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「共に」生きる時代
　この十数年で私たちをとりまく世界は大きく様変わりし

ました。身近なところでは、スマホやタブレットが私たち

の身体の一部となり、どこからでも情報にアクセスできる

ようになり、国を越えた活動もあたりまえになりました。

十数年前にうたい文句のように言われたグローバリゼー

ションは、常態になっています。現在、この地球上では73

億の人間が経済の面でも情報の面でもつながりながら暮ら

しています。私たちの活動は、国や社会や文化を超え、ま

さにボーダーレスの状況を呈してきています。私たちはい

ま、これまでの人類の歴史のなかでまったく経験したこと

のない時相のなかにいます。

　そうした状況は、すべての人々が幸福を享受するのを可

能にするものでありますが、一方では、国を越えたさまざ

まな問題――環境問題、生物種の絶滅、食糧問題、エネル

ギー問題、テロ、難民問題、核の脅威、パンデミックの脅

威――を引き起こしています。それらの問題の回避や解決

に向けて歩みを進めるには、国を越えたさまざまな人々の

知恵の結集と協力が必要になります。そしてそれは急を要

する課題です。

　私たちの現代社会文化研究科の理念は「共生」と「現代

性」にありますが、上にあげた問題の解決に向けては、ま

さにこの「共生」と「現代性」が鍵になります。ここでい

う共生とは、人間と人間、社会と社会、人間と自然が「共

に」生きることを指し、「現代性」とは、さまざまな問題

を現代という文脈のなかで捉えなおすことを意味していま

す。過去のことを学ぶ場合でも、現代とのつながりのなか

で考えて初めて、そこに大きな価値が生まれ、現代の問題

に役立てることが可能になります。

　現代社会文化研究科は220名を越える教員を擁し、その

専門は人文科学、社会科学、教育科学の多領域にわたって

います。それゆえ、現代の社会が直面する個々の問題にど

こからでもアプローチすることが可能です。研究科で学ん

でいる学生は半数が日本人学生ですが、半数は留学生で世

界の各地から学びに来ており、その問題意識もさまざまで

す。社会経験を積んだ社会人学生の方も多数います。そう

した多領域の教員とさまざまな問題意識をもった学生のい

る環境のなかで、自分の取り組みたい問題に果敢にアプ

ローチし、確かな成果（あるいは生き方）をつかみとって

いただくことを切に願っています。

大学院現代社会文化研究科長　鈴木 光太郎
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基本理念

６つの特色

２つの理念新潟大学大学院現代社会文化研究科アドミッション・ポリシー
　新潟大学大学院現代社会文化研究科の各専攻は、下記の目的によって教育研究を進めています。こ
のような教育研究目的に応えて専門職業人・研究者となる意欲と能力を有した人物を募集します。

基本理念・研究科の特色

　現代文化専攻は、社会や文化に関する課題を、情報文化、哲学・心理学及び生活健康行動科学の

観点から発見・探求する能力を涵養し、現代文化についての専門的知識と課題発見・探求能力を有す

る専門職業人及び研究者を育成します。

　社会文化専攻は、社会や文化間の相互理解に関する課題を、世界の言語・歴史・文化の観点から

発見・探求する能力を涵養し、社会や文化についての専門的知識と課題発見・探求能力を有する専門

職業人及び研究者を育成します。

　法政社会専攻は、法制度及び行政に関する課題を、共生社会の構築という観点から発見・探求する

能力を涵養し、法政社会についての専門的知識と課題発見・探求能力を有する専門職業人及び研究

者を育成します。

　経済経営専攻は、グローバル化が進む現代社会の重層的かつ複雑な経済に関する課題を、経済

学・経営学の観点から発見・探求する能力を涵養し、経済経営についての専門的知識と課題発見・探

求能力を有する専門職業人及び研究者を育成します。

　人間形成研究専攻は、家庭・学校・社会等における人間形成に関する課題を、生活環境・文化・教

育の観点から分析・解決する能力を涵養し、人間形成についての高度な専門的知識と課題解決能力

を有する高度専門職業人及び研究者を育成します。

　共生文化研究専攻は、世界の諸地域の言語・歴史・文化に関する課題を、相互理解と相互発展と

いう共生の観点から、多角的・総合的に分析・解決する能力を涵養し、日本、アジア、欧米等の言語・歴

史・文化についての高度な専門的知識と課題解決能力を有する高度専門職業人及び研究者を育成

します。

　共生社会研究専攻は、国際社会や地域社会における法・政治・経済等のシステム及び制度に関す

る課題を、相互理解と相互発展という共生の観点から、多角的・総合的に分析・解決する能力を涵養

し、法学、経済学の高度な専門的知識と課題解決能力を有する高度専門職業人及び研究者を育成し

ます。

 現代社会文化研究科の基本理念は「課題研究能力
の育成」です。
　現代の社会は、自己責任型社会へ急速に転換しつ
つあります。自己責任型社会では、時代の変化に、私
たちが主体的に対応できる能力が求められます。そ
れには、自分で学ぶ能力を基礎にして、将来の課題を
探求し、幅広い視野から総合的な判断を下すことが
できる課題探求能力を習得する必要があります。

　本研究科の名称は、「現代」と「社会文化」によって
構成されています。この名称は、２つの理念を表現し
ています。
　理念のひとつは〈現代性〉です。〈現代性〉とは、課
題設定の方法についての理念を示します。学生は、社
会と文化の全領域から自分の課題を設定し、その課
題の解決の仕方を、「現代」の問題と関連付けて研究
します。
　理念のふたつ目は〈共生〉です。〈共生〉とは、課題
解決の方向性を示す理念です。「現代」の課題を解決
するためには、社会と文化について、人間と人間、人
間と自然が共存できるシステムを構想しなければな
りません。その理念が〈共生〉です。

課題探求型の総合型大学院
　人文科学・法学・経済学・教育科学にまたがる多数
の教員を擁しています。学生は、自分の研究課題に
沿う指導を受けることができます。

一人ひとりに合わせた指導体制
　学生一人ひとりに履修指導委員会（主指導教員
１人・副指導教員２人によって構成されます）を設
け、学生の研究課題に応じた履修指導と論文指導
を行います。

