡県西伊豆戸田の御浜岬）

私の専門は自然地理学の中の地形学で、
特に海岸地形を研究テーマにしています。
私は東北地方の山の中で生まれ育ち、小さ
いころから海に興味（憧れ）を持っていた
ので、大学で地理学科に入った際には迷う
ことなく海岸地形を研究テーマに選びま
した。大学院生までは、海底の地形を対象
としていましたが、徐々に体力が衰えて潜
水調査や波に抗っての調査ができなくな
り、対象を波打ち際の地形に移しました。
最近は海水に浸かっただけで腰が痛くな
りますので、陸上だけの調査や地図だけで
もなんとかなる砂州や砂嘴の研究に移っ
ています。　

さて、海岸には大きく分けて、砂浜海岸
と岩石海岸があります。そのほかにも、サ
ンゴ礁海岸、マングローブ海岸、氷の海岸
などもありますが、メインは砂浜と岩石で
す。私はその中でも砂浜を主な研究対象に
しています。砂の定義は「粒径0.0625mm～

2mmの岩屑」ですが、“砂浜海岸”という場
合は砂の定義の範囲を大きく超える直径
数mにもなる巨礫の浜や、一粒一粒が目に
見えないくらい細かな泥の浜をも含みま
す。つまり砂浜海岸と言う用語は岩石海岸
の対義語としても用いられます。

この色々な大きさの粒が、波や沿岸流や
風によって移動し、ある場所に溜まった
り、逆に運び去られたりし、結果として各
種の地形が形成されます。簡単に動く大き
さの砂粒から構成される海浜の場合、地形
は頻繁に変化します。皆さんは砂浜海岸を
単調だと思っているかもしれませんが、毎
日毎日浜を見続けていると、非常に変化の
激しいことが分かります。冬の浜は狭く、
夏の浜は広々としています。また、台風が
来れば浸食され、その後の波で徐々に回復
していきます。その点、ほとんど変化のな
い岩石海岸とはまったく異なります。

このように、砂浜海岸の地形はバラエ
ティーに富んでいますが、その中で、現在

の研究テーマの地形を写真で紹介します。
まず、ビーチ・カスプという地形です。皆さ
んは高校の『地理』で「カスプ状三角州」を
習ったと思いますが、カスプ(cusp)は「尖っ
ている先端」というような意味です。海浜
に形成されるビーチ・カスプは尖っている
先端とその間の半円形の窪みが規則的に
連なるもので、英語で書く場合はbeach 
cuspsと複数形になります。100年以上も前
から多くの研究者が検討していますが、形
成条件や消滅条件、波長などはかなり解明
されているものの、なぜ形成されるのかと
いう最も本質的なことはまだ満足には説
明されていません。

写真は、まだデジカメが普及していな
かった1990年に、ポジフィルムで撮影した
もので、場所はオーストラリアのシドニー
の海岸です。ちょっと不鮮明かもしれませ
んが、写っている人や家を参考にすれば、
大よその規模がわかります（波長が100ｍ
ほどです）。これほど見事なカスプはなか
なか見ることはできません。カスプは海浜
や湖浜によく形成され、日本の砂浜海岸で
は波長20～40ｍくらいが一般的で、琵琶湖
では波長1～3ｍくらいのものが観察され
ますし、砂を敷いた実験水槽でも波長数十
センチのものを作り出すことが可能です。
現在、「なぜビーチ・カスプができるのか」
というテーマに挑戦しています。

もう一つのテーマは砂嘴と砂州です。高
等学校の地理の教科書にも載っているの
で、皆さんもよく知っているだろうと思い

ます。皆さんは、「砂嘴は沿岸流の流下方向
に鳥の嘴（くちばし）のように伸びたもの
で、それが対岸付近まで成長したものが砂
州である」と教わったと思います。でも、よ
く調べてみると、おかしなことがたくさん
出てきます。私は砂嘴と砂州は全く別物だ
と考えていますが、それを説明するともの
すごく長くなりますので、ここでは典型的
な砂嘴と砂州を紹介するにとどめます。

