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学芸員資格取得の最大の関門となるのが博物館実習です。博物館実習先については、各学生の希望に基づき、学内選考や各館園での選考
の後、決定されます。事前に様々な館園を訪問し、特色や展示方法等を学ぶとともに、履歴書の書き方や自己 PR、志望動機など事前に準備を

しておきましょう。

学 芸 員 課 程 カ リ キ ュ ラ ム

・学芸員資格取得要件（文芸学部生のみ対象）
成城大学で学芸員資格を取得するためには、まず学芸員課程に登録し、各種ガイダンスに出席したうえで、①と②を満たす必要があります。
　①「必修科目」19 単位、「選択科目」を２系列以上にわたって８単位以上修得
　②学部を卒業（学士の学位を取得）する
大学院生の場合は、①を満たした時点で資格が取得できます。
なお、「必修科目」のうち、博物館実習については、学内での講義のほか、博物館や美術館等で実習を行う必要があります。
※詳細は文芸学部履修の手引を参照してください。

学芸員課程の基本の『き』　　　　　　　　　　　　　　　　　
P
O
IN
T

P
O
IN
T

そ の 他

・  1 年次

①　学芸員課程登録説明会（3 月 )
②　博物館学芸員課程費（5,000 円）納入

・３ 年次
①　学芸員課程科目の履修登録
②　 博 物 館 実 習 マ ナ ー 講 座、 博 物 館 実 習 直 前 ガ イ ダ ン 
　　ス（5 月）
③　博物館実習費（10,000 円）納入
④　各館園での博物館実習（5 月～ 12 月）

・２ 年次
①　学芸員課程科目の履修登録（3 年次に「博物館実習」を履修するため 
　　には、学芸員課程必修科目のうち「博物館概論」および「博物館教育論」 
　　を含む 8 単位の修得が必要）
②　博物館実習先開拓ガイダンス（10 月～ 11 月）
③　博物館実習先の開拓
④　博物館実習　次年度履修許可者発表（3 月）

・学芸員資格取得までの流れ

・４年次
①　学芸員課程科目の履修登録
②　学芸員資格取得者発表（3 月）
③　学芸員資格証明書交付（学位記授与式の日に 
　　教務部にて配付）

卒業生の主な就職先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
（博物館・美術館等文化財関係施設）
北海道立帯広美術館　北海道立近代美術館　北海道立函館美術館　青森県立郷土館　棟方志功記念館　八戸市美術館　宮城県美術館　木の博物館吉成銘木店　
郡山市立美術館　みちのく民俗文化研究所　茨城県近代美術館　小杉放菴記念日光美術館　栃木県立博物館　群馬県立自然史博物館　群馬県立館林美術館　
群馬県立歴史博物館　高崎市美術館　朝霞市博物館　うらわ美術館　川口市教育委員会　川越市立博物館　埼玉県立近代美術館　埼玉県立歴史と民俗の博物
館　宮代町郷土資料館　我孫子市教育委員会　国立歴史民俗博物館　千葉県教育委員会　千葉県立中央博物館　千葉県立美術館　千葉県立房総のむら　船橋
市教育委員会　八千代市立郷土博物館　出光美術館　太田記念美術館　大倉集古館　小川美術館　国文学研究資料館　国立西洋美術館　汐留ミュージアム　
渋谷区立松濤美術館　静嘉堂文庫美術館　世田谷区立次大夫堀公園民家園　世田谷区立郷土資料館　泉屋博古館分館　タイムドーム明石（中央区立郷土天文
館）　大東急記念文庫　たばこと塩の博物館　東京国立近代美術館　東京国立博物館　東京ステーションギャラリー　東京都江戸東京博物館　東京都写真美
術館　東京都庭園美術館　東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館　中冨記念くすり博物館　日本書道美術館　ニューオータニ美術館　根津美術館　練馬
区立美術館　八王子市郷土資料館　府中市立美術館　ブリヂストン美術館　文化庁　松岡美術館　三井記念美術館　目黒区美術館　山種美術館　厚木市郷土
資料館　神奈川県立歴史博物館　鎌倉国宝館　鎌倉市鏑木清方記念美術館　川崎市市民ミュージアム　川崎市立日本民家園　そごう美術館　松前記念館　玉
川文化財研究所　横浜美術館　清春白樺美術館　山梨県立博物館　池田満寿夫美術館　諏訪市美術館　長野県信濃美術館　長野市立博物館　岐阜県現代陶芸
美術館　岐阜県美術館　上原美術館　MOA 美術館　静岡県立美術館　愛知県美術館　豊田市美術館　佐川美術館　アサヒビール大山崎山荘美術館　泉屋博
古館　京都国立近代美術館　大阪市立東洋陶磁美術館　大阪市立美術館　能楽資料館　倉敷市教育委員会　荻野美術館　海の見える杜美術館　広島市現代美
術館　ふくやま美術館　愛媛県美術館　高畠華宵大正ロマン館　香川県立ミュージアム　出光美術館門司　熊本市現代美術館　熊本市立熊本博物館　大分県
立歴史博物館　沖縄県教育委員会　那覇市歴史博物館

