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心理学科 ROOTERS   －奈良大学の心理学科で何が学べるのか－ Department of Psychology,Faculty of Social Studies,Nara University02 03

心理学のおもしろさとは？

チーム医療において心理の専門職
に求められる基 礎 知 識を学びま
す。

健康・医療心理学
（井村　修）

人は生涯を通して変化・成長を続け
るものと捉え、胎児期から高齢期
までの発達の様相や要件を考えて
いきます。

発達心理学
（礒部　美也子）

人間行動の進化と発達、知覚、認知、
言 語、感 情、学 習、記 憶、人 格、母
子関係、仲間関係、異性関係にいたる
まで、今まで知らなかった心の働きの
真の理解を目指して、驚きと発見の旅
　　　に出かけましょう。

心理学概論
（金澤　忠博）

社会的環境に応じてできる、心の
「クセ」の性質を探ります。

文化心理学
（村上　史朗）

心が病気になるとはどういうこと
か。原因、治療の疑問に答えます。

精神疾患とその治療
（武本　一美）

教育現場の“問題”を取り上げ、そ
の中にある意味を発見します。

教育・学校心理学
（林　郷子）

組織における人々の心のはたらき
や行動について、理解を深めてい
きます。

産業・組織心理学
（與久田　巌）

多様な個人が共存できる社会をつ
くるには、どのように心理学を生
かすのか。

応用心理学
（卜部　敬康）

非行・犯罪行動の背景・要因・プロ
セスを理解し、どのように対応し
ていくかを考えます。

司法・犯罪心理学
（今井　由樹子）

（2023年度担当科目）

希望と感動そして勇気が得られる
対人関係についてみなさんの日常
生活に取材して講義します。

対人社会心理学
（太田　仁）
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基礎から応用へ 心理学は実習だ！
心は目には見えないもの。それだけに、「心の測りかた」やコミュニケーションの技

法を実習を通じて身につける必要があります。講義で理論を学び、実習で技を身につ

ける。そんな実習の一部をご紹介します。

こころの性質を思い込みではなく「科学的に」調べ

るための手法を基礎的な実験を通じて学びます。

心理学実験

社会心理学コースの卒論で最もよく用いられる「質

問紙調査法」を中心に、研究計画の立案、実施、分析、

報告の仕方まで、研究の流れを体系的に学びます。

社会心理学基礎実習

人の心を「深く」探る臨床心理学の技法。その多

様な手法を体験しながら習得していきます。

臨床心理学基礎実習

カウンセリングは紙の上では学べません。役割を

演じながらの体験を通じて、カウンセリングの基本

を学びます。

心理演習（カウンセリング）Ⅰ、Ⅱ

目には見えない心を「測る」。そのための工夫に満

ちた技法を習得します。

心理的アセスメントⅠ、Ⅱ

１年生

必修科目の流れ 選択科目の流れ

心理学の基礎を学ぶ
● 基礎演習
● 心理学概論、心理学実験
● 臨床心理学概論、社会心理学概論

２年生

心理学研究の方法論の修得
● 心理学研究法
● 臨床心理学基礎実習
● 社会心理学基礎実習

３年生

ゼミ配属と研究のスタート

● 臨床心理学演習Ⅰ、Ⅱ

● 社会心理学演習Ⅰ、Ⅱ

４年生

卒業論文研究に向けて
● 臨床心理学演習Ⅲ、Ⅳ
● 社会心理学演習Ⅲ、Ⅳ
● 卒業論文

● 外国語科目
● 健康科学
● 情報倫理
● キャリアデザイン　
　 など

共通教育科目

● 知覚・認知心理学Ⅰ、Ⅱ
● 学習・言語心理学
● 神経・生理心理学
● 感情・人格心理学
● 発達心理学
● 教育・学校心理学
● 社会・集団・家族心理学
● 集団力学
● 福祉心理学
● 司法・犯罪心理学
● 健康・医療心理学
● 青年心理学
● 文化心理学
● 産業・組織心理学
● 障害者・障害児心理学
● 心理学的支援法Ⅰ、Ⅱ
● 心理演習（カウンセリング）Ⅰ、Ⅱ
● 心理的アセスメントⅠ、Ⅱ
● 心理実践演習（心理実習）
　 など

専門科目
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人の悩みを聴くときに
気をつけることは？

夢で何がわかるの？

大きなショックを受けた
後の心への影響は？

ストレスへの
対処法は？

個人と集団で
人の振る舞いは違うの？

モテる
モテないの
差って何？

周りの「空気」って
読まなきゃダメ？

何を買うか決めるときに
影響する要因は？

マスコミに踊らされる
人って多いの？

日本人って特殊なの？

犯罪が増えているっ
て本当？

心の悩みを
持つ人への

サポートの方法は？

臨床心理学・社会心理学で扱う内容

臨床心理学 社会心理学
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本当の力とは

学生は、
どのようなことを
学んだのか

力をつけた卒業生
たちの声から

新しい
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2
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卒業研究とは

2022年度卒業論文の
テーマから・・・

　研究結果について、ポスターセッションで発表します。互いの研究に関心を持ち、

質疑応答を重ねながら、理解を深めます。

卒業研究の発表風景

SNSの利用が社会
的

比較志向性と社会
的

不安に及ぼす影響

孤独感及びソーシャル
スキルと援助要請
スタイルの関連性

動画刺激を用いた呼吸法
と心拍変動・気分変化との
関連性の検討

心理的虐待とネグレクト
が自尊感情と学習動機
づけに及ぼす影響

大学生のネット炎上加担
の傾向と性格特性
ー攻撃性と仮想的有能感
　に着目して

コロナ禍によるマスク依存
と同調圧力について

見捨てられ不安傾向と
社会規範意識との関連に
ついて

プライバシー意識に影響を
与える要因
―スマートフォン依存に
　着目して―

大学生における親からの
期待とその受け止め方との関連
―日本と中国を比較して―

「推し」に傾倒する
人たちの幸福
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30年後

Le
t’s

 tr
y !

心理学で身につく本当の力とは？

心理学科で
特に学べる
能力とは…

大学で心理学を学ぶと卒業後にどのように役に立つの？

すぐ役に立つ知識が、30年後に役に立つだろうか？

大学で学ぶ知識は、社会に出て役に立たないのか？

30年前の新入社員に求め

られたスキルで、現在も通

用するものはどのくらいあ

るだろうか。

人の心を理解、研究するには、先入観を捨てるべし。

先入観を捨てて、相手の発現やしぐさに注目する力

をつける。

社会で直面する問題は、正解があるわけではない。

「何が問題なのか？」それを見つけるところから始まる。

それは問題解決能力！

大学での学び

社会ではどのように役に立つのか

解くべき問題を探り、解く方法を考え、
結果を示して報告する力

研究は、問いを立てるところから始まる。

大学での学び

社会ではどのように役に立つのか

相手の求めているものを読み解く力

先入観を捨てて、ひとを理解する力すぐに役立つ
知識は、
30年後には
役に立たない。

時を超えて
必要とされる
能力とは…

大学では、すぐに役立つ知識を学ぶのではない。

1

インタビュー、実験、調査を通じて得たデータを分析

する力をつける。

大学での学び

社会ではどのように役に立つのか

状況を客観的に分析し、適切に判断する力

データを読む力2

実習や卒論作成の過程で、失敗しながら学ぶ。

大学での学び

社会ではどのように役に立つのか

失敗と再挑戦を繰り返しながら、ものごとに取り組む力

失敗をおそれない力3
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学生は、どのようなことを学んだのか

ひとと関わることへ
の関心

広い視野でみる

行動の意味を考える

心理学は論理的

心理学のイメージが変
わる

相 手 の 気 持 ち に
共感し、理解でき
る

対 人 関 係 に 関 心
を持つようになっ
た

人に対して興味を
持つようになった

他者を理解するこ
との大切さ

自分の見えている
も の は 事 実と異
なっていること

自分自身のストレ
スに対応できるよ
うになった

自 分 の 精 神 的 な
面で、多少コント
ロールできるよう
になった

自分の不安と向き
合える

ソーシャルリアリ
ティーという概念

人 の 些 細 な 仕 草
に関心を持つよう
になった

人間観察するよう
になった

仕草や行動からそ
の人の心理を考え
るようになった

な ぜ そ の 行 動 を
とったのか考える
ようになった

自 傷 行 為 等 の 行
動 に も 何 か 意 味
がある

心理学を学んで人
間の本質が分かっ
た

講義を通して無意
識 の 思 考 に 関 心
をもった

人 の 内 面 に つ い
て、考える様にな
りました

社会生活上、情と
理は区別して考え
ること

血 液 型 診 断 に 騙
されるな

一般にイメージさ
れる心理学とは異
なっていた

本当の自分と他の
人に表現している
自分の違い

子どもの事件を心
理学的に見れるよ
うになった

生活の様々なとこ
ろに心理学が隠れ
ています

身の回りの社会問題
と心理学はつながっ
ていくのが面白い

ジェンダーの問題
に気づいたことが
印象深い

ニュースを見る目
が変わった

人の心がとても複
雑であることに気
づいた

テレビで見るもの
は心理学じゃない

心理学を学んでも
人 の 心 が 読 める
わけではない

列 の 順 を 乱 す 人
に関心を持つよう
になった

論理的に考えられ
るようになりまし
た

数学知識が必要

自分への関心

深層への関心

社会を心理学的に見る

聴くことの大切さ

行動観察の大切さ

自分とうまく付き合う

自 分 の 行 動 原 因
に関心を持つよう
になった

人を理解すること
は自分を理解する
こと

自分が知らなかっ
た自分を知れた

自分という人間に
関心を持つように
なった

人と関わることの
大切さにあらため
て気づいた

人間関係をうまく
構築できるように
なった

様々な観点から人
物を捉えることの
大切さ

モノをとらえる視
点（視 野）が 増 え
た（広がった）

考え行動するとき
に 選 択 肢 は 一 つ
ではない

自分にはなかった
視点で物事を見ら
れるようになった

傾 聴 する 事 の 大
切さに気付けます

話を聴くことの大
切さを学びました
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学び、そして社会とつながる