専門型の博士前期課程、学際型の博士後期課程
　課題を探求するには、専門性と学際性との調和
のとれた能力を有する必要があります。
　博士前期課程では、各自の課題を探求するのに
必要な専門的学力の習得に努めます。そのことか
ら、専門性を主・学際性を副とするカリキュラムを用
意しました。
　博士後期課程では、課題解決能力の獲得を目指
します。そのことから、学際性を主・専門性を副とす
るカリキュラムを組みました。教員・学生による研究
プロジェクトにも参加します。

課題に応じた学位
　各自の研究課題に応じた学位を取得できます。
　博士前期課程では、修士（文学）、修士（法学）、修
士（行政学）、修士（経済学）、修士（経営学）、修士

（公共経営学）、修士（学術）の７種類から、いずれか
の学位を取得できます。
　博士後期課程では、博士（学術）を基本としつつ、
博士（文学）、博士（法学）、博士（経済学）、博士（教
育学）のいずれかから取得できます。

社会人や外国人にも開かれた大学
　社会人や外国人を積極的に受け入れるために、
入学試験では、社会人や外国人を対象にした特別
入試を実施しています。また、社会人学生に対して
は、必要に応じて、夜間授業等を開講しています。

学位取得に向けた履修体制
　博士前期課程では２年、博士後期課程では３年
の標準修業年限で学位を取得する履修体制を組ん
でいます。短期修了（修業年限の特例として、優れ
た研究業績を上げた者に適用）や長期履修の制度
もあります。

「基本理念」と「２つの理念」を実現するために、本研究科は、６つの特色を備えています。

課題探求能力の育成 〈現代性〉と〈共生〉

基本理念

６つの特色

２つの理念
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の育成」です。
　現代の社会は、自己責任型社会へ急速に転換しつ
つあります。自己責任型社会では、時代の変化に、私
たちが主体的に対応できる能力が求められます。そ
れには、自分で学ぶ能力を基礎にして、将来の課題を
探求し、幅広い視野から総合的な判断を下すことが
できる課題探求能力を習得する必要があります。

　本研究科の名称は、「現代」と「社会文化」によって
構成されています。この名称は、２つの理念を表現し
ています。
　理念のひとつは〈現代性〉です。〈現代性〉とは、課
題設定の方法についての理念を示します。学生は、社
会と文化の全領域から自分の課題を設定し、その課
題の解決の仕方を、「現代」の問題と関連付けて研究
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　理念のふたつ目は〈共生〉です。〈共生〉とは、課題
解決の方向性を示す理念です。「現代」の課題を解決
するためには、社会と文化について、人間と人間、人
間と自然が共存できるシステムを構想しなければな
りません。その理念が〈共生〉です。

課題探求型の総合型大学院
　人文科学・法学・経済学・教育科学にまたがる多数
の教員を擁しています。学生は、自分の研究課題に
沿う指導を受けることができます。

一人ひとりに合わせた指導体制
　学生一人ひとりに履修指導委員会（主指導教員
１人・副指導教員２人によって構成されます）を設
け、学生の研究課題に応じた履修指導と論文指導
を行います。

専門型の博士前期課程、学際型の博士後期課程
　課題を探求するには、専門性と学際性との調和
のとれた能力を有する必要があります。
　博士前期課程では、各自の課題を探求するのに
必要な専門的学力の習得に努めます。そのことか
ら、専門性を主・学際性を副とするカリキュラムを用
意しました。
　博士後期課程では、課題解決能力の獲得を目指
します。そのことから、学際性を主・専門性を副とす
るカリキュラムを組みました。教員・学生による研究
プロジェクトにも参加します。

課題に応じた学位
　各自の研究課題に応じた学位を取得できます。
　博士前期課程では、修士（文学）、修士（法学）、修
士（行政学）、修士（経済学）、修士（経営学）、修士

（公共経営学）、修士（学術）の７種類から、いずれか
の学位を取得できます。
　博士後期課程では、博士（学術）を基本としつつ、
博士（文学）、博士（法学）、博士（経済学）、博士（教
育学）のいずれかから取得できます。

社会人や外国人にも開かれた大学
　社会人や外国人を積極的に受け入れるために、
入学試験では、社会人や外国人を対象にした特別
入試を実施しています。また、社会人学生に対して
は、必要に応じて、夜間授業等を開講しています。

学位取得に向けた履修体制
　博士前期課程では２年、博士後期課程では３年
の標準修業年限で学位を取得する履修体制を組ん
でいます。短期修了（修業年限の特例として、優れ
た研究業績を上げた者に適用）や長期履修の制度
もあります。

「基本理念」と「２つの理念」を実現するために、本研究科は、６つの特色を備えています。

課題探求能力の育成 〈現代性〉と〈共生〉

基本理念

６つの特色

２つの理念

博士前期課程

博士後期課程
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選択科目 ……… ４単位以上

「特定研究Ⅰ」「特定研究Ⅱ」「特定研究Ⅲ」
本研究科の教員が組織する共同研究プロジェクト（教
員と学生による小規模な研究会)に参加して、博士論
文作成の準備を進めます。

「総合演習」
学生が教員や他学生の前で研究発表を行い、質疑応答
を通じて、博士論文のブラッシュアップを行うものです。

「論文発表」
さらに博士論文の作成を支援するため、学術誌や学
術報告書への発表を積極的に奨励しています。その
ひとつとして本研究科では、学生が論文発表する場
として、学術誌『現代社会文化研究』を年に２回刊
行しています。

【論文作成】
第１ステップとして、３年次の１学期に「学位論文
提出資格審査申請書」を提出し、これにもとづき口
述試験及び筆記試験により、申請者の研究能力や学
力が審査され、合格と判定されると「学位論文提出
資格者（Ph.D.Candidate）」が得られます。第２ステップとして「博士論文草稿」を提出し、履修指導委
員会の指導を受けます。第３ステップとして、「学位論文」を完成させ提出します。論文審査と口述試験に
より、学位にふさわしい能力を有しているかどうか審査され、合格と判定されると、博士の学位が授与さ
れます。
※学位の種類は、各専攻紹介の頁を参照

　博士後期課程では、10〜15頁に掲載した授業科目（選択科目）のほかに、「特定研究Ⅰ」「特定研究Ⅱ」
「特定研究Ⅲ」「総合演習」を必修科目として設けて、専門的学力を獲得することを目標としています。