令和元年度　博物館実習依頼館園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
今治市村上水軍博物館　入間市博物館　いわき市立美術館　上野の森美術館　賀川豊彦記念 松沢資料館　神奈川県立近代美術館 葉山館　川崎市立日本民家園　
埼玉県立歴史と民俗の博物館　さいたま市立博物館　市立市川歴史博物館　シルク博物館　石洞美術館　世田谷区立郷土資料館　世田谷美術館　世田谷文学館　
致道博物館　千葉県立美術館　東京国立博物館　東京都江戸東京博物館　東京都写真美術館　東京富士美術館　東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館　日
本民藝館　府中市美術館　北海道開拓の村　民音音楽博物館　野球殿堂博物館

学
生
を
博
物
館
等
に
引
率
す
る
機
会

が
度
々
あ
る
。
こ
と
に
現
在
文
芸

学
部
文
化
史
学
科
の
「
文
化
史
実
習
Ⅰ
」

を
担
当
し
て
お
り
、
夏
場
に
な
る
と
学
外

実
習
と
称
し
て
何
ヶ
所
か
の
博
物
館
等
に

伺
っ
て
お
話
を
伺
う
。
そ
れ
を
も
う
十
年

位
も
続
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
度

に
学
芸
員
の
方
の
お
世
話
に
な
る
。
熱
心

に
学
生
に
対
応
し
て
下
さ
る
。
良
い
お
話

を
し
て
下
さ
る
。
心
か
ら
の
感
謝
を
申
し

上
げ
る
。

お
忙
し
い
中
と
は
も
ち
ろ
ん
重
々
承

知
し
て
い
る
。
さ
ぞ
迷
惑
を
か
け

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
学
生
の
団
体
へ
の
対
応

は
、
学
芸
員
の
方
の
日
々
の
勤
務
の
中
で

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
と
も
思
う
の
で
あ
る
。
と

は
言
い
な
が
ら
、
学
生
に
と
っ
て
は
得
難

い
機
会
で
あ
る
。
学
生
自
身
に
も
そ
の
自

覚
は
大
い
に
あ
る
。
学
生
は
、
確
か
に
き

ち
ん
と
展
示
物
を
自
分
の
眼
で
見
、
学
芸

員
の
方
の
話
を
自
分
の
耳
で
よ
く
聞
い
て

い
る
。

後
期
の
授
業
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
学

生
に
は
（
野
暮
な
こ
と
に
も
）
レ

ポ
ー
ト
を
書
い
て
提
出
し
て
貰
っ
て
い

る
。
そ
れ
を
毎
年
欠
か
さ
ず
読
ん
で
い
る

経
験
か
ら
言
う
と
、
学
生
に
と
っ
て
乗
り

越
え
る
べ
き
事
柄
は
、
個
々
の
展
示
物
等

に
関
す
る
知
識
の
欠
如
等
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
む
し
ろ
文
章
の
表
現
力
の
問
題
が