写真は西伊豆の戸田湾の湾口にある鉤
状砂嘴（先端が鉤のように曲がっている砂
嘴）です。御浜岬と呼ばれており、直径1ｍ
を超える巨礫を含む礫浜で、付け根から先
端まで約800ｍあります。もう一つは砂州
の例です。鹿児島県に甑島（こしきじま）と
いう東シナ海に浮かぶ島がありますが、そ
の北端に形成された長目の浜と呼ばれる
全長2.5kmの砂州です。砂州と言っても、こ
れも礫で構成されています。多くの砂州や
砂嘴は礫でできていることが多く、その場
合は礫州や礫嘴と言った方が良いのかも
しれませんが、このような場合も一般に砂
州・砂嘴と言っています。どちらも特徴的
な地形であるにもかかわらず、まだまだ解
明されていない地形です。

経歴：1953年山形県生まれ。東京教育大学（現筑波大学）理学部地学科地理学専攻を卒業後、筑波大学大学院地球科学研究
科地理学・水文学専攻修了。理学博士。その後、筑波大学準研究員を経て京都教育大学教育学部に専任講師として移籍

（1987年）。さらに同大学に助教授・教授として勤務し、2019年3月に定年で退職。1年間の充電期間を経て2020年4月に奈良
大学に着任。

石廊崎にて（2020年3月）

武田 一郎 TAKEDA Ichirou　　自然地理学、地形学／教授

研究テーマ

湾口砂州（鹿児島県上甑島の長目の浜）
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歴史地理学は一般に広く知られていませ