第１学期 第２学期 第１学期 第２学期 第１学期 第２学期

必修科目 ……… 各２単位　計８単位

共同研究
プロジェクト

特定研究Ⅰ

共同研究
プロジェクト

共同研究
プロジェクト

特定研究Ⅱ 特定研究Ⅲ

学位論文

学
位
論
文
提
出
資
格
審
査
申
請
書
提
出

Ｐ
ｈ
・
Ｄ
・
Ｃ
ａ
ｎ
ｄ
ｉ
ｄ
ａ
ｔ
ｅ
取
得

審
査

STEP1

論
文
草
稿
提
出

履
修
指
導
委
員
会
の
指
導

STEP2

学
位
論
文
提
出

審
査

STEP3

総合
演習

学
位
取
得
（
博
士
）

１年次 ２年次 ３年次

博士後期課程
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選択科目 ……… 自プログラム14単位
　　　　　　　  他プログラム８単位

「課題研究Ⅰ」
修士論文作成のための技法・作法等
の基本を修得。

「課題研究Ⅱ」「課題研究Ⅲ」
主指導教員による修士論文作成のた
めの個別指導。

「総合演習」
各自の研究内容を発表し、所属する
専攻の教員や他学生との質疑応答を
行うことにより、専門領域を超えた
融合的な幅広い思考能力を涵養し、修士論文のブラッシュアップを行う。

【論文作成】
２年次の１学期に「学位論文作成計画書」を提出し、「学位論文作成資格審査」において資格を取得し
たのちに「学位論文」を提出します。「学位論文」の審査や口述試験により、学位にふさわしい能力を
有しているかどうかが審査され、合格と判定されると、修士の学位が授与されます。
※学位の種類は、各専攻紹介の頁を参照

　博士前期課程では、６〜９頁に掲載した授業科目（選択科目）のほかに、「課題研究Ⅰ」「課題研究Ⅱ」
「課題研究Ⅲ」「総合演習」を必修科目として設けています。さらにインターンシップ、他大学院の授業
科目の履修や入学前の既修得単位など（研究上有益と認められる場合）を認定しています。専門的学力
の習得に重きを置いたカリキュラム編成で30単位以上を修得します。

第１学期 第２学期 第１学期 第２学期

必修科目 ……… 各２単位　計８単位

総合演習

学位論文

学
位
論
文
提
出

審
査

学
位
論
文
作
成

計
画
書
提
出

学
位
論
文
作
成

資
格
取
得審

査

課題研究Ⅰ 課題研究Ⅱ 課題研究Ⅲ

　学生は学位論文を提出して学位を取得します。学位取得までのプロセスは、博士前期課程、博士後期
課程それぞれ下記のとおりです。

学位取得までのプロセス・支援

学
位
取
得
（
修
士
）

１年次 ２年次

博士前期課程
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　社会文化専攻は、社会や文化間の相互理解に関する課題を、世界の言語・歴史・文化の観点から発見・探求する能力
を涵養し、社会や文化についての専門的知識と課題発見・探求能力を有する専門職業人及び研究者を育成します。

博士前期課程
【 社会文化専攻 】

取得できる学位 修士（文学）、修士（学術）

英米歴史文化
（高橋 康浩）

ヨーロッパ歴史文化Ⅰ
（石橋 悠人）

ヨーロッパ歴史文化Ⅱ
（細田 あや子）

ヨーロッパ歴史文化Ⅲ
（小林 繁子）

西洋美術史
（田中 咲子）

環地中海歴史文化
（高橋 秀樹）

文化財学
（加賀谷 真梨）

形態資料学
（橋本 博文）

比較民俗学
（飯島 康夫）

比較考古学
（白石 典之）

地理空間学
（堀 健彦）

自然地理学
（小野 映介）

人文地理学
（前田 洋介）

伝統芸能論
（中本 真人）

中国言語文化Ⅰ
（朱 継征）

中国言語文化Ⅱ
（干野 真一）

中国古典文化
（角谷 聰）

中国文芸文化Ⅰ
（矢田 尚子）

中国文芸文化Ⅱ
（土屋 太祐）

中国文芸文化Ⅲ
（未定）

朝鮮文芸文化
（藤石 貴代）

日本語教育Ⅰ
（池田 英喜）

日本語教育Ⅱ
（池田 英喜）

日本語教育Ⅲ
（足立 祐子）

日本語教育Ⅳ
（足立 祐子）

日本語教育史Ⅰ
（柴田 幹夫）

日本語教育史Ⅱ
（柴田 幹夫）

日本語教育実習
（池田英喜・足立祐子）

日本語教育実践研究
（池田英喜・足立祐子）

東アジア社会文化
（張 雲）

東アジア言語文化
（藤田 益子）

東アジア比較文化
（藤田 益子）

日本研究
（真水 康樹　他）

International Relations of
East Asian Regional Integration

（張 雲）
Language Policy

in Japan
（足立 祐子）

英米言語文化Ⅰ
（土橋 善仁）

英米言語文化Ⅱ
（秋 孝道）

英米言語文化Ⅲ
（大竹 芳夫）

英米言語文化Ⅳ
（山田 陽子）

英米古典文芸文化
（恩田 公夫）

英米文芸文化Ⅰ
（辻 照彦）

英米文芸文化Ⅱ
（Hadley, Gregory Stuart）

英米文芸文化Ⅲ
（平野 幸彦）

英米文芸文化Ⅳ
（市橋 孝道）

ドイツ文芸文化Ⅰ
（桑原 聡）

ドイツ文芸文化Ⅱ
（吉田 治代）

日本社会構造論
（矢田 俊文）

日本社会形成論Ⅰ
（中林 隆之）

日本社会形成論Ⅱ
（原 直史）

環日本海社会形成論
（中村 元）

環日本海歴史文化
（広川 佐保）

東アジア歴史文化
（村上 正和）

朝鮮歴史文化
（山内 民博）

環東アジア社会構造論
（麓 慎一）

アジア
社会文化

欧米
社会文化

国際日本
文化

教育プログラム

分  野

アジア言語文化 アジア歴史文化 社会文化資料 欧米言語文化 欧米歴史文化 国際日本文化

日本言語文化
（三ツ井 正孝）

日本文芸文化
（堀 竜一）

日本古典文芸文化Ⅰ
（高橋 早苗）

日本古典文芸文化Ⅱ
（廣部 俊也）

日本古代言語文化
（磯貝 淳一）

フランス言語文化
（石野 好一）

フランス思想史
（逸見 龍生）

ロシア文芸文化
（鈴木 正美）

比較言語
（江畑 冬生）
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　現代文化専攻は、社会や文化に関する課題を、情報文化、哲学・心理学及び生活健康行動科学の観点から発見・探
求する能力を涵養し、現代文化についての専門的知識と課題発見・探求能力を有する専門職業人及び研究者を育成し
ます。