重
要
と
思
わ
れ
る
。
自
分
の
眼
で
見
た
も

の
、
自
分
の
耳
で
聞
い
た
こ
と
を
ど
の
よ

う
に
順
序
立
て
て
言
葉
で
表
現
す
る
か
と

い
う
こ
と
が
確
り
と
分
か
っ
て
い
な
く
て

は
、
決
し
て
良
い
レ
ポ
ー
ト
が
書
け
る
訳

は
な
い
。
学
生
が
レ
ポ
ー
ト
作
成
に
向
き

合
う
と
い
う
こ
と
は
、
見
学
し
た
展
示
物

に
つ
い
て
の
考
え
方
を
自
ら
構
築
し
よ
う

と
す
る
取
り
組
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
学

芸
員
の
方
の
お
話
を
ど
の
よ
う
に
咀
嚼
し

よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
立
ち
む

か
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
乗
り
越
え
て
こ
そ
、
学
生
に
と
っ
て

も
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
意
味
が
あ
ろ
う
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
学
生
に
は
学
芸
員
志
望
者

が
多
い
。
学
芸
員
は
羨
望
の
職
業

な
の
で
あ
る
。
そ
の
学
芸
員
か
ら
直
接
お

話
を
伺
う
の
は
学
生
に
と
っ
て
は
貴
重
な

機
会
で
あ
り
、
こ
れ
を
数
多
く
経
験
し
な

が
ら
、
学
生
は
自
身
の
能
力
を
自
ら
高
め

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ど
う
ぞ
、
学
芸
員
な

ら
で
は
の
よ
い
お
話
を
こ
れ
か
ら
も
学
生

に
お
聞
か
せ
頂
き
た
い
と
思
う
。

学生を引率して学生を引率して

頭
巻言

成城大学文芸学部教授　外池　昇成城大学文芸学部教授　外池　昇
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『
な
ぜ
学
芸
員
に
な
れ
た
の
か
』