んが、過去に起こった地域の事象に関心を

もって研究する分野です。一般に地理学は

現代の事象を扱うことが多いように思われ

がちなのですが、「歴史地理学」のような過

去の地理的現象を扱う分野もあるのです。

人は生活をするなかで土地にその営みを残

しています。それらをつなぎとめると、過去

の地表面の世界が蘇ってきます。過去だけ

にとどまらず、その現象が現代にまでどのよ

うに連続しているのか、また、途切れてし

まったのか、それらは大きな関心事なの

です。

地理に対する関心の高まりは、「野外に出

て確かめる」ということからです。私は、じっ

と本を読むことが苦手でしたから、地図を

もって各地へ出かけていました。とくに各地

の史跡・名勝、町並みには関心がありました

ので、今から考えると地理といえども歴史

への志向は強かったように思います。その

ことが地理学へ入っていくきっかけとなりま

した。

　地理学を学ぶにつれて、人が手を加え

た土地に関心をもつようになりました。た

とえば、「なぜ、道路に沿って長方形の区

画をした同じ大きさの土地が連続して並ぶ

のだろうか」、また「なぜ、曲線を描くよう

な土地の区画が出来あがるのだろうか」と

考えることがあります。さらには、「規則正

しく並んでいる土地の区画が、なぜある場

所で乱れるのだろうか」といったことも考

えるようになりました。「１筆ごとの土地の

大きさを記した過去の記録文書をみて、そ

れらがどのように並んでいるのかわかれば

よいのだが…」という気持ちをもつことが

あります。つまり、「文字」記録を「地図」

にできないのかという発想ですね。

　私の研究対象は江戸時代に全国各地に

構築された陣屋とその周辺の集落について

です。城や城下町は一般に知られています

が、全国にはそれよりも小さな規模の陣屋

と町が数多くありました。しかし、現存し

ている建物は少なく、現地に行ってもその

範囲さえわかりづらくなっている例も多い

のです。かつての絵図や文書の記録、現

地に残るわずかな土地の区画や痕跡などか

ら、その範囲を復原することに力を注いで

います。とにかく数が多いので、ひとつひ

とつの事例を積み重ねていき、陣屋と「陣

屋町」について解き明かしていきたいと考

えています。

　子供の頃から奈良に住んでい

るので、奈良は身近に感じてい

ます。奈良というと、古代のイ

メージが強い地域ですが、それ

以降の時代の重層的な積み重な

りがあります。ですからさまざ

まことがとても複雑に絡んでい

ます。また、会話のなかで「奈良」

の範囲を想定するのは結構むず

かしいものです。現在の奈良県

の範囲よりも大きくとらえること

はしませんが、奈良市の奈良、

旧市街地の奈良、新市街地も含

めた奈良、郊外の奈良、奈良盆

地の奈良など、さまざまなシー

ンで ‘奈良’ を使っています。奈

良の人は、会話をしている場所

と会話の流れや文脈によって自

在に使い分けて、そして見て聞いてその範

囲を理解しています。府県名と府県庁所在

地が同名の場合、このようなことがおこる

のかもしれません。

　私の関心である陣屋も ‘奈良’（この場合

は大和国であり奈良県内です）に多くあり、

とくに奈良盆地に集中して分布していまし

た。大学にいると近くに研究フィールドが

あるわけです。

風変わりな地理学の
一分野・「歴史地理学」

資料を地図にする

江戸期の陣屋と「陣屋町」への関心

奈良の地でいると

高山陣屋前

芝村陣屋の復原図を作る

土平 博 TSUCHIHIRA Hiroshi　　歴史地理学／教授

1966年生まれ。奈良大学文学部地理学科卒業。関西大学大学院文学研究科博士後期課程単位修得修了満期退学。
1995年本学地理学科助手として着任。専任講師、准教授を経て現在、教授。



教
員
紹
介

教
員
紹
介

教員紹介

59 60授業を受け続けると、最終回には先生がかわいく見えます。編集者の つ ぶ や き
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61 62学生とよく間違えられて、本人が困っています。編集者の つ ぶ や き