ならぼー（奈良大学×大冒険） コロナウイルスに奪われた青春を取り戻せ！

子どもの大人とは違う
発 想 や 行 動 に驚 かさ
れることがあった。

　夏休みに、地域の子どもたちを大学

に招いて一緒に遊ぶイベントを開催し

ています。企画から当日の進行まで学

生が中心となって進めます。子どもた

ちと直にふれあう体験ができるととも

に、企画力・発信力も磨かれます。

　「もっと、青春したかった・・！」「もっといっぱい友達とあそびたかった」ここ数年、高校での聴き

取り調査で、こういった声と共に将来への希望ではなく不安に満ちた眼差しが集まります。2019

年12月に中国で発生が確認された新型コロナ感染症は、その正体もつかめない間に日本全国に

感染が広がりました。感染後急速に重症化し、多くの人が死に至りました。学校では、卒業式や

入学式が中止になったり、極限まで簡略化されました。学校への登校も制限され、友達との交流

でもっともっと盛り上がるはずだった青春は、どこかものたりないまま過ぎ去ろうとしています。最

近（2022年５月下旬）ようやくマスクを外しての行動について議論がされるようになってきたもの

の、過ぎ去った時間を取り戻すことはできません。心理学科へ入学してくる学生が近年増えてい

る理由の一つに、「自分の正体を知りたい」とした願いがあります。人は人との交流の中で、自分

の可能性を見出します。本書のROOTERSには、ルーツ（roots）自分の根っこを探す人たちの応援

団といった意味があります。

　奈良大学の心理学科での学びは机の上だけにとどまりません。奪われた青春を取り戻すために、

心のかたちを仲間と共に造形したり（図１）、他大学と授業交流したり（図２）、カードゲーム（図３

は百人一首）で他学科の学びも含めて交流をするなどさまざま創意工夫により青春を取り戻す支

援があります。仲間との交流を通じて、今まで気づかなかった自分と出会い、社会に向けて希望

をもって勇気ある一歩を踏み出す学びが奈良大学の心理にはあります。

地域臨床実践研究会

学生同士、ボランティアを
する側のつながりも増え
て嬉しかった。

ボランティアに参加す
ることの素 晴らしさを
改めて実感した。

体験を聞いて、自分な
らどう感じ、どうするか
を考えることができた。

　適応指導教室や療育施設、電話相

談等のボランティア活動に参加してい

る学生や関心のある学生が集まって、

勉強会をしたり、情報交換をしたりし

ています。様々な活動体験に触れる貴

重な場となっています。

図１　コロナにあっかんベーダ！作成と
　　　作品交流風景

図２　他大学との授業交流 図３　百人一首交流風景
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力をつけた卒業生たちの声から

主な就職先

取得できる資格

就職先

進学先

　大学、および大学院生活を通して1番印象に残っていることは、地域臨床実践研究会（ボランティ
ア活動）の夏イベントである「ならぼー」（奈良大×大冒険）への参加です。内容は、主に、障がいが
ある子どもたちを大学に招き、彼らと一緒にゲームやスタンプラリー等をして遊ぶという、地域交
流を目的としたイベントです。誰もが楽しめる遊びを考えるのは勿論、安全面や配慮すべき点など
も考えて企画を練っていきます。学生主導なので、やりがいは大いにあります。また、日常生活に
ハンディがある子どもたちとの関わり方についても学ぶことができました。この経験は現在の仕事
にも活かされています。大学では様々な経験ができます。どんな経験も無駄ではないので、1歩踏
み出していろんなことに挑戦してみてください。新たな発見や気づきがあると思います。

㈱奈良新聞社、㈱南都銀行、リコージャパン㈱、㈱ティーガイア、㈱テレ･アンド･テクノミヤコ、
CKTS㈱、㈱コスモス薬品、㈱キリン堂、㈱パル、科研製薬㈱、㈱平和堂、スターバックスコーヒー
ジャパン㈱、ＡＬＳＯＫ大阪㈱、綜合警備保障㈱、㈱伊藤園、㈱フロンティアホーム、㈱ユナイテッ
ドアローズ、朝日ウッドテック㈱、㈱ベネッセスタイルケア、㈱アスモ介護サービス、合同会社
フルール、ＪＡ共済新潟、刑務官、香川県人事委員会、宇陀市役所、大阪府警察本部、京都府警
察本部、三重県警察本部、富山県警察本部

公認心理師（大学院修了後、受験資格取得）・臨床心理士（大学院修了後、受験資格取得）・認定心理
士・児童指導員（任用資格）・司書・リテールマーケティング（販売士）1 · 2 · 3 級・知的財産管理技能
検定3 級・ファイナンシャルプランニング技能検定3 級

奈良大学大学院、甲南大学大学院、佛教大学大学院、立命館大学大学院

　大学には心理学に興味があり入りました。その甲斐あって、講義は面白い話も多く、
とても有意義でした。先生方も愉快な人達で面白いです。少人数のゼミ、講義だったこ
ともあり、友人関係も広がりやすく、大学外でもよく遊び、すごく思い出に残っています。
大学で学ぶことは、絶対に将来に活かさないといけないわけではないし、自分の知識を
広げるという意味で十分でした。大学生は自由が多いです。勉強、遊び、アルバイト、
いろいろな経験を楽しんで、自分には何が性に合っているのかを探してみてください。

　大学時代にしていたアルバイトで人と話すことの楽しさを知り、仕事をする際は人と
たくさん話をする職種がいいと思っていました。また、専攻していた心理学の授業の中
で人と話す際のノウハウや、コミュニケーションの大切さを学び、話すことで人の役に
立つ仕事がしたいと考えました。これらを軸に就職活動を行い、今の会社に出会うこと
ができました。大切な友人に出会えたことも心に残っています。小中高と比べて自由な
時間が多いので、たくさん遊びに出かけて最後の青春を謳歌できたことが本当に良かっ
たと思います。

小倉　真夢　2019年（令和元年）卒業　2021年（令和3年）社会学研究科修了　●勤務先／合同会社フルール（放課後等デイサービス）

鈴木　優太　2021年3月卒業　●勤務先／株式会社ティーガイア

道田　七海　2021年3月卒業　●勤務先／株式会社テレ･アンド･テクノミヤコ

臨床心理学

社会心理学

精神分析

発達心理学

犯罪心理学

対人社会心理学

精神医学

文化心理学

心理療法

3
教 員 紹 介
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広げるという意味で十分でした。大学生は自由が多いです。勉強、遊び、アルバイト、
いろいろな経験を楽しんで、自分には何が性に合っているのかを探してみてください。
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小倉　真夢　2019年（令和元年）卒業　2021年（令和3年）社会学研究科修了　●勤務先／合同会社フルール（放課後等デイサービス）

鈴木　優太　2021年3月卒業　●勤務先／株式会社ティーガイア

道田　七海　2021年3月卒業　●勤務先／株式会社テレ･アンド･テクノミヤコ

臨床心理学

社会心理学

精神分析

発達心理学

犯罪心理学

対人社会心理学

精神医学

文化心理学

心理療法
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大学時代、参加したボランティア活動で、

ある男の子と出会いました。３歳を過ぎても

ことばが話せないのですが、こちらの言うこと

は概ね理解しているようでした。当時、理解

はできているのに話せないということが不思

議でたまらず、どうしてしゃべれないのだろう

という疑問から、「ヒトはどのようにして言語

を獲得していくのか」ということに関心をもつ

ようになりました。そこで、いろいろ調べるう

ちに見つけたのが『言語機能の形成と発達』と

いう本でした。相当分厚い本でしたが、ノー

トに要約しながら読みました。この本との出

合いがその後を方向づける“邂逅”となり、そ

の著者のおられる大学院に進みました。そこ

で、発達心理学、特に障害児の言語発達に

ついて勉強したいと思うようになりました。

どこでどんな出会いがあるか、何がきっか

けになるかわかりません。能動的に動いてみ

ることはやはり大切だと思います。

発達心理学は、生涯にわたりそれぞれの

時期にみられる発達的特徴と変化の様子を研

究する学問です。身体や行動の変化は目に

見えやすいのですが、それを支える「心」の発

達過程は目に見えにくく、それ故心惹かれる

ところがあります。また、発達心理学は、実

際におこるさまざまな発達上の問題に対応す

る実践的学問につながります。

児童相談所に心理判定員の職を得て、障

害児の発達相談や集団療育、個別の言語指

導を中心に臨床の仕事をしました。そして、

時代の変化と共に、対象は不登校や虐待をう

けた子どもの対応へと広がっていきました。

まず、知的障害や自閉症などの発達障害、社

会にうまく適応できない子ども、子育て不安

や虐待の問題等に対してアセスメント（査定）

を行い、それからいろいろな取組みをすると

ともに、今後どのようにすればよいかを保護

者や関係者と一緒に考えていきます。発達の

視点が臨床の場に欠かせないことを学び、具

体的で適切な発達支援を周囲の人と協働して

行うことが発達臨床だということを学ぶことが

できました。

でも、すぐに現場の仕事ができるはずはあ

りません。学生時代に学んでいなかったこと

がどれほど多いかを思い知らされ、またこれ

から勉強しなければいけないことが山のよう

にあることに不安も覚えました。そんな中、

職場の先輩から数多くのことを教えていただ

き、研究会や研修にも出かけながら、仕事

のたいへんさとともに、やり甲斐も感じること

ができました。人との出会いのおかげで、今

の自分があるのだと思います。ひと（人）財産

できました。

もう一つ発達臨床の仕事を通して学んだこ

とは、人への敬意・尊敬です。三重苦の（聴力・

視力・言葉を失った）ヘレンケラーを誰もがす

ごいなあと感心するように、これまで出会っ

てきた人々に同じ気持ちを感じます。何らか

の障害や不適応等といった生きづらさを感じ

ながらも、毎日を生活している人々にです。

人の生涯発達にかかわれる仕事の魅力だと

思います。

礒部 美也子 教授 ISOBE  Miyako
発達臨床心理学

発達心理学に出会う

発達心理学から発達臨床へ

人との出会いの中で

礒部ゼミの社会見学

プロフィール

京都市出身。大阪教育大学大学院教育学研究科修士課程修了（教育学修士）。
滋賀県の児童相談所心理判定員、大阪体育大学健康福祉学部を経て、2014年度より本学教授。
障害幼児通園事業の発達相談・言語指導、児童養護施設での心理療法、DV相談、スクールカ
ウンセラー、特別支援教育巡回相談等の実践をしてきた。著書に「マカトン法への招待」（編著、
日本マカトン協会）、「ひととひとをつなぐもの」（共著、ミネルヴァ書房）等がある。専門は発達
臨床心理学、言語発達障害学。 書籍写真／（左）「マカトン法への招待」、（右）「ひととひとをつなぐもの」