学
芸
員

名
鑑

第
４
回

ぼ
く
は
、
な
ぜ
学
芸
員
に
な
れ
た

の
か
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
成
城
大
学

に
は
、
一
九
六
七
年
に
入
学
し
、
大
学

院
を
通
し
て
一
九
七
八
年
ま
で
在
籍

し
、
そ
の
間
に
就
職
へ
の
選
択
肢
と
し

て
教
職
課
程
お
よ
び
博
物
館
課
程
を
履

修
し
て
教
員
と
学
芸
員
の
資
格
を
取
得

し
ま
し
た
。
大
学
で
は
、「
日
本
民
俗

学
」
を
専
攻
し
、
こ
の
間
に
多
く
の
先

生
か
ら
講
義
を
受
け
る
と
と
も
に
、
学

友
仲
間
と
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
研

究
会
な
ど
へ
参
加
す
る
日
々
で
し
た
。

そ
の
当
時
は
、
日
本
各
地
の
農
村
・
漁

村
・
山
村
を
訪
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
て

い
た
の
で
、
当
地
の
博
物
館
・
資
料
館

施
設
に
か
な
ら
ず
立
ち
寄
り
、
数
多
の

美
術
資
料
・
歴
史
資
料
・
民
俗
資
料
（
民

具
）
な
ど
の
ホ
ン
モ
ノ
（
実
物
資
料
）

に
鑑
賞
し
ま
し
た
。
そ
の
体
験
は
、
学

芸
員
に
な
っ
て
か
ら
、
仕
事
上
、
大
い

に
役
立
つ
財
産
の
ひ
と
つ
と
な
り
ま
し

た
。奇

遇
に
も
、
一
九
七
八
年
一
〇
月

一
日
に
中
途
採
用
で
神
奈
川
県

立
博
物
館
（
現
・
神
奈
川
県
立
歴
史
博

物
館
）
に
、
民
俗
担
当
の
学
芸
員
と
し

て
就
職
が
決
ま
り
ま
し
た
。
偶
然
な
が

ら
、
一
年
前
に
当
博
物
館
で
ア
ル
バ
イ

ト
し
て
い
た
こ
と
で
、
翌
年
の
九
月
に

採
用
試
験
を
受
け
る
機
会
を
得
ま
し

た
。
な
ん
と
、
合
否
の
結
果
は
突
然
、

勤
務
す
る
三
、四
日
前
に
一
本
の
電
話

に
よ
っ
て
採
用
を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

入
館
し
た
頃
の
学
芸
部
に
所
属
し
て
い

た
学
芸
員
は
、
情
報
・
普
及
系
、
自
然

系
、
人
文
系
に
総
勢
三
〇
名
が
在
籍

し
、
そ
の
う
ち
民
俗
担
当
の
学
芸
員
が

三
名
で
し
た
。
し
か
も
、
専
門
の
カ
メ

ラ
マ
ン
が
二
名
お
り
、
資
料
写
真
や
祭

礼
な
ど
の
撮
影
に
当
っ
て
い
ま
し
た
。

学
芸
員
の
仕
事
は
、
資
料
の
収
集
、

整
理
、
展
示
、
調
査
研
究
な
ど

に
従
事
し
、
遂
行
す
る
こ
と
が
大
切
な

業
務
で
す
。
学
芸
員
課
程
で
は
、
受
講

者
に
「
博
物
館
に
つ
い
て
の
知
識
理
解

を
深
め
、
専
門
職
員
で
あ
る
べ
き
学
芸

員
と
し
て
出
発
で
き
る
基
本
的
な
素
養

を
身
に
つ
け
る
」
こ
と
を
目
標
と
し
て

い
ま
す
が
、
現
実
に
は
博
物
館
へ
入
っ

て
か
ら
二
、三
年
の
経
験
を
積
ま
な
い

と
一
人
前
に
な
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
間
、

諸
先
輩
か
ら
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
適
切
な

指
導
を
受
け
な
が
ら
、
仕
事
を
覚
え
て

学
芸
員
と
し
て
の
資
質
を
高
め
て
い
き

ま
す
。
と
く
に
、
基
本
的
な
巻
物
・
掛

軸
な
ど
の
取
扱
い
、
資
料
の
梱
包
・
開

梱
な
ど
は
作
業
現
場
で
経
験
を
重
ね
な

が
ら
身
に
付
け
て
い
き
ま
す
。

当
然
な
が
ら
、
収
蔵
庫
に
籠
も
っ

て
民
俗
資
料
の
整
理
に
当
た

り
、
同
時
に
資
料
と
資
料
名
を
確
認
し

つ
つ
、
そ
の
収
蔵
場
所
を
確
認
し
お
き

ま
す
。
資
料
の
閲
覧
請
求
が
あ
っ
た
際

に
、
直
ち
に
提
供
で
き
る
よ
う
な
態
勢

を
整
え
て
お
く
の
で
す
。
ま
た
、
資
料

に
関
す
る
材
質
・
用
途
・
由
来
な
ど
の

属
性
デ
ー
タ
を
完
備
し
て
お
く
の
で

す
。
さ
ら
に
、
専
門
で
あ
る
民
俗
学
に

つ
い
て
も
最
新
の
研
究
成
果
を
把
握
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

ら
の
情
報
収
集
に
は
、
学
生
以
来
の
仲

間
・
友
人
、
他
館
の
学
芸
員
な
ど
の
人

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
恩
恵
を
蒙
っ
て
い

ま
す
。
今
、
振
り
返
っ
て
見
ま
す
と
、

民
俗
学
と
い
う
専
門
性
を
活
か
せ
る
学

芸
員
に
な
れ
た
こ
と
は
幸
運
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。

も
し
、
学
芸
員
を
志
向
す
る
な
ら

ば
、「
な
ぜ
、
学
芸
員
に
な
り

た
い
の
か
」、「
学
芸
員
に
な
っ
た
ら
ど

ん
な
仕
事
を
し
た
い
の
か
」、
と
い
う

自
分
へ
の
課
題
を
持
っ
て
、
目
標
に
向

か
っ
て
く
だ
さ
い
と
…
。 鈴木 通大

成城大学非常勤講師 . 元神奈川県立歴
史博物館 学芸員

「神奈川県立歴史博物館外観」

「収蔵庫見学の様子」「展示解説の様子」
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『
美
術
品
移
動
史
』（
日
本
経
済