沖積低地で採取したコア堆積物の処理（2021年1月）

ミクロネシア連邦ポンペイ島のマングローブ（2017年9月）
手前で左手を挙げている人物が私

１

本格的に地理学を学び始めたのは、大学

3年時に地理学のゼミに所属してからで

す。子どもの頃から地球儀や地図を見て、

地名を覚えたり、どのような地域かを想像

したりするのが好きで、中学や高校の地理

の授業も楽しく受けていました。地理学を

扱う大学への進学も考えましたが、他分野

にも興味があったため、最終的に自然科

学・社会科学を広く学べる学科がある大学

に進学しました。さまざまな授業（政治学、

経済学、社会学、環境学など）を受ける中

で、自身の地理好きを再認識し、最終的に

地理学のゼミを選択しました。

人文地理学分野の研究テーマを選ぶゼ

ミ生が多い中、私は地形、中でも沖積低地

を対象として研究に取り組むことにしま

した。沖積低地とは、河川下流部および海

岸付近に河川や海の作用によって比較的

新しい時代（更新世末期以降）に形成され

た平野（低地）のことです。このテーマに出

会った瞬間、妙に使命感に駆られたのを覚

えています。それは、私が濃尾平野（日本の

代表的な沖積低地の一つ）で生まれ育った

ことが関係しています。子どもの頃から新

田開発や伊勢湾台風について学ぶ機会が

多く、自分たちが暮らしている場所はどう

やってできたのか、これと伊勢湾台風とは

どう関係するのか、という疑問を常に持ち

続けていました。

卒業論文では、現実的な観点から、愛知

県の矢作川下流低地を対象地域としまし

たが、大学院進学後は研究環境に恵まれた

こともあり、満を持して濃尾平野に挑戦し

ました。博士論文では、濃尾平野と矢作川

下流低地に多摩川低地と広島平野を加え

た4地域を対象として、より総合的に沖積

低地をとらえることを試みました。現在も

濃尾平野と矢作川下流低地での研究を継

続しています。故郷への愛着と災害に対す

る危機感が、沖積低地に向き合い続ける原

動力になっています。

大学ではもう一つの出会いがありまし

た。それがマングローブです。マングロー

ブとは、熱帯・亜熱帯地域の潮間帯（干潟）

に生育する樹木の総称で、資源供給の場で

あるほか、炭素貯留の場や天然の防潮堤・

防波堤としての機能を持つなど、重要な生

態系の一つとなっています。大学4年時に、

指導教員の研究対象地域の一つであるミ

クロネシア連邦ポンペイ島での調査に補

助として同行して以来、マングローブのユ

ニークな生態系にすっかり魅了されてし

まいました。しかし、大学院進学後は、濃尾

平野をはじめとする沖積低地での研究に

集中したかったこともあり、大学院を修了

するまでマングローブ研究に取り組むこ

とはほとんどありませんでした。その後、

大学教員としての生活がスタートし、沖積

低地研究を通して培った経験やスキルを

ほかの研究活動にも活かしたいと思い、マ

ングローブに正面から向き合うようにな

りました。

沖積低地研究とマングローブ研究とは、

一見すると結びつきそうにありません。し

かし、マングローブは、熱帯・亜熱帯地域の

沖積低地の沿岸に分布し、林内に流入する

土砂の堆積を促すとともに、海面上昇に応

じてマングローブ泥炭を蓄積することで

自ら地盤を高めるなど、微地形形成に深く

かかわっています。そのため、沖積低地研

究とマングローブ研究をそれぞれ別々の

ものとして扱うのではなく、沖積低地研究

の一環としてマングローブ研究に取り組

んでいます。

1989年愛知県生まれ。2011年南山大学総合政策学部総合政策学科卒業。2016年名古屋大学大学院環境学研究科社会環境学
専攻博士後期課程修了。博士（地理学）。名古屋大学大学院環境学研究科非常勤研究員（2016 ～ 2017年）、法政大学文学部地
理学科助教（2017 ～ 2022年）を経て、2022年奈良大学文学部地理学科に講師として着任。専門分野は自然地理学、環境地理
学、地形学、地理情報システム（GIS）。ボーリング資・試料の分析・解析やGISによる空間解析を基に、沖積低地・沖積層の形成や
低地での炭素貯留、流域の土砂生産（侵食）などを研究。また、沖積低地研究の一環として、マングローブの立地環境に関する研
究にも奮励。2015年度日本地理学会賞（若手奨励部門）受賞。

沖積低地を研究する原動力
沖積低地研究の一環として
マングローブ研究

羽佐田 紘大 HASADA Kodai　　自然地理学、環境地理学、地形学／講師



教
員
紹
介

教
員
紹
介

教員紹介

61 62学生とよく間違えられて、本人が困っています。編集者の つ ぶ や き

沖積低地で採取したコア堆積物の処理（2021年1月）

ミクロネシア連邦ポンペイ島のマングローブ（2017年9月）
手前で左手を挙げている人物が私

１

本格的に地理学を学び始めたのは、大学

3年時に地理学のゼミに所属してからで

す。子どもの頃から地球儀や地図を見て、

地名を覚えたり、どのような地域かを想像

したりするのが好きで、中学や高校の地理

の授業も楽しく受けていました。地理学を

扱う大学への進学も考えましたが、他分野

にも興味があったため、最終的に自然科

学・社会科学を広く学べる学科がある大学

に進学しました。さまざまな授業（政治学、

経済学、社会学、環境学など）を受ける中

で、自身の地理好きを再認識し、最終的に

地理学のゼミを選択しました。

人文地理学分野の研究テーマを選ぶゼ

ミ生が多い中、私は地形、中でも沖積低地

を対象として研究に取り組むことにしま

した。沖積低地とは、河川下流部および海

岸付近に河川や海の作用によって比較的

新しい時代（更新世末期以降）に形成され

た平野（低地）のことです。このテーマに出

会った瞬間、妙に使命感に駆られたのを覚

えています。それは、私が濃尾平野（日本の

代表的な沖積低地の一つ）で生まれ育った

ことが関係しています。子どもの頃から新

田開発や伊勢湾台風について学ぶ機会が

多く、自分たちが暮らしている場所はどう
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63 64鉄道好きの鑑です。編集者の つ ぶ や き