博士前期課程
【 現代文化専攻 】

取得できる学位 修士（文学）、修士（学術）

映像文化Ⅰ
（石田 美紀）

映像文化Ⅱ
（キム・ジュニアン）

表象文化
（番場 俊）

テクスト文化
（猪俣 賢司）

メディア文化史
（津森 圭一）

大衆文化
（甲斐 義明）

文化空間論
（佐藤 哲夫）

身体表現
（齋藤 陽一）

ディスクール論
（三浦 淳）

現代美術文化
（丹治 嘉彦）

地域美術文化
（柳沼 宏寿）

西洋音楽文化
（田中 幸治）

音楽創作論
（清水 研作）

ヘルスプロモーション･ウェルネス
（田中 誠二）

運動機能学
（牛山 幸彦）

身体運動文化
（篠田 邦彦）

衣環境評価学
（杉村 桃子）

衣環境材料学
（中村 和吉）

住環境学
（飯野 由香利）

健康教育
（笠井 直美）

食環境科学
（山口 智子）

身体発達学
（八坂 剛史）

水中運動学
（大庭 昌昭）

生涯スポーツ論
（村山 敏夫）

情報システム論
（中村 隆志）

情報社会論Ⅰ
（古賀 豊）

情報社会論Ⅱ
（古田 和久）

情報社会論Ⅲ
（原田 健一）

理論社会学Ⅰ
（松井 克浩）

理論社会学Ⅱ
（内田 健）

ジェンダー論
（杉原 名穂子）

社会ネットワーク論
（渡邊 登）

国際社会学
（佐藤 康行）

文化人類学
（中村 潔）

現代リテラシー論
（阿部 好貴）

社会認識論
（釜本 健司）

科学文化
（井山 弘幸）

宗教思想
（青柳 かおる）

比較哲学
（宮﨑 裕助）

西洋思想史
（阿部 ふく子）

現代倫理学
（古田 徹也）

認知哲学
（太田 紘史）

教育哲学
（福田 学）

知覚心理学
（白井 述）

比較心理学
（鈴木 光太郎）

環境心理学
（工藤 信雄）

教育心理学
（杉澤 武俊）

社会心理学
（福島 治）

生涯発達心理学
（松井 賢二）

障害児心理学
（有川 宏幸）

認知科学
（新美 亮輔）

情報社会メディア文化

情報社会
文化

心理科学

基礎心理コース

臨床心理査定学
（田中 恒彦）

心理療法論
（横山 知行）

臨床心理学
（小堀 彩子）

臨床心理コース

現代思想

現代人間
科学

生活健康
行動科学

教育プログラム

分  野

生活健康行動科学

博士前期課程専攻紹介
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　経済経営専攻は、グローバル化が進む現代社会の重層的かつ複雑な経済に関する課題を、経済学・経営学の観点か
ら発見・探求する能力を涵養し、経済経営についての専門的知識と課題発見・探求能力を有する専門職業人及び研究
者を育成します。

博士前期課程
【 経済経営専攻 】

取得できる学位 修士（経済学）、修士（経営学）、修士（公共経営学）、修士（学術）

会計学
（稲村 由美）

財務会計
（神納 樹史）

コスト・マネジメント
（有元 知史）

管理会計
（李 健泳）

国際会計
（加井 久雄）

経営税務
（菅野 隆）

租税理論
（藤巻 一男）

ミクロ経済理論
（山崎 剛志）

金融論
（笠原 哲也）

市場と組織の理論
（大屋 靖成）

産業組織論
（芹澤 伸子）

環境経済学
（藤堂 史明）

国際経済学
（内藤 雅一）

労働経済学
（北條 雅一）

ゲーム理論
（高宮 浩司）

国際マクロ経済学
（中田 豪）

経済情報分析
（永井 雅人）

経済政策
（厳 成男）

財政学
（根岸 睦人）

世界経済史
（左近 幸村）

比較経済思想史
（武藤 秀太郎）

アメリカ経済
（大森 拓磨）

ロシア東欧経済
（道上 真有）

EU経済
（藤田 憲）

中国経済
（溝口 由己）

開発途上国経済
（石川 耕三）

政治経済学
（柴田 透）

公共経済学
（中東 雅樹）

公共経営
（鷲見 英司）

NPO論
（澤村 明）

マクロ経済学
（長谷川 雪子）

ミクロ経済分析
（濱田 弘潤）

地方財政
（小池 信之）

経営情報
（大串 葉子）

経営戦略論
（伊藤 龍史）

経営組織
（木全 晃）

組織行動
（岸 保行）

経済社会 経営会計

教育プログラム

分  野

理論・計量経済 グローバル社会
経済ネットワーク マネジメント アカウンティング
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　法政社会専攻は、法制度及び行政に関する課題を、共生社会の構築という観点から発見・探求する能力を涵養し、
法政社会についての専門的知識と課題発見・探求能力を有する専門職業人及び研究者を育成します。

博士前期課程
【 法政社会専攻 】

取得できる学位 修士（法学）、修士（行政学）、修士（学術）

Japanese Family 
Law and Society
（田巻 帝子）

Basic Theory of 
Income Taxation
（駒宮 史博）

International Taxation  
of Japan

（駒宮 史博）

International Law
（渡辺 豊）

Introduction to  
Japanese Politics
（真水 康樹）

憲法Ⅰ
（土屋 武）

憲法Ⅱ
（上村 都）

憲法Ⅲ
（栗田 佳泰）

行政法Ⅰ
（田中 良弘）

行政法Ⅱ
（今本 啓介）

法社会学Ⅰ
（田巻 帝子）

法社会学Ⅱ
（小泉 明子）

西洋政治史
（兵藤 守男）

政治学
（稲吉 晃）

政治学原論
（神田 豊隆）

政治思想
（向山 恭一）

Introduction to
 Japanese Law Ⅰ

（澤田 克巳　他）

Introduction to 
Japanese Law Ⅱ

（未定）

Political Economy Ⅰ
（巌 成男）

Political Economy Ⅱ
（大森 拓磨）

Industrial Organization
（芹澤 伸子）

Financial Market and 
Economy in Japan

（未定）

North-South Relations for the 
Environment and Development

（宮田 春夫）

Introduction to Japanese 
Public Administration

（田村 秀）

Japan's  
International Relations

（神田 豊隆）

International 
Ｍｉｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃｓ
（内藤 雅一）