新
聞
社
刊
）
と
い
う
本
を
ご

存
知
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
雑
誌
『
芸
術

新
潮
』
に
昭
和
四
十
八
年
一
月
か
ら

六
十
回
に
わ
た
り
連
載
さ
れ
た
「
戦
後

美
術
品
移
動
史
」
に
加
筆
し
書
籍
化
し

た
も
の
。
昭
和
五
十
六
年(

一
九
八
一)

の
発
行
で
著
者
は
本
学
、
芸
術
学
科
教

授
で
あ
っ
た
故
田
中
日
佐
夫
先
生
に
よ

る
も
の
だ
。

　

も
う
二
十
年
も
前
の
学
部
の
一
年

だ
っ
た
稿
者
は
、
当
時
退
官
さ
れ
る
最

後
の
年
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
田
中

先
生
の
授
業
を
受
け
て
感
銘
を
受
け
た

か
と
い
う
と
、
正
直
授
業
の
内
容
は
覚

え
て
い
な
い
。
だ
け
れ
ど
も
、
一
号
館

二
階
の
突
き
当
た
り
の
教
室
で
費
や
し

た
時
間
は
、
無
駄
に
は
な
ら
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
毎
回
、
授
業
で
取
り
上

げ
た
作
品
を
レ
ポ
ー
ト
用
紙
に
描
い
て

（
当
時
は
描
か
さ
れ
て
）、
そ
れ
に
コ

メ
ン
ト
を
し
て
提
出
す
る
と
い
う
課
題

は
、
一
つ
の
作
品
を
じ
っ
く
り
み
る
と

い
う
美
術
史
の
基
本
を
学
び
、
ふ
と
し

た
と
き
に
思
い
お
こ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

話
を
元
に
戻
す
と
、本
書
は
冒
頭「
美

術
品
も
ま
た
人
の
手
か
ら
人
の
手
へ
渡

り
伝
え
ら
れ
て
い
く
」
と
い
う
一
文
か

ら
は
じ
ま
る
。
続
く
本
編
は
、
三
十
数

名
に
お
よ
ぶ
戦
前
・
戦
後
の
美
術
コ
レ

ク
タ
ー
を
取
り
上
げ
蒐
集
作
品
に
ま
つ

わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
コ
レ
ク
タ
ー
と
作

品
と
の
間
に
存
在
し
仲
介
者
と
し
て
の

役
目
を
果
た
し
た
人
た
ち
の
こ
と
を
折

に
ふ
れ
、
美
術
品
の
蒐
集
家
＝
コ
レ
ク

タ
ー
の
人
と
な
り
と
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
形
成
過
程
、
そ
し
て
所
有
者
亡
き
後

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
そ
の
後
な
ど
を
丹

念
に
辿
り
な
が
ら
蒐
集
家
の
姿
を
浮
き

彫
り
に
し
て
く
れ
る
内
容
だ
。

　

