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• 本学科では
政治に関する学問（政治学）を行います。
学問とは

１）研究成果の積み上げが十分にあり（歴史性）、

２）分析やフィールドリサーチの手法が確立され（方法性）、

３）大学教育において科目群を構成できるほど
幅広い分野を持ち（包括性）、

４）一国だけではなく、他国にも存在する（国際性）。

政治に関する問いの設定とその問いの分析と評価
（単なる事実描写ではない）が、当該政治学分野において
いかなる貢献を果たすことができるのか、を
常に考慮することが学問としての成立条件です。
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政治学を行うため高校の勉強から卒業しよう

５Ｗ１Ｈは不要？

• １Ｗ１Ｈの重要性：政治にかんして、なぜ（why）、どのように（how）
といった問いを解くことが重要。

• 誰が（who）、いつ（when）、どこで（where）、何（what）をしたという

「事実」は、覚える必要はなく（図書館やインターネットで調べてく
ださい）、これらを使って、上のHow/whyの問いを答えるという目
的に対する手段。

• 例）なぜ日中関係はこの3年で改善したのか？最重要な要因を因

果関係の明確化によって抽出。例えばトランプ政権の対中政策と
いう国際構造要因か、または日中両国の国内政治要因なのか、
を結論づけるため、４Ｗ（統計数字も含む）を活用。
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本学科ではどのように政治学をおこなうのか？

１類（入門科目） １年春 政治学を学ぶための導入（政治学入門）
国際関係入門・日本政治入門・政治思想入門

２類（基礎科目） １年秋～２年春 政治学の「基礎」を学ぶ
国際関係史・現代民主主義論・
近代の政治思想 など

１類＋２類で２０単位以上（通常は1科目2単位）

３類（発展科目 ） ２年秋以降 専攻したいコースを選択肢１４単位以上
かつ、他のコースから各４単位以上

Ａ群 国際関係コース 日本アジア関係論、国際機構論 など
Ｂ群 現代政治コース 比較政治、利益集団論 など
Ｃ群 歴史・思想コース 現代日本政治史、近代法思想の展開 など
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同志社政治学科一年生に一教員（寺田）が望むこと

１．Time flies!
4年間はあっという間。次のステップのための準備を始めてください。
4年後に社会人として何をしたいのか、そのためにはどうすればいいのか。

２．The world is big and different!
一度は世界に出てみてください。
他国の政治制度や歴史を体感し、日本を客観的に見つめるなど自身の視野を広げてください。
大学・学科の留学制度の活用を！

３．Have a fun!
学問を楽しんでください。高校との違いは、暗記のための勉強ではなく、学問を行う点。
そのため、その分野の専門家である教員が4年間おつきあいします。
2年生後期から始まる演習（ゼミ）に参加し、教員と楽しい学問の時間を過ごしてください。
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教員が1年生に薦めるこの1冊

• 政治史・政治思想史（村田陽先生より）

宇野重規『西洋政治思想史』（有斐閣、2013年）

「政治学の起源である古代ギリシアから20世紀までの西洋政治思想史を網羅的に学ぶことができる。
政治学の基本的概念に触れ、多角的に政治の歴史や思想を考え直すヒントを与えてくれる」。

• 現代日本政治･政治過程論（飯田健先生より）

上神貴佳・三浦まり編
『日本政治の第一歩：主権者視点で日本政治を読み解く』 （有斐閣、2018年）

「現代日本政治を題材に、政治参加、議院内閣制、官僚、メディア、地方自治など、
民主制を理解する上で必要なトピックがわかりやすく概説。事実の説明だけでなく、
それを読み解くための政治学理論の説明も充実している」。

• 国際関係論（寺田貴より）

Jackson, Sørensen & Møller, Introduction to International Relations: 
Theories and Approaches (OUP, 2019)

「改定を7回、世界中の大学で使われる国際関係論教科書の決定版。概念や理論の説明が充実し、
図や写真も豊富。改定毎に新たな国際事象の解説を入れるなど、学ぶ立場にこだわっている。
Amazonで中身が見れる」。
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