中国政治
（真水 康樹）

現代中国政治
（沈 青蘭）

民法Ⅰ
（大島 梨沙）

民法Ⅱ
（牧 佐智代）

民法Ⅲ
（石畝 剛士）

民法Ⅳ
（上山 泰）

刑法Ⅰ
（田寺 さおり）

刑法Ⅱ
（丹羽 正夫）

刑法Ⅲ
（本間 一也）

労働法
（木南 直之）

刑事訴訟法
（稲田 隆司）

商法Ⅰ
（内田 千秋）

商法Ⅱ
（梅津 昭彦）

民事訴訟法
（吉田 純平）

現代契約法
（橋口 祐介）

環境法
（岩嵜 勝成）

企業法
（吉田 正之）

金融取引法
（田中 幸弘）

中国法
（國谷 知史）

行政学Ⅰ
（田村 秀）

行政学Ⅱ
（馬場 健）

行政学Ⅲ
（南島 和久）

国際人権法
（渡辺 豊）

経済法
（澤田 克己）

税法
（駒宮 史博）

情報法
（鈴木 正朝）

社会保障法
（田中 伸至）

知的財産法
（渡邉 修）

自治体法
（石崎 誠也）

公共政策
（増井 英紀）

教育法・教育政策
（世取山 洋介）

法政社会 国際社会

教育プログラム

分  野

行政ネットワーク 国際社会法制ネットワーク

8



現代教育文化

教育行政研究
（雲尾 周）

教育測定研究
（杉澤 武俊）

比較教育研究
（世取山 洋介）

キャリア教育研究
（松井 賢二）

生涯学習研究
（相庭 和彦）

特別支援教育研究
（長澤 正樹）

障害児者支援研究
（有川 宏幸）

社会科教育方法研究
（宮薗 衛）

民俗音楽文化研究
（伊野 義博）

音楽実践研究
（森下 修次）

音楽創作研究
（清水 研作）

音楽表現研究
（田中 幸治）

美術表現研究
（佐藤 哲夫）

美術教育研究
（柳沼 宏寿）

彫刻芸術研究
（郷 晃）

家庭科教育方法研究
（高木 幸子）

教育哲学研究
（福田 学）

社会科教育内容研究
（未定）

数学教育基礎研究
（未定）

数学教育内容研究
（垣水 修）

数学教育教材研究
（未定）

英語教育評価研究
（松澤 伸二）

英語教育読解指導研究
（加藤 茂夫）

読書教育研究
（足立 幸子）

音楽文化研究
（横坂 康彦）

教育社会学研究
（古田 和久）

教育文化史研究
（木村 政伸）

教授学習研究
（一柳 智紀）

社会科教育史研究
（釜本 健司）

社会地理学研究
（前田 洋介）

言語教育研究
（足立 祐子）

音楽演奏表現研究
（鈴木 賢太）
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　人間形成研究専攻は、家庭・学校・社会等における人間形成に関する課題を、生活環境・文化・教育の観点から分
析・解決する能力を涵養し、人間形成についての高度な専門的知識と課題解決能力を有する高度専門職業人及び研究
者を育成します。

博士後期課程
【 人間形成研究専攻 】

取得できる学位 博士（学術）、博士（文学）、博士（教育学）

博士後期課程専攻紹介

人間形成文化

分  野

知覚情報研究
（新美 亮輔）

行動形成研究
（鈴木 光太郎）

応用倫理研究
（未定）

性格形成研究
（福島 治）

認知行動研究
（白井 述）

現代社会研究
（松井 克浩）

認識哲学研究
（阿部 ふく子）

比較思想形成研究
（宮﨑 裕助）

家族力動論研究
（横山 知行）

行動変容研究
（神村 栄一）

対人援助研究
（小堀 彩子）

健康行動研究
（天野 達郎）

運動機能研究
（牛山 幸彦）

身体教育研究
（篠田 邦彦）

身体発達研究
（八坂 剛史）

宗教思想研究
（青柳 かおる）

科学思想研究
（井山 弘幸）

文化人類学研究
（中村 潔）

情報文化研究
（原田 健一）

情報メディア研究
（未定）

メディア社会文化研究
（古賀 豊）

認知発達研究
（未定）

認知形成研究
（中島 伸子）

社会情報システム研究
（中村 隆志）

ジェンダー研究
（杉原 名穂子）

社会ネットワーク研究
（渡邊 登）

衣環境評価研究
（杉村 桃子）

衣環境材料研究
（中村 和吉）

住環境研究
（飯野 由香利）

生活経営研究
（未定）

食環境研究
（山口 智子）

水中運動研究
（大庭 昌昭）

身体運動研究
（未定）

体育思想研究
（小林 日出至郎）

健康支援科学研究
（笠巻 純一）

健康運動研究
（村山 敏夫）

基礎倫理研究
（古田 徹也）

健康教育研究
（笠井 直美）

認知思想研究
（太田 紘史）
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国際共生文化

西洋文化思想研究
（未定）

欧米言語文化研究
（土橋 善仁）

アメリカ社会思想研究
（高橋 康浩）

ドイツ社会思想研究
（桑原 聡）

フランス社会思想研究
（未定）

フランス思想史研究
（逸見 龍生）

比較文学研究
（猪俣 賢司）

フランス言語文化研究
（石野 好一）

フランス文芸文化研究
（津森 圭一）

ドイツ社会文化研究
（吉田 治代）

ロシア文化研究
（鈴木 正美）

表象文化研究
（番場 俊）

映像文化研究
（石田 美紀）

機能言語学研究
（江畑 冬生）

ヨーロッパ美術文化研究
（細田 あや子）

地中海文化史研究
（高橋 秀樹）

比較思想研究
（三浦 淳）

西欧社会文化研究
（石橋 悠人）

比較文法研究
（秋 孝道）

イギリス文芸文化研究
（市橋 孝道）

英米メディア文化研究
（辻 照彦）

身体表現研究
（未定）

ヨーロッパ歴史社会研究
（小林 繁子）

言語運用研究
（成田 圭市）

アメリカ近代小説研究
（岡村 仁一）

日英語比較統語論研究
（本間 伸輔）

応用言語学研究
（大竹 芳夫）

近現代芸術研究
（甲斐 義明）

語用論研究
（山田 陽子）

英語圏文化研究
（Hadley, Gregory Stuart）

映像思想研究
（キム・ジュニアン）

西洋古典文化芸術史研究
（田中 咲子）

13

　共生文化研究専攻は、世界の諸地域の言語・歴史・文化に関する課題を、相互理解と相互発展という共生の観点か
ら、多角的・総合的に分析・解決する能力を涵養し、日本、アジア、欧米等の言語・歴史・文化についての高度な専
門的知識と課題解決能力を有する高度専門職業人及び研究者を育成します。