ゼミ活動の一環として、近隣の福祉施設を訪問し、現場を見学するとともに、職員の方より実情や

課題などの話をうかがっています。2020年度は、木津川市にある『いづみ福祉会』に行きました。学生は、

皆初めての経験で、障害のある人の就労や地域で生活するためのサポートについて考える貴重な機会

になりました。

授業風景
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これまでの私の体験を紹介することで、奈良大
学の社会学部を目指す受験生や入学者に、臨床心
理学や心理臨床の実践に関心を持っていただけれ
ばと思います。振り返ると多くの方々にお世話になっ
たことを改めて気づかされました。

今から約50年前、高校生だった私は進路に悩ん
でいました。父親からは文系に進むのなら法律か
経済、理系に進むのなら工学部のようなことを言わ
れていました。文学部や理学部は就職に不利だか
らという理由です。しかし、どうしても法律や経済
を学ぶ気持ちはありませんでした。その時に思い
ついたのが教育学部でした。親には反対されまし
たが、教育学や心理学が学べるというので魅力的
でした。そして教育学部を受験し、福岡での学生
生活が始まりました。専門課程にあがり初めて受講
した、成瀬悟策先生の授業は斬新で興味深いもの
でした。「教科書に書いていることは、本当かどう

かまず疑いなさい」、「うかつに信じていては、新し
いものは生まれません」などとおっしゃられ、動作
法の理論や実践について熱く語られていました。
私は大学院生時代、動作の実験的な研究や動作法
の実践を行い、また精神科病院での心理テストや
心理療法の研修を受けました。

琉球大学保健管理センター学生相談担当教員と
して社会人になりました。ホームシック、失恋、勉
学の意欲減退、対人関係や性格の悩み、うつや精
神的な問題などさまざまな相談を受けました。教員
として、また臨床心理士として未熟でしたが、情熱
と若さで乗り切っていたようです。まだ頼りない私
を信頼し、ついてきてくれた学生に感謝です。医学
部精神科の医局での勉強会にも参加していました。
その時知り合った精神科医の先生が、開業すること
になり、「患者さんに協力していただいて研究して
は」とご提案をいただきました。ピアジェの保存課

題、三山課題や「こころの理論」の課題を学生一緒
に実施し、症状や社会的適応力との関連を研究しま
した。この研究が私の博士論文になりました。

保健管理センターの勤務は4年で、教育学部5年、
法文学部10年半と、同じ大学内を異動しました。
教育学部に異動したころ、ある小児科医の先生と
知り合いになり、週一回木曜日の午後、私は小児
科の夜尿クリニックに勤めることになりました。そ
こでは箱庭療法や行動療法を実施しました。夜尿
のなかった日に〇を、夜尿のあった日に×を親子
でカレンダーに記入するだけで、夜尿症が改善す
る子どもがかなりいることに驚きました。トークン

（〇の数）が報酬（ごほうび）に代えられなくても、夜
尿の頻度が減っていくのです。親子で課題に取り組
むことでよい結果が生じたのです。それ以来、私は
家族療法に関心を持ちました。小児科には様々な
子どもたちが来ます。チック症、心因性腹痛や疼痛、
不登校、心因性弱視、小児糖尿病などです。彼ら
ともカウンセリングをしました。保護者のカウンセ
リングも担当しました。様々な子どもたちや家族と
会い、悩みを共有し、サポートした体験は、私の
心理臨床の核のひとつとなっています。

「そうすると、もうひとつの核は？」と聞きたくな
るでしょう。法文学部の心理学コースに異動したと
き、学部3年の授業として「心理実習」を立ち上げま
した。夏休みの2週間、児童相談所、精神科病院、
少年鑑別所などの施設に、学生は割り振られ学外
実習に行くのです。その中のひとつに私が地域で
実践していた「障害児のための動作法キャンプ」を
入れたのです。キャンプといっても飯盒炊飯をする
キャンプではありません。子どもたちや保護者と、
支援学校の教員、大学生が少年自然の家に1週間
宿泊し、動作法の実践的研修を行うのです。朝7時
からプログラムが始まり、研修、動作法の実践一日
3回、集団療法、ミーティングと夜の10時まで盛り
だくさんです。ほかの施設よりハードなためこの実
習は1週間でした。学生にはインパクトがあったよ
うです。一人の子どもを一週間担当するからです。
もちろん指導者がつき、方針を決め、共同で動作
法を実践し、毎日ミーティングで検討するのです。
動作法キャンプを経験した学生は、4年生になって

もキャンプに行きたいというのです。ハードだった
けどあの充実感をまた味わいたかったそうです。保
護者との交流も学生には新鮮だったようです。地域
における心理的支援の在り方を学びました。

大阪大学に赴任して1年を経たころ、国立病院機
構の先生からお誘いを受け、筋ジストロフィーの心
理的支援に関する研究と実践を始めました。厚生
労働省関係の研究チームに加わることになりまし
た。筋ジストロフィーとは、筋肉のたんぱく質の一
部がうまく作られず、次第に筋肉が壊れていく病気
です。以前は20歳前後で亡くなっていましたが、医
療の進歩で40歳以上の方もいらっしゃいます。療養
生活が長くなった分、身体的なケアだけでなく、心
理的サポートも必要になったのです。週1回研究室
で勉強会をして、月に１回豊中市にある国立病院
機構の病院で、神経内科の医師や心理士、大学院
生とともにケースカンファレンスや研究計画の検討
を行ってきました。筋ジストロフィーの患者さんと
の試行的カウンセリングの実践、望ましい病気説明
の在り方、青年期の患者さんのグループ活動、生
体情報端末を利用した健康管理の研究をやってき
ました。もちろん動作法も「障がい児・者のこころと
体を育む臨床動作法」を人間科学研究科の公開講
座として毎月1回実施してきました。多くの大学院
生に感謝です。公開講座やキャンプは私一人では
できないからです。

私は奈良大学では何ができるでしょう。これから
も動作法の実践と筋ジストロフィーの心理的支援に
関する研究は引き続き行う予定です。医療分野や
障がい児に関心のある方は歓迎です。研究室を訪
問してください。また私の専門にかかわらず、みな
さんの関心あるテーマで卒論や修論を書くことも可
能です。もう少し余裕ができたら、沖縄関連の研
究をしたいと思っています。運動や音楽は得意で
はありません。年齢の割には体力があるのが自慢
です。大阪から、阪急バス、大阪メトロ、近鉄、
奈良交通を乗り継いで通勤しています。

井村 修 教授

心理学との出会い
心理学を職業として

新たな研究へ

プロフィール

大分県出身。九州大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学後、琉球大学保健管理センターの講師として学生相談を担当。
その後、琉球大学教育学部助教授、法文学部教授を経て、2004年に大阪大学人間科学研究科教授、2019年に奈良大学社会学
部に着任。九州大学にて博士（心理学）を取得。

IMURA Osamu
臨床心理学
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皆さんの現在は、これまでの人生の選択の結

果とも言えます。誰とどこで、何をするかその選

択は、皆さんのものの見方、考え方、感じ方に

大きく影響します。そしてその「考えは言葉とな

り、言葉は行動となり、行動は習慣となり、習

慣は人格となり、人格は運命となる。」これは、

1979年にイギリス初の女性首相となったマーガ

レット・サッチャーさん言葉ですが、私が社会心

理 学 の 研 究 を 通じて得 た 確 信 に”Your belief 

creates reality “があります。みさんの思いは、

人との交流により生成され、その思いが現実を

良くも悪くも見せます。私の専門とする社会心理

学では、同様に社会＝対人関係ととらえること

により人の行動を理解します。社会は刻一刻と

変化します。そこで様々な人と多様なチャンネ

ル（対面だけでなぅネットを媒介として）で交流す

る人の心も変化し行動も変わります。刻一刻と

変化する社会を無視して心理学は成り立ちませ

ん。学問は、生活に役立ってこそ学問です。「科

学的根拠のない学問が無力であると同時に実践

を伴わない学問が無力である。」ということです。

皆さん一人一人が納得と感動の人生を創造する

実践可能な学問を私の授業では大切にします。

人が一人で生きていくことを意味する「自立」

は「自律」に包含されます。見知らぬ誰かと新し

い関係を築くことは容易なことではありません。

めんどくさい、恥ずかしい、疲れる、傷つくの

が怖い、など様々な思いをコントロールすなわ

ち自分で律しなければ、旧知の関係から巣立ち

新たな関係の社会で人生を展開することはでき

ません。私たちが知っている「自分」には４つの

心の窓があると言われます。それは、自分も他

の人も知っている自分(=open self)、自分しか知

らない自分(=hidden self)、自分は知らないけど

人は知っているあなた(=blind self)、そして４つ

目は、あなたも他の人も未だ知らないあなた

(=unknown self)です。

4つめの未知の自分は、あなたが選ぶ対人関

係によって開かれます。人は、他の人から認め

られたい、尊重されたい、価値ある存在として

接してもらいたいという本能と同時、だれかの

役に立ちたいという本能をもちます。その本能

が実現されれば生きる意欲の根源である支えあ

える対人関係（＝互恵的関係）が実現されます。

そのために、たすけを求め、たすけを受け容れ、

そして人をたすける行動の構造を研究し、現実

生活へ適用する研究を進めています。

太田 仁 教授

Being is Choosing

私の研究テーマ

職業とこれからの人生に直結する対人関係の心理学

プロフィール

三重県出身。関西大学大学院社会学研究科社会心理学専攻博士課程修了。博士（社会学）。法務省
矯正局法務教官、三重県の公立高校教員を経て、梅花女子大学大学院にて勤務後、2019年4月よ
り本学に着任しました。2018年度より設置されました国家資格である公認心理師の資格を取得し
た公認心理師です。「生きる意欲を支える対人関係」をテーマに研究をしていて、近年では、若者の
自殺予防について研究・実践を展開しています。著書に、 「たすけを求める心と行動」 (金子書房)、