こ
の
種
の
本
は
た
い
て
い
（
個
人
的

な
主
観
）
著
者
の
思
い
出
話
と
作
品
と

の
出
会
い
に
終
始
す
る
の
だ
が
。
あ
な

ど
る
な
か
れ
、
益
田
鈍
翁
旧
蔵
の
《
絵

因
果
経
》、《
源
氏
物
語
絵
巻
》、《
佐
竹

本
三
十
六
歌
仙
》、《
地
獄
草
子
》、
原

三
渓
旧
蔵《
孔
雀
明
王
像
》、雪
舟
筆《
四

季
山
水
図
》
と
い
っ
た
画
像
を
見
れ

ば
、
あ
～
こ
れ
こ
れ
っ
て
、 
と
な
る
教

横
浜
市
歴
史
博
物
館 

学
芸
員

科
書
で
も
お
馴
染
み
、
今
で
は
国
宝
・

重
文
と
な
り
美
術
館
・
博
物
館
に
収
蔵

さ
れ
る
、
有
名
美
術
作
品
の
劇
的
変
遷

を
、
回
想
録
・
文
献
資
料
・
聞
書
や
伝

聞
を
交
え
綴
ら
れ
る
語
り
口
は
、
惹
き

込
ま
れ
る
よ
う
に
読
ま
せ
る
ア
ー
カ
イ

ブ
で
も
あ
る
の
だ
。

　

詳
細
は
本
を
手
に
取
っ
て
も
ら
っ

て
。
内
容
の
一
部
を
あ
げ
る
と
、
た
と

え
ば
、
益
田
鈍
翁
、
原
三
渓
と
い
う
戦

前
の
二
代
コ
レ
ク
タ
ー
の
姿
と
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
形
成
か
ら
崩
壊
過
程
を
述
べ

た
う
え
で
、
こ
う
語
る
。「
戦
後
の
財

閥
解
体
や
事
業
の
経
営
不
振
に
よ
り
彼

ら
の
蒐
集
品
の
移
動
先
は
、
一
軒
の
古

美
術
商
で
あ
り
、
一
つ
の
企
業
体
の
つ

く
る
財
団
法
人
で
あ
っ
た
」。今
と
な
っ

て
は
復
元
す
る
こ
と
も
難
し
く
な
っ
た

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
散
逸
を
お
し
み
つ

つ
、さ
ら
に
続
け
て
著
者
は
い
う
。「
な

ぜ
、
そ
の
と
き
、
国
は
、
地
方
公
共
団

体
は
、
な
ん
と
か
チ
ャ
ン
ス
を
逃
さ
ず

に
手
を
さ
し
の
べ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
（
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
散
逸
す
る

の
を
）。
税
金
を
課
す
る
こ
と
は
そ
れ

は
そ
れ
で
よ
い
。
し
か
し
、
そ
の
反
面

の
工
作
（
散
逸
し
な
い
た
め
の
）
が

公
的
機
関
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
な

体
制
が
つ
く
れ
な
か
っ
た
も
の
だ
ろ
う

か
。」
と
何
や
ら
耳
に
痛
い
。

　

そ
し
て
、
加
え
て
「
戦
後
の
何
年

か
、
わ
が
国
は
ま
さ
に
文
化
国
家
に
よ

る
再
建
を
叫
ん
で
い
た
。
そ
う
い
う
時

代
に
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
こ
と
は
、
や
は
り
欺
瞞
の
時
代
だ
っ

た
の
だ
と
思
う
。」
と
い
っ
た
よ
う
に
、

今
だ
か
ら
こ
そ
美
術
館
・
博
物
館
は
、

多
様
な
文
化
遺
産
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
蓄
積
し
展
示
・
普
及
活
動
を
と
お

し
て
、
未
来
へ
継
承
し
て
い
く
役
割
を

あ
ら
た
め
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
と
い
わ
ん
ば
か
り
。

　

は
か
ら
ず
も
「
文
化
庁
ア
ー
ト
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
」
や
、
一
昨
年

議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
「
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
構
想
な
ど
ア
ー
ト

市
場
の
活
性
化
を
、
そ
の
ま
ま
経
済
効

果
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
国
策
が
、

き
た
る
未
来
で
著
者
の
い
う
「
欺
瞞
の

時
代
」
だ
っ
た
な
ん
て
い
わ
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
に
。
と
ド
キ
リ
と
す
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
内
容
盛
り
だ
く
さ
ん
。