博士後期課程
【 共生文化研究専攻 】

取得できる学位 博士（学術）、博士（文学）

地域共生文化

分  野

環日本海地域関係研究
（中村 元）

日本国家形成研究
（中林 隆之）

東アジア文化圏研究
（村上 正和）

地域社会形成研究
（矢田 俊文）

環東アジア地域関係研究
（未定）

ユーラシア文化形成研究
（白石 典之）

歴史環境形成研究
（堀 健彦）

朝鮮社会構造研究
（山内 民博）

アジア近代社会研究
（広川 佐保）

アジア地域社会研究
（佐藤 康行）

中国文芸文化研究
（矢田 尚子）

日本芸能文化研究
（中本 真人）

日本古典文芸文化研究
（山本 啓介）

日本近代言語文化研究
（三ツ井 正孝）

日本近代文芸文化研究
（未定）

近代朝鮮文学研究
（藤石 貴代）

環日本海民俗研究
（加賀谷 真梨）

日本文化形成研究
（高橋 早苗）

中国語言語表現研究
（干野 真一）

日本民俗研究
（飯島 康夫）

日本伝統文芸文化研究
（廣部 俊也）

日本原始社会研究
（橋本 博文）

日本近世社会研究
（原 直史）

日本北方文化研究
（麓 慎一）

物語論研究
（堀 竜一）

書道文化研究
（岡村 浩）

中国古典文学研究
（角谷 聰）

中国文化研究
（土屋 太祐）

中国語文化研究
（朱 継征）

日本中世言語文化研究
（鈴木 恵）

現代日本語動態研究
（岡田 祥平）

日本古代言語文化研究
（磯貝 淳一）

現代日本語文法研究
（池田 英喜）

中国歴史言語文化研究
（藤田 益子）

近代日中関係史研究
（柴田 幹夫）

中国政治文化史研究
（冨田 健之）
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国際共生社会

比較労使関係研究
（木南 直之）

比較政治制度研究
（兵藤 守男）

家族法制研究
（田巻 帝子）

市民社会基本法研究
（大島 梨沙）

契約法研究
（石畝 剛士）

国際経済法研究
（澤田 克己）

経済政策研究
（厳 成男）

金融論研究
（未定）

アメリカ経済研究
（大森 拓磨）

国際経済研究
（内藤 雅一）

分析的会計研究
（加井 久雄）

EU経済研究
（藤田 憲）

応用ミクロ経済学研究
（濱田 弘潤）

国際税制研究
（駒宮 史博）

知的財産法研究
（渡邉 修）

開発政治経済研究
（未定）

開発途上国経済研究
（石川 耕三）

北米憲法研究
（栗田 佳泰）

管理会計研究
（李 健泳）

租税理論研究
（藤巻 一男）

ロシア経済研究
（道上 真有）

比較経済システム研究
（未定）

産業組織論研究
（芹澤 伸子）

経営情報研究
（大串 葉子）

環境経済研究
（藤堂 史明）

会計情報研究
（神納 樹史）

比較組織文化研究
（咲川 孝）

政治思想研究
（向山 恭一）

国際政治史研究
（神田 豊隆）

国際人権研究
（渡辺 豊）

現代憲法理論研究
（土屋 武）

日本政治外交史研究
（稲吉 晃）

国際関係論研究
（張 雲）

西洋経済史研究
（左近 幸村）
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　共生社会研究専攻は、国際社会や地域社会における法・政治・経済等のシステム及び制度に関する課題を、相互理
解と相互発展という共生の観点から、多角的・総合的に分析・解決する能力を涵養し、法学、経済学の高度な専門的
知識と課題解決能力を有する高度専門職業人及び研究者を育成します。

博士後期課程
【 共生社会研究専攻 】

取得できる学位 博士（学術）、博士（法学）、博士（経済学）

地域共生社会

分  野

比較市場システム研究
（未定）

比較経済思想史研究
（武藤 秀太郎）

ニュー・パブリックマネジメント研究
（鷲見 英司）

公共経済学研究
（中東 雅樹）

中国経済研究
（溝口 由己）

NPO論研究
（澤村 明）

競争戦略研究
（未定）

現代財政研究
（根岸 睦人）

経営管理研究
（岩清水 洋）

中国法文化研究
（國谷 知史）

現代中国法研究
（未定）

中国政治社会研究
（真水 康樹）

現代中国政治研究
（未定）

自治体制度研究
（田村 秀）

現代行政研究
（馬場 健）

行政理論研究
（南島 和久）

マーケティング研究
（長尾 雅信）

経営戦略研究
（未定）

ファイナンス研究
（未定）

人的資源管理研究
（平松 庸一）

マーケティング戦略研究
（未定）

ゲーム理論研究
（高宮 浩司）

教育経済研究
（北條 雅一）

計量経済研究
（未定）

情報化社会制御研究
（鈴木 正朝）

憲法研究
（上村 都）

刑法研究
（田寺 さおり）

財政法研究
（今本 啓介）

刑事訴訟法研究
（稲田 隆司）

商事法研究
（梅津 昭彦）

地域社会研究
（内田 健）

地場産業研究
（未定）

災害地理研究
（小野 映介）

司法制度研究
（未定）

上級ミクロ経済学研究
（山崎 剛志）

上級マクロ経済学研究
（長谷川 雪子）

医療制度研究
（田中 伸至）

組織行動論研究
（岸 保行）

経営組織研究
（木全 晃）

社会保障政策研究
（増井 英紀）

成年後見法研究
（上山 泰）
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選抜方法
入学者選抜方法の概要は以下のとおりです。

一般入試

「修士論文」を提出した者については、書面審査、筆記試験及び口述試験で
選抜します。
●書面審査は、「修士論文」について審査します。
●筆記試験は、外国語科目１科目を課します。
●口述試験は、「修士論文」及び出願書類を主な資料とします。