『支えあいからつながる心　対人関係の心理学から』（監修・著、ナカニシヤ出版）があります。

OTA Jin
社会心理学

ゼミ風景

書籍写真／左「たすけを求める心と行
動」、右「支えあいからつながる心」

私たちの日常は、対人関係を抜きにして考えることはできませ
ん。それは、カウンセリングや教育（矯正教育を含む）、福祉、
職業補導といった心理専門職関連の職業に限らず、営業、販売、
行政、など文字通り社会生活を構成するすべての場面と私生活の
場面においても親子関係、友達関係、恋愛、結婚、子育て、シ
ニアライフなど人生の場面は対人関係により彩られます。そういっ
た意味では、就職、社会生活、私生活が研究対象と考える学問
といえます。「支えあえる人との出会いと関係性の発展」を考える
研究指導を通じてみなさんの生きる意欲の活性化を応援します。

対人関係の心理学
人の悩みのほとんどは対人関係にあります。また、その反対に笑顔の多くは対人関係によって生まれるといっ

ても過言ではありません。自分のことを待ってくれている人がいること。自分が会いたい人がいることは、私た
ちの幸福感の源泉です。その反対に、心が通じ合えない時、だれともつながれない孤独な時は、絶望を感じる
ことさえあります。この授業では、引っ込み思案の人や人見知りで友達とつながるのに苦労した人、さらにはこ
れまで対人関係で深く傷ついた人たちにもう一度人とつながる感動と意義そしてその方法を科学的データに基
づき講義します。

社会心理学特殊講義　生きる意欲を支える対人関係
つらくて悲しいことが続くと「どうしてこんな思いまでして生きていなければならないんだろう」と思ったことは

多くの人が経験しています。悲しいことに日本の若者の死因の１位は、自殺なのです。この講義では「死んでし
まいたい」ぐらい苦しい思いを抱える人の心を救う援助について具体的な方法を学ぶことにより、生きるために
大切なことをまなびます。

その学びは、就職、恋愛、結婚といったこれからの人生を彩るさまざまなシーンで活かすことができるでしょう。
あなたがこれから出会う人たちの中にはあなたにしか救うことができない人との出会いがあります。そんな時に
命のゲートキーパーとしての学びを活用してもらうためにこの講義があります。

授業紹介
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奥信濃の豪雪地帯（積雪４ｍ）に生まれ、ス

キーは自称プロ並みです。高校では合唱部に

所属し3年間市民会館でオペラを演じました。

鍛えたのどで今でもパバロッティをイメージし

ながらカンツォーネを歌います。

大学時代は、4年間北アルプスの玄関口の松

本市にある信州大学人文学部で知覚心理学を

学びました。在学中は単独で北アルプスの表

銀座の縦走（燕岳～大天井岳～槍ヶ岳）をした

り、ふと思い立って、上高地を目指して月夜に

徳合（とくごう）峠を単独で越えたり、山岳部の

友人と黒姫山の冬山登山を体験したり、若さに

任せて無謀なチャレンジを繰り返していました。

大学院は大阪大学人間科学研究科比較行動学

研究室に進み、ニホンザルを対象に、行動の

機能を進化的適応の観点から究明する比較行

動学を学びました。主な研究フィールドは大阪

府北部箕面山のニホンザル集団で、子ザルの

発達や母子関係の研究をしました。修士論文

は「ニホンザルにおける自己指向性攻撃行動」

の研究で、当時は、自閉症の自傷行動を理解

するための動物モデルと考えられました。同じ

頃、府立病院の外来通所グループや大阪市内

の通園施設などで自閉症研究をスタートさせま

した。自閉症研究は、その後現在に至るまで、

私のライフワークです。その後、1990年から府

立病院の医師との共同で出生体重1000g未満

の超低出生体重（ELBW）児の心理学的予後を

明らかにするためにフォローアップ研究を始め

ました。近年周産期医療の進歩によるELBW児

の生存率が飛躍的に高まり、脳性麻痺や知的

障害など重い神経学的障害の発生率も低く抑え

られるようになってきましたが、学齢期に顕在

化する学習障害やADHDや自閉スペクトラム症

などの発達障害様の症状が比較的多く見られる

ことが明らかになってきました。一部の成果を

まとめた論文「学齢期における超低出生体重児

の心理・行動研究」で1998年に博士（人間科学）

を取得しました。

私の自閉症研究の目的は、単に自閉症の心

理・行動の特徴を明らかにするだけでなく、効

果的な発達支援の方法を探ることです。40年

前の研究開始時点から、府立病院や通園施設

において行われていた治療教育にボランティア

スタッフとして参加し、20年前からは毎年大学

のプレイルームに自閉症児を招き、個別療育

を行ってきました。基本的には半年から1年間

の療育ですが、最長13年間の長期にわたり療

育を継続した事例もあります。

自閉症の発症率は、1975年には5000人に1

人でしたが、年々増加し、2021年の報告では

44人に1人となり、46年間で約114倍になって

います（CDC, 2021）。現行の小学校のクラス定

員は40名ですが、自閉症児は1クラスに1名い

てもおかしくない割合で、さらに増え続けてい

ます。最近の研究で、自閉症の中核には、他

者の気持ちや意図を推測する心の理論の障害

があり、心の理論の前駆体として共同注意の障

害もあるとされています。共同注意は発達の機

軸スキルと言われます。機軸スキルとは、子ど

もの発達にとって重要な「軸」となる行動で、そ

の改善が他の行動に影響を及ぼし、広汎な改

善と般化を生み出し続けるものです。私の実践

してきた療育では、言語機能の障害から発話

が見られない自閉症児に音声言語の代わりに

絵カードを用いた自発的コミュニケーションの

スキルを獲得させる訓練（PECS）を行います。

長 年 の 実 践を通してPECSの 訓 練 が自発 的コ

ミュニケーションの獲得だけでなく共同注意の

獲得につながる可能性が示されました。

金澤 忠博 教授

これまでの歩み

私の自閉症研究

プロフィール

長野県飯山市出身。大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程単位取得退学。大阪大学人間科学部文部技官、文部教官助手を経て、梅
花女子大学文学部助教授、現代人間科学部教授。2008年に大阪大学大学院人間科学研究科教授。2022年に奈良大学社会学部心理学科教
授。大阪大学にて博士（人間科学）取得。大阪大学名誉教授。

KANAZAWA Tadahiro
進化発達心理学・臨床発達心理学
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プロフィール