根
津
嘉
一
郎
、
大
倉
喜
八
郎
と
い
え
ば

一
度
く
ら
い
名
前
は
耳
に
し
た
こ
と
が

あ
る
だ
ろ
う
。
も
う
少
し
加
え
る
と
、

五
島
慶
太
、
畠
山
一
清
、
出
光
佐
三
。

関
西
方
面
で
は
、
小
林
逸
翁
、
山
口
吉

郎
兵
衛
、
黒
川
幸
七
、
嘉
納
治
兵
衛
、

細
見
亮
一
。
こ
の
辺
、
誰
そ
れ
っ
て
感

じ
に
な
ら
な
い
で
ね
。
日
本
の
経
済
成

長
に
一
役
買
っ
た
偉
大
な
実
業
家
た
ち

な
の
で
す
。
加
え
て
石
橋
正
二
郎
、
山

崎
種
二
と
い
っ
た
近
代
美
術
の
コ
レ
ク

タ
ー
、
さ
ら
に
現
代
美
術
の
コ
レ
ク

タ
ー
も
視
野
に
入
れ
る
周
到
ぶ
り
。
今

で
も
私
立
美
術
館
と
し
て
運
営
さ
れ
る

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
母
体
を
形
成
し
た
、

実
業
家
＝
コ
レ
ク
タ
ー
た
ち
が
つ
ぶ
さ

に
紹
介
さ
れ
る
。

　

彼
ら
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
は
、
散
逸
の
危
機
に
遭
い
な
が

ら
も
元
の
形
を
残
し
て
、
現
在
ま
で
伝

え
ら
れ
る
な
か
、
本
編
は
続
い
て
次
世

代
の
コ
レ
ク
タ
ー
た
ち
の
姿
を
追
っ
て

い
く
の
だ
。

　

こ
う
し
た
コ
レ
ク
タ
ー
の
様
相
か
ら

著
者
が
い
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
美
術

史
学
は
「
現
代
史
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
。
作
品
が
生
ま
れ
、
所
有
者
が
変
わ

り
な
が
ら
も
現
代
に
い
た
る
歴
史
を
あ

ゆ
み
、
私
た
ち
が
こ
こ
で
、
美
術
作
品

と
出
会
い
語
る
か
ら
こ
そ
あ
く
ま
で

「
現
代
史
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て

美
術
作
品
は
、
未
来
へ
継
承
さ
れ
て
い

く
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
は
、「
美
術
史
は
美
術
品
移
動

に
よ
っ
て
始
ま
る
」
と
し
て
し
め
く
く

る
。美
術
作
品
に
包
含
さ
れ
た
歴
史（
文

化
・
社
会
・
政
治
・
制
度
）
や
媒
介
し

た
人
た
ち
を
知
る
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら

受
け
る
感
動
は
多
様
に
し
て
豊
か
に
な

る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
一
方
で
は
、

美
術
品
を
購
入
・
売
却
す
る
こ
と
は
税

金
問
題
や
財
産
分
与
、
遺
産
相
続
と
い

う
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
問
題
と
も
密
接
に

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ

う
は
い
い
な
が
ら
も
、
芸
術
の
価
値
を

値
段
で
測
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い

と
真
っ
向
に
否
定
し
つ
つ
美
術
作
品
ひ

い
て
は
美
術
史
に
お
い
て
、
経
済
的
側

面
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
関
係
性

を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
試
み
て
も
い

る
の
で
あ
る
。

『
美
術
品
移
動
史
』
を
よ
む

日本には数多くの文化施設があります。
旅行先でおとずれ感銘をうけた美術館・
博物館・郷土資料館・文学館など、知ら
れざる魅力的な ” 極私的オススメ ” ミュー
ジアムや、この一枚など思い入れのある
作品をとりあげます。ほかにも、OB・
OG の刊行物や専門分野などの紹介をし
ていきます。学生からのオススメ情報も
まっています。
　初回は成城大学文芸学部芸術学科教授
であった、田中日佐夫先生の著作を紹介
します。

吉
井
大
門

田中日佐夫著『美術品移動史 : 近代日本のコレクターたち』 
日本経済新聞社　1981 年 11 月発行　

　