「修士論文」を提出できない者については、筆記試験及び口述試験で選抜します。
●�筆記試験は、専門科目（志望する専攻分野に関する１科目）及び外国語
科目１科目を課します。

●口述試験は、受験した専門科目及び出願書類を主な資料とします。

社会人特別入試
及び

外国人留学生
特別入試

「修士論文」を提出した者については、書面審査及び口述試験で選抜します。
●書面審査は、「修士論文」について審査します。
●口述試験は、「修士論文」及び出願書類を主な資料とします。

「修士論文」を提出できない者については、筆記試験及び口述試験で選抜します。
●筆記試験は、専門科目（志望する専攻分野に関する１科目）を課します。
●口述試験は、受験した専門科目及び出願書類を主な資料とします。

いずれの場合も、入学後の教育研究に必要とする外国語能力（外国人留学
生にあっては日本語能力）について審査することがあります。

進学者選考
新潟大学大学院修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程を修了見込み
の者は、進学者選考により選考されます。詳細は「進学者選考要項」によ
り通知しますので、大学院学務係へお問い合わせください。

入学定員
専攻名 入学定員

人間形成研究専攻 6人

共生文化研究専攻 7人

共生社会研究専攻 7人

計 20人

平成29年度入試予定
入学時期 入試予定日 募集要項配布時期

９月入試 平成29年４月 平成28年９月16日（金） 平成28年７月上旬

２月入試 平成29年４月　平成29年10月
※選択して受験 平成29年２月中旬 平成28年12月上旬

７月入試 平成29年10月 平成29年７月上旬 平成29年５月中旬
※変更する可能性がありますので、詳細は現代社会文化研究科HPで必ずご確認ください。
※２月入試までの合格状況を考慮して、２次募集（３月中旬実施）を行うことがあります。

博士後期課程
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入学試験について
　現代社会文化研究科の学生募集は、一般入試、社会人特別入試、外国人留学生特別入試の３区分に分
けて行います。詳細は「学生募集要項」をご確認ください。（入学試験に関する問い合わせ先：人文社
会科学系大学院学務係　025-262-6166・6826）

選抜方法
入学者選抜方法の概要は以下のとおりです。

一般入試

筆記試験及び口述試験で選抜します。
●筆記試験は、外国語科目及び専門科目１科目、又は専門科目２科目とします。
●筆記試験（外国語科目、専門科目）の問題は「分野」ごとに出題されます。
●口述試験は、出願書類を主な資料とします。

社会人特別入試
筆記試験及び口述試験で選抜します。
●�筆記試験は小論文です。小論文は「研究計画書」を参考にして出題されます。
●口述試験は、出願書類を主な資料とします。

外国人留学生
特別入試

筆記試験及び口述試験で選抜します。
●筆記試験（専門科目１科目）の問題は「分野」ごとに出題されます。
●口述試験は、出願書類を主な資料とします。

※�社会文化専攻国際日本文化分野については、主に外国人留学生を対象に、入学者選抜を別途行います。同分野の入学希
望者は、「学生募集要項」請求の際に、その旨お申し出ください。（10月入学者対象）
※�経済経営専攻経営会計分野については、筆記試験を免除される場合があります。「学生募集要項」に示した条件をご覧
ください。

入学定員
専攻名 入学定員

現代文化専攻 10人

社会文化専攻 20人

法政社会専攻 10人

経済経営専攻 20人

計 60人

博士前期課程
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　現代社会文化研究科の博士後期課程に進学して、2年が経ちまし
た。ロシア語やロシア文化の魅力を多くの人に伝えたくて、博士
後期課程まで進んで研究者になることを目指しました。
　その博士後期課程では、完全に専門分野に特化して学んでいき
ます。自ら問いを設定し深めていくその過程の厳しさは、学部、
博士前期課程とも異なってきます。少人数制の指導で文献を読み
込み、報告し、ディスカッションしていく中で、まさに自分自身で、
論文作成の糧を手にしていかなければなりません。
　しかし、博士論文の執筆は、とうてい成し遂げられないような
厳しいものでもありません。少人数制の文献講読の他に、指導教
員をはじめとする多くの先生や院生仲間が参加して行われる総合
演習や特定研究という研究会があります。そこで発表を重ねてい
くことを通じて、論文作成へ向け多くのアドバイスをもらうこと
ができます。もし、「研究は自分だけで行うもの」という先入観
をもっていたら、捨ててください。他の方からのアドバイスは、
時には厳しいものもありますが、それらは必ず、自分の論文に生
きていきます。自分の理想を追い求めているうちに、だんだんと
研究そのものの魅力に惹かれていくでしょう。
　このように博士後期課程では、指導教員や多くの先生方、院生
仲間からサポートをしてもらいながら、自らの研究を深めていく
ことができます。主体的に研究を進めていけば必ず、道は開けて
きます。仲間と一緒に切磋琢磨して研究に励んでいく魅力を、ぜ
ひ、味わってほしいと思います。

博士後期課程
共生文化研究専攻
国際共生文化分野
２年次生

羽田　幸恵�さん

研究室が用意されており、数名の学生が同じ
部屋を利用しています。整った環境の中で研
究をすることで計画的に勉学に励んでいま
す。

指導教員だけでなく院生同士でお互いに意見を
言い合ったり、アドバイスを受けたりしていま
す。大学院現代社会文化研究科には留学生や社
会人学生など様々な学生が在籍しています。

院生同士で、研究の進捗状況を報告すること
により、さらに研究を深めていきます。仲間
と一緒に切磋琢磨し、研究に取り組む魅力を
ぜひ知っていただきたいです。

院生のキャンパスライフ　〜羽田さんの博士後期課程２年次１学期〜
月 火 水 木 金

 6：00　 起床 起床 起床 起床 起床
 7：00　
 8：00　
 9：00　 大学で自習 大学で自習 大学で自習 大学で自習
10：00　 授業
11：00　
12：00　
13：00　
14：00　
15：00　
16：00　
17：00　
18：00　 授業
19：00　 帰宅 帰宅 帰宅 帰宅
20：00　
21：00　
22：00　
23：00　
24：00〜 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝
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キャンパス
ライフ