私は、精神科医として臨床に従事する

とともに、主として精神病理学の研究も

してきました。精神病理学とは何でしょ

うか？

そ の 前 に、「精 神」を 取 っ た「病 理 学」と

は 何 で し ょ う か。病 理 学 は、英 語 で

Pathologyといいます。これは、古代ギリ

シャ語に由来するパトス「pathos」とロゴ

ス「logos」が 結 合 し た も の で す。パ ト ス

「pathos」は、聞きなれない用語ですが受

苦（じ ゅ く）と 訳 さ れ ま す。苦 し み を 受 け

てしまうということです。ここから「病気」

という意味が生じました。ロゴス「logos」

は、倫 理 な ど で 習 わ れ た よ う に「真 理」、

それも言葉で表された「真理」という意味

です。そこから真理を追究する学問も意

味するようになりました。よって、病理

学Pathologyとは、病気の真理を追究する

学問のことです。病理学は、病気の原因・

発生機序の解明や病気の確定診断を目的

としています。すべての医学は、治療と

ともに「病気の原因・発生機序の解明や病

気の確定診断」を必要としていますから、

病理学は医学の重要な一分野になります。

ただ、歴史的な紆余曲折が あ り、現 在 で

は「病 気 の 原 因・発 生 機 序 の 解 明」が 生 化

学や分子生物学と呼ばれる分野でも行わ

れるようになってきています。

その病理学に精神をつけた精神病理学

は、「精神疾患の原因・発生機序の解明や

精神疾患の診断を確定するのを目的とす

る、医学の一分野である」ということにな

る で し ょ う。実 際 そ の 通 り な の で す が、

精神疾患の生物学的な原因や発生機序の

解 明 は、長 年 進 ん で お り ま せ ん で し た。

そのため精神病理学は、診断を確定する

ための精神症状の整理を行ってきました。

精神症状の整理も、最初は表面的な患

者さんの様子などで分類整理していまし

たが、段々とこの症状は何が原因だろう、

どういうわけで発生したのだろうと掘り

下げて考えるようになりました。生物学

的な精神疾患の原因や発生機序は、先ほ

ど も 書 き ま し た よ う に 不 明 で し た か ら、

若干哲学的に精神症状の原因や意味を探

求したのが精神病理学です。

私 は、精 神 病 理 学 の 分 野 で は、う つ 病

における病前の存在体制と発病や症状の

現れ方の関係などを研究しておりました。

精神医学は科学の一分野として、科学

的な方法を用いて研究されるべきもので

す が、あ つ か う 対 象 が「精 神」と い う 科 学

化が困難なものですので、心理学や哲学

な ど の「人 文 知」の 参 照 が 不 可 欠 で し た。

そ う し た「人 文 知」か ら は、精 神 病 理 学 や

精神分析学などが生まれ、精神医学に大

きな貢献をしました。一方、科学的な方

法からは、生物学的精神医学や操作的診

断基準などが成立しました。

精神医学が科学である以上、今後とも

に生物学的精神医学がその主流であり続

け る こ と に 疑 い は あ り ま せ ん。し か し、

だからと言って、近い将来、精神医学に「人

文知」が不要になるとは考えられません。

妄想や幻覚とは何か、精神疾患とは何か、

逆に正常とは何か、そうした疑問に生物

学的精神医学だけで答えを出せるように

なるのはかなり先のことになるでしょう

し、問いによっては答えが出せないかも

し れ ま せ ん。さ ら に、「人 文 知」に よ り 暫

定的にでも、妄想とは何か、精神疾患と

は何かなどに答えを与えなければ、それ

らについての生物学的研究に踏み出すこ

ともできないでしょう。

今しばらく精神医学は、科学と「人文知」

の交錯する困難ですが刺激的でもある道

をたどることになるでしょう。

私は、大学の保健管理センターで長年

大学生の精神科的な診療に携わり、多く

のことを大学生の患者さんから学びまし

た。あまりにも多くを教えてもらったの

で、まだ十分に消化できていないことば

かりです。それらを、同じ大学生である

本学の学生諸君の意見を聞きつつ、精神

病理学的に整理し、解明していけたらと

考えています。

精神病理学

これから

TAKEMOTO Kazumi
精神医学・精神病理学武本 一美 教授 

1958年大阪府生まれ。京都大学医学部卒。精神科医。京大病院精神科で研修し、いくつかの精神病院に勤
務した後、フランス政府給費留学生として渡仏。2年弱、パリの精神病院兼大学であるサンタンヌ病院で研修。
帰国後は、京都大学保健管理センター（現、健康科学センター）に勤務。臨床と研究にあたる。臨床的活動は、
学生や職員の診療・カウンセリング、大学生の精神疾患のスクリーニングなどの予防活動。研究は、うつ病
患者の病前性格と発病や症状の関係、天才的な漫画家つげ義春の精神症状と作品の考察などを行った。
2021年度に本学着任。「メンタルヘルスの理解のために」「メンタルヘルス時代の精神医学入門」（ともにミネ
ルヴァ書房）などの著書がある。
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私が心理学に興味をもつようになったのは

高校生の時。尊敬していた数学の先生の「敵

を倒すにはまず敵を知らねばならない」とい

う言葉がきっかけでした。べつに「敵」と思っ

ていたわけではないけれど、当時それなりに

家族や友人との関係に悩んでいた私は、「よ

し！　まず人間のことを知ろう」と思って、心理

学の本を読み始めたのでした。人間を知る

ための学問はたくさんある中で、なぜあの時

心理学の本を手にとったのかはいまだに謎で

す。そしてそのままずるずるとはまっていき、

気がついたら「敵」を倒すどころかすっかり

「敵」のとりこになってしまっていたのでした。

心は目に見えません。触ることもできませ

ん。言葉や表情、行動など、その人が表現

するものからイメージとして捉えることしかで

きないのです。ところがイメージというのは

いろんな意味をもち得ます。例えばある人が

「明るい」色を使って絵を描いたとしても、そ

の人が「明るい気もち」でいるとは一概に言え

ません。「寂しい」気もちを紛らわしているの

かもしれませんし、その人にとってその色は

「怒り」を表していることだってあるかもしれま

せん。答えが一つの方が正解の世界もありま

すが、イメージの世界では答えは多ければ多

いほど正解なのです。そんな多様性に、私

は魅せられていったのだと思います。

とくに重視したいのは他者の存在です。言

葉であれ絵であれ、受け止める相手が誰か

によって、そこで表現されるものは変わって

きます。「私」の心は一つではないのです。家

族といる時の私、友達といる時の私、別の友

達といる時の私…「私」はたくさん存在します。

そこで表現される「私」は自分と他者との間に

生み出されるものなのです。私たちは相手が

表現するものからその人の心を理解しようと

しますが、その表現されるものにはすでに自

分も含まれているのです。「他者理解」と「自

己理解」は表裏一体、これも心のおもしろさ

です。

「不適応」「問題行動」といわれるものがあり

ますが、これも一つの表現と捉えることがで

きるのではないでしょうか。つまりそこには、

そのような表現を生み出す誰かとの関係が存

在しているのです。誰かは一人とは限りませ

ん。複数かもしれませんし、「家族」「学校」「社

会」といったコミュニティかもしれません。「不

適応」「問題行動」を単に切り捨てるべきもの、

消滅させるべきものとみなすのではなく、そ

こにどのようなメッセージが込められている

のか、どのような関係が映し出されているの

かを考えてみると、結構大切な意味が見えて

くることがあるものです。一見マイナスに見え

るものにもプラスの意味が見出せる可能性が

ある、これも心の魅力ではないでしょうか。

林  郷子 教授

心理学に出会うきっかけ

答えは一つじゃない

不適応の意味

他者との関係で変わる表現
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専門は臨床心理学だが、中でも児童・思春期の心理臨床や教育臨床に関心があり、現在も教育
相談機関や福祉施設で心理臨床の実践に励んでいる。著書に「『発達障害』と心理臨床」（共著、
創元社）などがある。臨床心理士。 書籍写真／（左）「カウンセリング辞典」、（右）「『発達障害』と心理臨床」

HAYASHI  Kyoko
臨床心理学

箱庭療法

フィンガーペインティングコラージュ
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私たちの生活は、様々な規範に囲まれてい

ます。朝、友達と会ったときのあいさつの仕

方、電車に乗るときの列の作り方など、枚挙

にいとまがありません。これらの規範は私た

ちに窮屈な思いをさせることもありますが、

このような決めごとが一切なければ、社会生

活をまともに営むことができないのも確かで

す。車が左側を通るか右側を通るか、その人

の気分で決める社会を想像してみたら、怖く

て運転なんてできません。

このように私たちの生活に深く浸透してい

る規範ですが、「いつでもどこでも同じルー

ル」ではないわけです。国や地域の文化によっ

て、状況によって、自分や相手の立場によって、

適切とされる振る舞いは変わってきます。こ

のような、広い意味での「文化的規範」の性

質や働きを探ることが、私の研究テーマです。

規範を研究すると言っても、様々な視点が

あります。社会学や人類学、法学など規範を

研究対象とする領域は多いですし、社会心理

学の中だけでも多くの視点があるのですが、

私が研究の軸に据えているのは、社会的認

知というアプローチです。この視点は、一言

で言えば、私たちの心がどのように周囲の

人々から得られる情報を処理するのかについ

て、そのメカニズムを探るという見方です。

私たちは、社会的な生活を送る中で、周

囲の人々から色々なサインを受け取っていま

す。どんな服を着ているかを見たり、表情や

仕草で相手の反応を推測したりて、適切な振

る舞いについて解釈や判断をします。複雑な

ことをしているようですが、幸い私たちはこ

れらのプロセスのほとんどを意識せずに行う

ことができるので、ふだんはあまり難しさを

感じません。歩くときにどの筋肉にどう力を

入れているのか、ふだんは意識しないのと同

じです。

意識せずに心が働いてくれるのはとても便

利ですが、その働きを知ろうと思うと困難が

あることに気づきます。何しろ、自分自身で

も自分の心がどう働いているのかわからない

のですから。本人の報告が信用できるとは限

らないので、実験や調査などを通じて、少し

ずつ心の性質を明らかにしていくことになり

ます。

最近興味を持っているのは、規範逸脱、つ

まりルール違反の問題です。私たちは規範に

囲まれているわけですが、すべての規範に杓

子定規に従っているわけではありません。一

方、何でもかんでも規範を無視する人という

のもイメージしづらいです。そして、規範か

らの「外れ方」にも一定のルールがあるようで

す。何らかの情報を手がかりにして、私たち

は「この程度までは逸脱しても大丈夫」という

判断を意識せずに行っているようです。この

判断に影響を与える要因を探るのが、現在の

研究関心の一つです。

心理学研究の難しさでもあり面白さでもあ

るのは、「心には（物理的な）実体がない」と

いう点です。直接触れたり測ったりすることは

できないため、実験や調査などの様々な研

究法を使って、間接的に心の働きを推測する

しかありません。研究の結果として表れるの

は、人の心そのものではなく、反応の結果で

す。複数の研究を組み合わせて、反応という

材料から人の心の働きをうまく説明できたと

感じたときには大きな喜びがあります。一方、

その説明にもし穴があれば、あっさりと研究

成果が全て覆ってしまうというスリルもありま

す。私たちの最も身近にありながらも、わかっ

ていない点の多い心の働きの探索は、緊張

感を伴う宝探しのような挑戦です。皆さんも

参加してみませんか？

村上 史朗 教授 

私たちを取り巻く規範

規範的行為を支える心の働き

心理学研究の面白さ

ルール違反にもルールがある？

プロフィール

1973年東京都東村山市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士
（社会心理学）。神戸大学大学院文化学研究科COE研究員、横浜国立大学安心・安全の科学研究

教育センター特任教員（助教授、准教授）を経て、2009年に本学着任。研究テーマは文化的規範、
社会的認知。工学、法学など他分野と連携した学際的な共同研究も行っている。著書に 「責任と
法意識の人間科学」（共著、勁草書房）、「補訂新版　社会心理学研究入門」（共著、東京大学出版会） 
などがある。 書籍写真／（左） 「責任と法意識の人間科学」、（右）「補訂新版　社会心理学研究入門」

MURAKAMI  Fumio
社会心理学

サンディエゴでの学会発表
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幼い頃から野球をやっていた私は、甲子園