約
四
十
年
前
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
と

は
い
う
け
れ
ど
、
今
読
ん
で
も
あ
た
ら

し
く
、
美
術
史
に
対
す
る
未
来
へ
の
あ

り
方
と
愛
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。  

名
作
異
聞

第１回



【編集後記】
▲第４号では外池昇氏、鈴木通大氏、吉井大門氏にご寄稿いただいた。外池
氏は巻頭言のなかで博物館の見学実習を通して学生が向き合うべき事柄の重
要性を、鈴木氏は学芸員名鑑のなかでご自身のキャリア形成に言及しつつ学
芸員が向き合うべき仕事の重要性を指摘されている。名作異聞では吉井氏が
学芸員に求められる資質について重要な指摘をされている。

　博物館法の改正に伴い 2012 年にスタートした大学の学芸員養成のための
新カリキュラムも導入後 8 年が経過した。この間、大学における学芸員養成
教育は関連科目や博物館実習の拡充により一定の深まりをみせたが、「博物館
氷河期の時代」を生き抜くだけのスキルや技術を身につけるには程遠く、また、
多様な社会や文化を尊重するユニバーサル・ミュージアム（誰もが楽しめる
博物館）の実践もまだまだである。博物館は、学芸員は、そして大学の学芸
員養成教育はどこに向かっているのか。

　表紙の写真は、「博物館実習（美術史）」の一環で、OB が勤める企業博物館
での特別展見学ツアーの様子である。現場の学芸員さん（しかも OB）の「生」
の声は、やはり学生の心に響くようである。多忙のなか、こうした見学ツアー
を快諾してくださる学芸員は、現場の仕事に情熱を注いでおられる方がほと
んどである。後進の育成にも寄与する、という学芸員の使命感のみに頼りす
ぎてはならない。実習で学生を送り出す大学側も、そして博物館や美術館側も、
それぞれが連携し合ってお互いに新たな人づくりの道を模索するべき時期に
さしかかっている。博物館が多様な社会、持続可能な社会を実現する、その
ための人づくりが求められている（S）。

成城大学学芸員課程ニュースレター vol. 04
Seijo University Curator Course NewsLetter
発行：成城大学学芸員課程委員会
157 － 8511   東京都世田谷区成城 6 － 1 － 20
TEL 03 － 3482-9045
mail： gakugei_nl_s@seijo.jp
編集担当　吉井大門　篠原聰
2020 年 3 月 31 日 発行

令和２年度　学芸員課程開講科目および担当教員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

博物館施行規則に基づく科目 本学開講の授業科目（令和 2 年度）

科目名 単位数 授業科目名 単位数 学年
配当 実施学期 曜限 担当教員 備考

生涯学習概論 ２ 生涯学習概論 ２ ２ 前期 月３ 本庄 陽子 半期終了科目

博物館概論 ２ 博物館概論 ２ ２ 前期 火２ 中野 照男 半期終了科目

博物館経営論 ２ 博物館経営論
２ ２ 前期 木３

中野 照男 半期終了科目
２ ２ 後期 木３

博物館資料論 ２ 博物館資料論
２ ２ 前期 土２

和田 浩 半期終了科目
２ ２ 後期 土２

博物館資料保存論 ２ 博物館資料保存論
２ ２ 前期 土１

和田 浩 半期終了科目
２ ２ 後期 土１

博物館展示論 ２ 博物館展示論
２ ２ 前期 木３

篠原 聰 半期終了科目
２ ２ 後期 木３

博物館教育論 ２ 博物館教育論 ２ ２ 後期 月３ 寺島 洋子 半期終了科目

博物館情報・メディア論 ２ 博物館情報・メディア論
２ ２ 前期 木４

篠原 聰 半期終了科目
２ ２ 後期 木４

博物館実習 ３

博物館実習（美術史） ３ ３
通年 水３ 野地 耕一郎

１科目を必修とする

通年 水４ 野地 耕一郎

博物館実習（民俗学） ３ ３
通年 木２ 小島 孝夫

通年 火２ 丸尾 依子

博物館実習（考古学） ３ ３ 通年 土２ 井上 洋一

【必修・選択必修科目】