〜在学生か
らのメッセ

ージ〜

現代社会文化研究科に在学中の学生の様子をご紹介

博士前期課程
経済経営専攻
経営会計分野
２年次生

玉木　直哉�さん

　現在、私は租税法という分野について学んでおり、裁判例など
を用いて様々な税法を研究しています。
　そもそも私は専門学校から大学院進学を決意いたしました。税
理士の資格勉強を進めていく上で、税法をより専門的に学びたい、
研究したいと思ったからです。大学院といっても、日本全国にた
くさんあります。有名大学の大学院はとても魅力的に映るのでは
ないでしょうか。しかし、大学院に進学するにあたり一番重要な
のは、「環境」だと私は思います。現代社会文化研究科には、様々
な専門分野の研究者がおり、2年間で租税法を体系的に学ぶことの
できるカリキュラムが充実しています。また、講義が少人数制で
あるため先生との距離も近いという魅力もあります。さらには、
社会人や留学生も在籍しており、幅広いコミュニティの中で勉強
できます。
　今、大学院を検討されているみなさん、きっとどこの大学院に
進学すればよいか迷っているのではないかと思います。私自身、
専門学校からの進学という不安もあり非常に悩みました。最終的
に、決意できたのは勉強しやすい「環境」でした。一度、新潟大
学のホームページ研究者総覧を見てください。非常に多くの専門
分野の先生方が在職していることがわかると思います。大学院に
進学し、同じ志を持つ仲間と切磋琢磨する日々はとても楽しいで
すよ。ぜひ、新潟大学現代社会文化研究科で充実した学生生活を
送ってください。

研究室では、研究についてアドバイスをもらっ
たりできます。いい気分転換にもなります。

院生同士で勉強のアドバイスをしあうことで、
効率的に研究を進めていくことができます。

授業は少人数だから先生との距離がとても近
くて理解が深まります。専門的なことを学ぶ
環境が整っています。

院生のキャンパスライフ　〜玉木さんの博士前期課程２年次１学期〜
月 火 水 木 金

 6：00　
 7：00　 起床 起床 起床 起床 起床
 8：00　 自主学習 自主学習 自主学習 スポーツ 自主学習
 9：00　
10：00　
11：00　
12：00　 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食
13：00　 TA業務 授業準備 TA業務 修論研究 修論研究
14：00　 （３限） 授業 （３限）
15：00　 自主学習 （4限） 自主学習
16：00　 自主学習
17：00　
18：00　
19：00　
20：00　
21：00　
22：00　 帰宅 帰宅 帰宅 帰宅 帰宅
23：00　
24：00〜
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現代社会文化研究科修了生の研究業績の一例

修了生の声

殷　志強
地域社会形成論専攻（2012年３月修了）
　※改組前の専攻
現職：首都師範大学歴史学院　講師

　9年前、日本への憧れや青春の理想を抱いて新潟にやって来て、約5年間にわ
たる生活を始めた。そして芳井研一先生を始めとする諸先生のご指導で博士の
学位を取得し、現在は日中関係に関する教育や研究に従事している。
　留学生活では、やはり諸先生から受けたご指導が最も忘れがたい。先生方は
如何に考え、如何に分析するか、つまり、純粋に学問を求める道や、「自由な思
想、独立した人格」の真の意味が分かるようにご指導くださった。このことは
私にとって生涯を通じて見倣い、実践すべき目標である。また思い出すのは、
お世話になった日本の友人たちの姿である。彼らを通じて、日本の社会や日本
人の考えを深く知ることができた。このような草の根交流が中日友好につなが
ると信じている。さらに、新潟での楽しい生活も忘れがたい。海風に吹かれて眺めた日本海の夕日、地酒を飲み
ながら満喫した海の幸、そして雪が舞う中で入った暖かい温泉、すべてが記憶の奥の宝物になっている。
　ですから皆さん、学問に専念すると同時に友人と交流し、新潟の美食・美酒や温泉を堪能し、有意義な学生生
活を過ごせるよう心から祈っています。
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現代社会
文化研究科棟
現代社会
文化研究科棟

人文社会科学系棟
法学部・経済学部
人文社会科学系棟
法学部・経済学部

馬場馬場

大学の森大学の森

第１野球場第１野球場

第２野球場
ラグビー場
第２野球場
ラグビー場

グラウンド
サッカー

ラグビー場

グラウンド
サッカー

ラグビー場陸上競技場陸上競技場

テニスコートテニスコート
六花寮六花寮

五十嵐寮五十嵐寮

工学部工学部

第１
体育館
第１

体育館

第２・３
体育館
第２・３
体育館

大学会館・
第３学生食堂
大学会館・
第３学生食堂

情報基盤
センター
情報基盤
センター

農学部農学部

人文社会科学系
大学院学務係
人文社会科学系
大学院学務係

保健管理センター保健管理センター

附属図書館附属図書館

第１学生食堂第１学生食堂 LAWSON,
NIIGATA UNIVERSITY
LAWSON,
NIIGATA UNIVERSITY

厚生センター厚生センター

第２学生食堂第２学生食堂

総合教育研究棟
人文学部
総合教育研究棟
人文学部

教育学部棟
教育学部
教育学部棟
教育学部

国際センター
キャリアセンター
国際センター
キャリアセンター

理学部理学部

テニスコートテニスコート

五十嵐の森
キャンプ場
五十嵐の森
キャンプ場五十嵐キャンパス

全体図
五十嵐キャンパス
全体図

現代社会文化研究科棟人文社会科学系棟
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GRADUATE SCHOOL OF MODERN SOCIETY AND CULTURE
NIIGATA UNIVERSITY
8050,Ikarashi 2-no-cho Nishiku, Niigata City 950-2181, Japan

お問い合わせ
　人文社会科学系大学院学務係（人文社会科学系棟D棟１階）
　TEL：025‒262‒6826・6166
　FAX：025‒262‒7457
　E-mail：jimugen@cc.niigata-u.ac.jp
　Web page URL：http：//www.gens.niigata-u.ac.jp

新 潟 大 学 大 学 院
現代社会文化研究科

新潟バイパス

JR バス（新潟交通バス） タクシー

越後線

JR新潟駅

　　    ↓（20分）
新潟大学前駅下車
徒歩15分

新潟大学行き

JR新潟駅
（万代口駅前バスターミナル）

　　    ↓（45分）
新潟大学正門前下車

徒歩１分

JR新潟駅

　　    ↓（30分）
五十嵐地区

※JR新潟駅から新潟大学までの交通案内