に出ることが夢でした。全県から集まってきた

部員は、“レベルを超えてラベルが違う”センス

のよい輩ばかりで、自分のセンスのなさに劣等

感を抱きつつ練習に励んでいました。高3にな

る時、このままでは野球も勉強も中途半端にな

る、と甲子園の夢を諦め、高校野球の監督とし

て甲子園に出場することへと夢をかえ、勉強に

励みました。

残念ながら浪人した私は、大学進学を目指

して予備校に通っていました。その年末の模擬

試験でのこと。当時、文章が三行も四行も続く

一文は“悪文”と教わっていましたが、現代文の

1つがまさに悪文の典型で読解に苦労しまし

た。しかし、それよりもなによりも、書いてあ

る内容が自分のことを言い当てられているよう

で、心臓がバクバクして問題を解くどころでは

ありませんでした。

試験後、筆者を調べると心理学者でした。

未だ自分が知らない自分のなかにある何か、

その何かを言い当てられたかのような、あの文

章、そして、そういったことを研究しているらし

い心理学、その心理学とやらを学びたい！　急

転直下、心理学を志したのでした。

模擬試験に出た文章の出典本を買いました

が難解で読み進められず、大学生活が始まり、

そのうち忘れていました。修士課程の院生に

なっていたある日、ふと思い出し、付箋のつい

た出典部分を読み返していました。スラスラと

読み終え、内容を充分に理解でき、一文が何

行にもわたるのも無理ないなと思えました。私

は、そんな簡単なことが書いてあったのかと思

うと同時に、心理学の知識が身についているこ

とを嬉しくも思った記憶があります。

さて。では、私はあの頃の自分を乗り越えら

れたのでしょうか。それはわかりません。です

が、少なくとも、あの頃よりも多様なもののみ

かた、考えかた、行動ができるようになりまし

た。

研究を始めた頃は先行研究に基づいて仮説

を設定し、推測統計に基づいた検定を行うスタ

イルでした。その後、“全員調査すれば推測統

計はいらない”と、今までの私の研究スタイル

を“ちゃぶ 台 返し”する刺 激 的 な 先 生、そして

フィールド・ワークを“野良仕事”と訳する粋な先

生に出会いました。その先生たちの影響を受

け、研究スタイルをがらりと変え、現地に足を

運び、ともに活動するなかから課題を見いだし、

仮説を生成する研究スタイルを学びました。そ

のようななか、研究テーマは社会心理学的な

テーマから臨床心理学的なテーマにも広がって

いきました。

近 年 はTFT（Thought Field Therapy：思 考 場

療法）の有効性の実証に向けた検討を行ってい

ます。TFTは心身の問題について考えながら、

身体の“ツボ”をトントンとタッピングして問題を

改善するユニークな技法ですが、エビデンスが

充分にあるとはいえない現況です。そこで、心

理尺度のみならず、生体情報に基づいた有効

性の検討を行っています。今後もそれを行いつ

つ、働く人のストレス・マネジメントへの活用、

復職支援やEAP（従業員支援）プログラムへの組

み込みなど、実践的研究を行っていきます。

最近は滞っていますが、援助要請の授受と

精神的健康との関連、関西定住の沖縄・奄美地

域出身者の社会心理学的な適応も研究テーマ

です。

私のライフ・ストーリーを書きましたが、読ん

でいて何かしら“胸の中にて鳴る音あり”の人も

いたでしょう。そう、そこのあなた！　ぜひ奈良

大学社会学部心理学科を目指してください。

本学科は現実の社会問題の解決に向けた研

究を行うことを共有している先生方です。その

ような環境のもとで、ともに学び、研究し、実

践していきましょう。

お待ちしています！

與久田 巌 教授

夢

とある試験
乗り越えられたのか

研究スタイルと研究テーマ

現在の研究と今後

心理学に興味があるあなたへ

プロフィール

沖縄県出身。関西大学大学院社会学研究科博士後期課程社会心理学専攻単位取得退学。修士（心理学）。
児童相談所心理判定員、専門学校・短期大学・四年制大学・大学院などの非常勤講師、大阪夕陽丘学園短期大学の助教、准教授、
教授などを経て 2021 年 4 月奈良大学に着任。専門は産業・組織心理学。臨床心理士・公認心理師、心理臨床の実務経験もある。

YOKUDA Iwao
社会心理学、産業・組織心理学

米国エネルギー心理学会にて
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中学３年生のある日、小学生からの仲良しか
ら、「シンナーで捕まって少年鑑別所から出てき
た男の子と交際しているんだ。彼、リーゼント
頭でぼんたん（裾が提灯のようになった学生ズ
ボン）を履いてるんだよ。」という告白を聞きまし
た。『不良って本当にいるんだぁ』ととても驚き、
不謹慎にも、『どんな喋り方？何に興味が？どん
な生活？どんな人なの？なぜ、そんなんなの？』
と知りたい気持ちが溢れ出てきたのを思い出し
ます。それは、人間や世の中の善と悪や光と影
は、実は表裏としてきっぱりと割り切れないもっ
と入組んで複雑なものであり、そして自分の心
にも闇が存在するということに気付いた思春期
の頃でした。

そんな私の司法・犯罪臨床は、少年警察補導
職員として警察に勤めた時から始まります。大
学は教育学部音楽科卒業でしたので、突拍子も
ないような感じを受けるかもしれませんが、中

学校での教育実習の経験が大きな契機となりま
した。当時は少年非行が戦後第三のピークを示
したころで、校内暴力が真っ盛り、中学校全体
が緊張感でいっぱいでした。非行少年の姿に触
れて、『どうしてそんな生き方を？人は変わるの
か？変わらないのか？』という疑問が胸に広がり
ました。自分自身の未熟さと非行少年の未熟さ
の重なり合いを感じ、また人間の不思議さと成
長への期待を持って警察に飛び込み20数年を過
ごしました。

少年警察補導職員の役割は少年の健全育成と
非行防止にあります。非行・犯罪に関わる多くの
少年少女とその保護者や学校の先生、児童相談
所などの関係機関の人々と多くお会いしました。
関わった少年少女の中には立ち直った人も、残
念ながら更に深く犯罪に入り込んでいく人もいま
した。そして、『警察の権威と権限、正義感と熱意、
悪を憎んで人を憎まずの誠意、少年警察での経
験知とスキルだけでは足りない。人の役に立つ

ためには、人についてもっと学ばなければいけ
ない』と考えて本格的に心理学を学ぶようになっ
たのです。

非行・犯罪は、時には生死に関わり、人生を
変えてしまう強大な力に畏怖を覚えさせます。
人に不安や恐れ、そして怒りを感じさせる存在
です。

ところで皆さんは、近ごろ非行・犯罪が増え
ていると感じますか？マスメディアなどの情報か
ら、犯罪は凶悪化が進み、犯罪数も増加をし
て益々物騒な世の中になっていくような印象を
受けているかもしれません。しかし実際に司法
機関で把握している犯罪数は平成14年が戦後
過去最高で、その後はずっと減少して、現在も
戦後過去最少記録を更新しています。特に少
年非行数は他の年齢層に比べて大幅に減少し
ているのです。一方で、高齢者の窃盗犯罪、
児童虐待、特殊詐欺、大麻取締法違反などは
増加をしています。

これまでの歴史を振り返ると、少年非行数が
非常に多かった年代がありました。第2次大戦
直後は家族離散や経済的困窮からの「生活型」
非行が、東京オリンピック開催前後は高度経済
成長による社会構造の変化や学歴偏重に対す
る「反行型」非行が、そして昭和50年代後半か
ら平成の初めにかけては、貧困でも大富豪で
もない中間層が大半を占める「遊び型」非行が
特徴だとされています。このように犯罪・非行
の発生は、その時代の社会情勢と関係が深い
のです。犯罪数が戦後過去最高の平成14年に
ついては明言されていませんが、個人的には
パソコンや携帯電話の普及が大きく関連してい
ると考えています。さて、今の経済・文化背景
がどのように現在の非行・犯罪の情勢の影響し
ているのでしょうか。2020年の新型ウィルスに
よるパンデミックがどのように関連してくるので

しょうか。

もちろん時代の影響だけではなく、非行・犯
罪の要因はそれを行う人について考えなけれ
ばいけません。生まれ持った資質、その人の
育った経緯、そうして培われた性格や生活習慣、
現在身を置く家庭や学校・職場などの環境要
因、交友関係、犯罪を容認する価値観、そし
て非行・犯罪の動機に繋がる不満足な状況な
ど、様々な要因が作用されると考えられていま
す。

それでは非行・犯罪をしないため、あるいは
繰り返さないためには、どのようなことが効果
的なのでしょうか。①その人の犯罪につながる
危険因子を特定し、②危険因子のなかかから、
犯罪に密接に関連していてしかも変容につなが
るもの、あるいは本人が本当に求めている幸
せがどのようなもので、それを実現しようとし
て犯罪という誤った方法を選択したのではない
のか、ということを確かめて、③その人が変わ
るために適したアプローチをしていく、という3
つが必要だとされています。そして、最も前提
になるのが、本人が非行・犯罪を手放したいと
考えて努力を続けることです。これには周囲の
理解や、それを手助けする資源が重要な鍵と
なってきます。人との繋がりがとても重要にな
るのです。

司法・犯罪心理学では、人と犯罪との関係、
被害者への支援、犯罪からの回復、支援機関
の機能の拡充、犯罪の防止など、非行・犯罪を
防ぎ被害を減らすこと、被害に遭ってしてしまっ
た人への支援、犯罪行動をしてしまった人の回
復などの視点から人間を捉え、人との繋がり、
安心と安全について具体的なアプローチを考え
ていく心理学なのです。

今井 由樹子 准教授 IMAI  Yukiko
臨床心理学

司法・犯罪心理学を学ぶ契機

非行・犯罪は増えている？

司法・犯罪心理学ってどのような学問？

非行・犯罪を犯す原因と離脱

プロフィール

静岡県出身。大阪大学人間科学研究科博士後期課程単位取得満期退学。静岡県警察（少年警察補導職員として静岡県警生活安全
部少年課、少年サポートセンター、静岡中央警察署など）に勤務、浜松医科大学精神・神経科臨床心理研修生、小・中・高等学校スクー
ルカウンセラーを経て、2020年に本学着任。専門領域は、司法・犯罪心理学、児童・青年期心理学。近年の研究テーマは、教員
の性加害の予防について。著書に、『心理臨床とセラピストの人生－関わり合いのなかの事例研究』（共著、創元社）がある。
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私は社会心理学の知識を社会に応用する