横浜港に係留される氷川丸

１

高校入学後に鉄道研究会に所属し
ました。でも、その主な活動である旅
行にも、模型にも、興味がわかぬまま
卒業まで辛うじて籍だけはありまし
た。一方、社会科の授業も地理に興味
がなく選択せず、地学は理科の中で最
も苦手でした。地理とはニアミス状態
を重ねながらも、常に畑違いのところ
を歩いていました。

ところが、高校３年の担任が日本史
の先生で、大学で「鉄道史の研究をし
たい」と相談したら、史学科より、地理
学 科 に 進 ん だ 方 が よ い の で は な い

か？　といわれました。その一言で、
それまでニアミスつづきの地理学と
一生(になるか、どうかは知りません
が)添い遂げることになりました。思
えば奇縁です。

専門分野を尋ねられることがよく
あります。大学では「交通地理学」とし
ていますが、個人的にはあまり落ち着
きがよいとは思っていません。また、
時に「歴史地理学」も使いますが、これ
も収まりがよくありません。おそらく
これまでの私が、自分の興味関心のお
もむくままに進んできたためで、まず
教科書を読んで「枠組み」を決めてか

ら 進 ん で き た わ け で は な い か ら で
しょう。

研究の進め方は各人各様だと思い
ますが、毎年学生諸君の卒業論文の
テーマ選定に関わっていると、あまり
に「枠組み」に拘りすぎていると思う
ことがよくあります。「交通地理学」や

「観光地理学」という枠を決めて取り
組むこともよいですが、時には渡船に
乗ったことがあるや、自宅が観光農園

を経営しているといった体験から、
テーマを選んでみるのも1つの方法だ
と思います。

1965年大阪府生まれ。関西大学文学部史学・地理学科地理学専攻卒業｡同大学院文学研究科日本史学専攻(歴史地理学専修)
博士課程後期課程中退｡ 1991年奈良大学文学部に助手として着任｡その後､講師、助教授、准教授となり､現在教授｡主著に『都
市交通の成立』(日本経済評論社)、『地域交通体系と局地鉄道』(日本経済評論社)、『近代日本の地域交通体系』(大明堂)。
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神功南口

約１２分｡
下車後､
道路反対側
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１番のりば１番のりば 3番のりば

ご来場の際は、公共交通機関を
ご利用ください。

■徒歩　近鉄「高の原」駅より、約18分　

※「奈良大学構内」行きは授業日のみ運行。
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自宅から通えるか見てみよう
1限に実家から通学できますか？下宿ですか？

表紙の題字：地理学科2023年3月卒業生　金尾僚泰 揮毫

　2022年度に地理学科の紹介冊子「地理学の魅力」を現4年生の木村優斗君が大幅リ

ニューアルをしてくれて、出来がとても良かったので、今年度は小改訂にとどめました。

今回も写真や文章などを提供して下さった皆さんに感謝を申し上げます。

　昨年度版で大好評だった「編集者のつぶやき」だけは、現在の3年生の意見を取り入れ

て、今年度版で全面改定しました。昨年はギリギリアウトの線を狙っていきましたが、今

年は、やや守りに入ってしまった感があります。それでもp11の「宇宙猫」のように、学生で

ないと思いつかない言葉が出てきたのは、目新しく感じます。このように、学生に任せて

しまえるだけの信頼関係が、本学地理学科の大きな特徴かもしれません。

　今回、奈良大学の「大学案内」、地理学科の三つ折りリーフレットとこの冊子という三つ

の紙媒体で、できるだけ重複がないように配慮しました。高校生にとっては、最初に大学

案内を見ると、本学の概略を知っていただけると思います。そして地理学科に興味を持っ

てくれた高校生は、今年度再び大改訂した「三つ折りリーフレット」を見ていただき、そし

てこの冊子にたどり着いて、地理学科の学生と教員の姿を、より詳しく知ってもらえれば

ありがたいです。

編 集 後 記

こちらから
見られます→

地理学科HP

須藤大晴（4年生）が作成
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