ことを目指しています。ただ、私の目指す「応

用」は少し特徴があります。心理学の実社会

への応用といえば、人々のおかれた環境を前

提条件として、それへの適応を促すために心

理学の知識を応用することが一般的なようで

す。しかし、ある人が環境に適応できないの

は、その人の個人的性質（性格や行動の特徴

等）に問題があるからではなく、むしろ環境

の側（社会制度や周囲の人の持つ偏見等）に

問題がある場合がむしろ多い、と私は考えて

います。そこで私は、従来とは正反対の方向、

つまり心理学の知識を利用して従来の社会制

度や多くの人のもつ常識や枠組みを考え直す

ことを目指しています。

このように考えていますので、大学に入る

前に学校になじめず長く不登校を経験した学

生に対しても、「集団生活に適応できるよう

にコミュニケーション能力を高める必要があ

る」とは思いません。むしろ、その学生の通っ

た学校や身近な人々が「その人の中身に興味

をもたなかった」とか「画一性を重んじる傾向

が強かった」という可能性を私は考えます。

誰でも自分に肯定的な興味を向けてくれれ

ば、相手や環境に前向きに接しようとするも

のでしょう。だから、多様な個性を受容する

寛容さが社会の側に備われば、個人に現れ

た問題はその後に徐々に解決していくものだ

と私は考えるのです。

多様な人間がいるということは、「好み」も

多様です。強い特徴があるものほど「好き嫌

い」が「好み」によって分かれるため、多くの人

に支持されることはありません。その一方、

無難に多くの人に受け入れられる物は、一見

多くの人のニーズを満たしているように見えま

す。しかし、そうしたものは個性に乏しく、誰

にとっても「とても重要なもの」にはなり得ませ

ん。このように考えると、流行しているものや

いつでもどこでも同じ「無難なモノ」を提供す

るチェーン店で満たされた社会は、実は「誰

のニーズも大切にしていない社会」なのです。

このことは、学生時代からいろいろな土地

で食べ歩きや温泉めぐりを繰り返すうちに、

徐々に私に見えてきたことです。特徴のある

喫茶店やレストランは店主の好みの偏りがそ

のまま味や内装に反映されるため、客の嗜

好によって「当たりはずれ」が生じます。この

場合、客の嗜好と同様に店の特徴も多様で

あるため、「大はずれ」の店もあれば「大当た

り」の店も必ずあります。ところが、都市部や

観光地の人気スポットに行くほど「どこにでも

あるような」「似たような」店が多くなることは、

これを読んでいる皆さんもお気づきでしょう。

都市化や商業化の中で「多くの人に受け入れ

られる」ことが推奨される現在、特徴のあるモ

ノや人をなくさないために何が必要なので

しょうか？　私はこのことを考えながら、ゼミ

生たちと「ウマいものめぐり」を続けています

（ゼミ紹介ページを参照）。

卜部 敬康 講師

社会心理学の「少し変わった」応用

「食べ歩き」から見える社会の多様性と画一性

プロフィール

1969年生まれ。子どもの頃から数学が好きだったが、中学後半から社会問題全般にも興味を持ち
始めたため、迷いつつ大学は理学部に進み物理学を専攻した。卒業したものの、やはり日本社会
の問題点を研究したいと思い、大学院では社会学に傾斜しながら社会心理学を学んだ。大学院の
博士課程を単位取得退学してからは、中学校でスクールカウンセラーを、高校や資格取得のための
学校などで理科・社会・数学の非常勤講師などをしながら、研究（と趣味の鉄道旅行や食べ歩き）を
続け、2003年に本学に着任した。ささやかですが、右の２冊がこれまでの主な研究成果です。

URABE  Hiromichi
社会心理学

食べ歩きから社会を見ています

調査中でも列車には夢中

学生と遊ぶことがとても好きです

卒業生も交えてゼミ学生と出かけた
フィールドワーク。
ゼミは先輩と後輩の窮屈な関係とは
無縁の雰囲気です。

書籍写真／（左）「常識の社会心理」、
（右）「職員室の社会心理」
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ゼ ミ 紹 介

教室を出て、学ぶ

幅広い分野の専門家集団

みんなで楽しく！

面白く学べる環境

知識を広げる！
パソコンは

 必修アイテム！

「面白ゼミ」が体験できる！！

公立の教育相談センターに見

学に行きました。相談やグルー

プ活動に使う部屋を見せていた

だきながらスタッフのお話を伺

い、心 理臨床の現場を肌で感

じることができました。

エスカレータ－に乗るとき、

「関東では右を空け、関西では

左を空ける」と言われます。両

者が混在する新幹線停車駅で

の乗り方を対象に観察実習を行

いました。

毎年、阪神淡路大震災の震

災遺児を支援してきた神戸レイ

ンボーハウスを訪ねています。

実際に支援に関わってきた方々

に、お話をお聞きし、遺児が悲

しみを出せる場として工夫され

た部屋で、ひとときの間思いを

巡らしました。
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者が混在する新幹線停車駅で

の乗り方を対象に観察実習を行

いました。

毎年、阪神淡路大震災の震

災遺児を支援してきた神戸レイ

ンボーハウスを訪ねています。

実際に支援に関わってきた方々

に、お話をお聞きし、遺児が悲

しみを出せる場として工夫され

た部屋で、ひとときの間思いを

巡らしました。
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礒部ゼミ

カウンセリングマインドを育てるブラインドウォーク　体験中

各自関心をもったテーマに即して文献を見つけてその要約を発表し、内容について質疑応答・意見交
換し、議論する力を身につけていきます。各自が課題を発見し、問題解決する方法をみつけ、最終的に
卒業論文を完成させてプレゼンテーションします。発達臨床心理学が対象とする、人の誕生から死まで
の間に起こるさまざまな発達課題や発達上の問題について勉強し、発達支援について考えていきます。
グループワーク（構成的グループエンカウンター）やスピーチ大会、福祉現場の見学もしています。

□ 研究テーマ 〈主な卒論題目〉

・  不適応をおこしている子どもの理解や支援について勉強し
たい。

・  授業を受けて子どもの発達心理に興味をもったので。

・  発達障害、自閉症に関心があったので。

・  被虐待児や不適応をおこしている子どもの問題を深めたい。

・  子どもの保護者や教育現場のことについて関心をもったので。

・  母親の愛着パターンと育児に関する諸要因との関連について

・  いじめ被害者と傍観者に関する心の傷について

・  自己評価の変化とその要因―大学時代と中学時代の比較

・  高校生の子どもを育てる両親の子育て不安について　

・  大学生におけるＳＮＳ等のインターネット行動について　等

□ ゼミ選択の理由

ゼミ風景

ヒトの生涯発達とその支援を考える 体験しよう「こころ」と「からだ」の不思議な世界

【 井 村 ゼ ミ と は ？ 】

これまで臨床動作法という動作を通して心を元気にするアプローチを実践してきました。障
がいをもつ子どもたちや心理的な悩みを抱える成人の方と、リラクセーションや動作課題にと
もに取り組むことで、彼らの「こころ」や「からだ」を元気にし、能動性を高めるお手伝いをして
います。また、難治性身体疾患の方の心のサポートも研究テーマです。

□ 研究テーマ 〈主な卒論題目〉

□ ゼミ選択の理由
・  医療関係の心理臨床に関心があった

・  障がいを持つ子どもたちと関わりた
かった

※前任校での指導

・  不登校傾向の子どもへの臨床動作法の
適用

・  臨床動作法による不眠症患者への支援

・  青年期の筋ジストロフィー患者のサポー
トグループ

・  筋強直性ジストロフィー患者の認知機能
の検討　など

井村 ゼミ
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【太田ゼミとは？】【太田ゼミとは？】

楽しく、元気に、そして希望がもてる人生に
役立つ研究をしよう！

「対人関係」による行動選択を研究します。みなさんがこれまで親や他の家族との関係、学校の
友だちとの関係を通じて経験した喜怒哀楽は、様々な行動の原因となっていたと思います。親子、
友達、恋人など、だれとどのように付き合うかにより、私たちの心の明暗は大きく分かれます。

太田ゼミでの研究課題の発見は、みなさんの人生のこだわりに端を発します。自分が納得でき
る人生であるためにどの対人関係を重視し、その構造を明らかにしたうえで求められる対人関係
を促進するための方法を考えます。

特に、太田ゼミでは、就職への原動力となり職場で活かせる心理学、私生活で役立つ心理学
をモットーにします。ともかく、楽しく元気よく様々な日常生活に注目して、自由闊達な意見交換
を活性化するためにカードゲームなども取り入れてゼミ活動は展開されます。

太田ゼミ

□ 研究テーマ 〈主な卒論題目〉

・  進学・就職どちらでも心理学の基礎をしっかり学べ
るゼミだから

・  職場や家庭で活かせる心理学だと思ったから

・  自分の人生を意義あるものに役立つ心理学が学べ
ると思ったから

・  カードゲームを取り入れるなどゼミ運営に工夫がさ
れていて、スムーズに仲間になれると思ったから

・  被服行動が対人関係に与える影響について

・  親の養育態度と大学生活への適応と就職活
動への意欲との関連性について

・  コンビニの商品配列と地域住民のライフス
タイルとの関連性

・  親切行動が青年期に起きにくい理由について

□ ゼミ選択の理由

【金澤ゼミとは？】【金澤ゼミとは？】

進化的適応の視点から
人間行動の“なぜ”を解き明かす

他の動物とは異なり、ヒトのみに他者の気持ちや意図を推測する社会的認知(心の理論)
の能力が備わっていいます。心の理論の獲得に先立ち、生後9 ヶ月頃から共同注意が可能 
になります。自閉症の中核には、心の理論や共同注意の障害があることが分かってきました。

「自閉症児はなぜ相手の目を見ないのか？」に始まり、「なぜ赤ちゃんは可愛いのか？」「なぜ
大きな目は魅力的なのか？」「なぜ人には白目があるのか？」「なぜ人は恋をするのか？」、な
ど、金澤ゼミでは、人間行動のさまざまな"なぜ"について、進化的適応の視点から解き明
かします。

金澤ゼミ

□ 研究テーマ 〈主な卒論題目〉

・  進化心理学について学びたい

・  ヒューマンエラーについて学びたい

・  自閉症の心理について知りたい

・  ネコ派とイヌ派のパーソナリティの違い

 ・ 「人の目」の犯罪抑止効果

 ・ VRチャットのアバターに関する心理

 ・ こだわり傾向とシステム化指数

 ・ 愛着スタイルと恋愛スタイル

 ・ 乳幼児の言語獲得のプロセス

 ・ 人を引きつける看板やパッケージの特徴

 ・ 性格が運転行動に与える影響

 ・ ご飯の食べ方と性格の関係

 ・ 自閉症児への保育士の関わり

□ ゼミ選択の理由

フィールド実習「ニホンザルの行動観察」
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フィールド実習「ニホンザルの行動観察」
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村上ゼミ村上ゼミ

【 林 ゼ ミ と は ？ 】【 林 ゼ ミ と は ？ 】
そこにあるのはなぜか画用紙、クレヨン、絵の具、粘土、雑誌の切り抜き、箱庭etc.…。思春期・

青年期をテーマとしていますが、描画療法や箱庭療法など、言葉になりにくい思いをイメージ
表現を通して理解しようとする表現療法も、テーマを支える大きな軸となっています。でも、
最終的には自分のテーマを見つけることが最大目標。あちこちに飛び散っていってしまうのも、
うちのゼミの特徴かもしれません…。

描画技法の実施中

研究発表もがんばっています

□ 研究テーマ 〈主な卒論題目〉

・  思春期・青年期は人生の中でいちばん悩んだり不安になる
ときだと思うので、おもしろそうだと思いました。

・  芸術療法に関心があり、箱庭や描いた絵などにどのような
意味があるのか知りたい。

・  臨床心理に関する課外活動にも積極的に参加したいと思っ
たから、外に活動に行けるゼミがよかった。

・  青年期の対人恐怖心性と携帯電話コミュニケーション

・  作り笑いにおける感情の変化と性格との関連性について

・  音楽の好みによる気分の変化への効果

・  箱庭療法において砂と玩具を使用する意味

□ ゼミ選択の理由

林 ゼミ思春期×表現療法×○△□好きこそものの上手なれ

【 武 本 ゼ ミ と は ？ 】

本年度から始まったゼミですので、ゼミとしての研究テーマは決めず、各人がやりたいことを
やり、指導教員も他のゼミ生もそれを応援するという形式で始めました。

好きこそものの上手なれ。ある人が好きで興味を持ってできることが、その人の才能がある
場所でもあるはずです。そうした個人々々の才能を伸ばすようにできればと考えています。

本当に何を研究していただいてもよいのですが、指導教員は、精神科医ですので精神医学・
精神病理学に関係することによりくわしくはあります。

将来的には、ゼミ生からの希望があれば、特定の研究テーマを設定する可能性はあります。

□ 研究テーマ 〈主な卒論題目〉

□ ゼミ選択の理由
・  自分が研究したいテーマにかかわることについて学びやすいと思ったから。

・  精神病理に関することについて、興味があり、検討してみたく選択し
ました。

・  1から積み上げて、学んでみたかったから。

・  うつ病など人の真理・精神を深く学びたいと思ったから。

・  のびのびと自由に自分の学びたいものができる。また、それをバック
アップしてくれる。

・  うつ病
・  精神分析理論

・  解離性障害
・  摂食障害

・  認知行動療法

ゼミ風景

武本ゼミ
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・  のびのびと自由に自分の学びたいものができる。また、それをバック
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・  うつ病
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・  認知行動療法

ゼミ風景

武本ゼミ
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今井ゼミ

【與久田ゼミとは？】【與久田ゼミとは？】

自分の中にある“何か”について、
心理学の観点から研究しよう 與久田ゼミ

ゼミでは、私の研究テーマを横においておき、各自が興味・関心のあるテーマを追究するスタイ
ルをとっています。各自が興味・関心のあるテーマについて先行研究を読み込み、仮説をたて、調査・
実験を行い、統計解析を行って仮説検証することを基本としています。教員は研究のサポーターで
あってリーダーではない、研究リーダーは各テーマを追究する学生自身であるということでゼミに
取り組み、良き伴走者になれるようなゼミ展開を心がけています。

□ 研究テーマ 〈主な卒論題目〉

・  クレーム行動について（クレー
ムを受ける側の観点から）

・  新型コロナウィルス感染防止
行動と同調との関係について

・  あおり運転はなぜ引き起こさ
れるのか

・  同性愛への偏見について
・  噂の伝播にかかわる要因につ

いて

□ ゼミ選択の理由
・  将来の起業に向けて役立つ研

究ができそうだから。
・  先生のやっている研究が面白

そうで気になったから。

村上ゼミ村上ゼミ

【村上ゼミとは？】【村上ゼミとは？】

「思い込み」を超えてゆけ！

ゼミの共通テーマは「社会的規範」です。私たちの生活は、多くの「決まり事」に囲まれています。
しかし、それらのルールは当たり前すぎてその存在を意識できないことも多いのです。それは本
当に当たり前なのか、ルールにはどんな性質があるのか、ということを実験や調査を通じて実証
的に検討していきます。「データは予測を超える」ことを体験すると、やみつきになります！

統計解析

ゼミ風景

□ 研究テーマ 〈主な卒論題目〉

・  仮説をデータで確かめるのは、スリルもあるけど楽しみだ
から。

・  村上先生の授業と自分の波長があったから。

・  データ解析のスキルが身につきそうだから。

・  研究のディープなところまで学べそうだから。

・  化粧に熱心な人は自尊心が高いか？

・  非常ベルを押したくなるのはなぜ？

・  携帯メールのコミュニケーションの特徴は？

・  良い経験と悪い経験はどちらが記憶に残る？

□ ゼミ選択の理由
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「体験知」で学ぶ社会心理学

【今井ゼミとは？】【今井ゼミとは？】

人との繋がり、安心・安全を追求しよう

司法・犯罪心理学を研究領域にしています。なぜ人は非行・犯罪をしてしまうの？どんなことが
非行・犯罪に繋がるの？非行・犯罪者の立ち直りにはどんなことが必要なの？被害者の支援はどう
したら良いの？自分たちにもできる支援はあるの？そのような疑問から出発して、論文を読み込
みながら研究テーマを絞ります。

ゼミ生同士のディスカッションを通して、人との繋がり、安心と安全について深く追求していき
ます。

今井ゼミ

□ 研究テーマ 〈主な卒論題目〉

・  将来、非行少年の立ち直りに関わる仕事
に就きたいので。

・  思春期に関心がある。

・  警察官になりたい。

・  犯罪加害者の心理を知りたい。

・  身近な犯罪・被害について学びたい

・  楽観バイアスと犯罪への近接 性が防犯意
識と防犯行動に与える影響

・  大学生のネット炎上加担の傾向と性格特性

・  大学生活における非致性
　トラウマと反応スタイル

□ ゼミ選択の理由

心理学科 ROOTERS   －ゼミ紹介－48

【卜部ゼミとは？】【卜部ゼミとは？】

卜部ゼミ

重要無形文化財に登録されたゲームに参加

卜部ゼミでは、おもに休みの日を用いて奈良や京都、大阪などのいろいろな場所に出かけ、町を歩きな
がら社会心理学を学びます。例えば、古くから地元の人びとに愛された喫茶店や銭湯を訪問し、店主の
話を聴くことによって、日本社会のここ数十年の変化とそれが私たちのこころにどんな影響を及ぼしている
のかなどを考えることができます。この体験をもとに、「こころの豊かさ」や「自分固有の興味」についての洞
察を深め、毎週のゼミで議論しながら、卒業論文に発展させていきます。

□ 研究テーマ 〈主な卒論題目〉

□ ゼミ選択の理由
・  町歩きが楽しそうだから。
・  講義がおもしろかったから。
・  タブーについてとことん議論したい。
・  「常識を疑う」視点に興味があるから。
・  卜部先生は今までに見たことがないタイプの人だから興味

をもった。

・  「適応」という名の思考停止がもたらす不誠実な社会
・  「植え付けられた価値序列」に基づく幸福追求の愚かさ
・  犯罪者の家族へのバッシングに見られる社会の歪み
・  大多数が支持する「私」を目指すことによる生きにくさ
・  恋愛関係における浮気行動の研究
・  「オシャレ女子大生」という一元的価値がもたらす息苦しさ
・  なぜ前衛的なダンスであるはずのストリートダンスが「枠」

に捉われるのか

地元のコーヒー焙煎の職人から真剣に学ぶ
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至 名古屋・東京
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分

高の原

※上記の駅名に付記した時間は、
　高の原駅までの乗車時間です。
　乗り換え等にかかる時間は含んでいません。

33

42

34
76

■バス　高の原駅前のバスターミナル　　　
　から以下のいずれかに乗車。
※「学園前駅」行は朝９時までの運行。

のりば

行先 奈良大学
構内

下車
バス停

奈良大学
構内

所要
時間
等

約５分｡
下車すぐ。

学園前駅
※

奈良大学

約５分｡
下車1分。

右京神功
循環･内回り

神功南口

約１２分｡
下車後､
道路反対側
へ約２分｡

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。

心理学科  ROOTERS  あなたの可能性を拓く応援団
Department of Psychology,Faculty of Social Studies,Nara University

発行  奈良大学 社会学部 心理学科　〒631-8502　奈良市山陵町 1500
　　　 TEL 0742-44-1251　FAX 0742-41-0650（代表）

［奈良大学のホームページ］https://www.nara-u.ac.jp/
［心理学科のホームページ］https://www.nara-u.ac.jp/faculty/soc/psychology/心理学科 ROOTERS   －奈良大学の心理学科と出会うには・・・－50

奈良大学の心理学科と出会うには・・・

高校生・保護者の
皆さんへ

オープンキャンパス、公開講座、講演会へ

高校の先生へ 出張授業、高校説明会があります。

より詳しく知りたい人は、「心理学科」WEBサイトへ！
https://www.nara-u.ac.jp/faculty/soc/psychology/ 2023年7月1日発行
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