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Ꮫᖺ㛤ጞ 㻌㻠᭶㻝᪥䠄ᅵ䠅 㻠᭶㻝᪥䠄ᅵ䠅

Ꮨఇᴗ 㻌㻠᭶㻝᪥䠄ᅵ䠅㻌䡚㻌㻠᭶㻠᪥䠄ⅆ䠅 㻠᭶㻝᪥䠄ᅵ䠅㻌䡚㻌㻠᭶㻝㻜᪥䠄᭶䠅

ධᏛᘧ 㻌㻠᭶㻡᪥䠄Ỉ䠅 㻠᭶㻤᪥䠄ᅵ䠅

᪂ධ⏕䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁 㻌㻠᭶㻡᪥䠄Ỉ䠅㻌䡚㻌㻠᭶㻣᪥䠄㔠䠅 㻠᭶㻤᪥䠄ᅵ䠅

䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁ணഛ᪥ 㻌㻠᭶㻝㻜᪥䠄᭶䠅㻌䡚㻌㻠᭶㻝㻞᪥䠄Ỉ䠅

Ꮫᮇᤵᴗ㛤ጞ 㻌㻠᭶㻝㻟᪥䠄ᮌ䠅 㻠᭶㻝㻝᪥䠄ⅆ䠅

Ꮨ䝇䝫䞊䝒䞉䝕䞊 㻌㻡᭶㻝㻟᪥䠄ᅵ䠅㻌䡚㻌㻡᭶㻝㻠᪥䠄᪥䠅䚷䚷䠄ணᐃ䠅

㻭䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂 㻌㻡᭶㻞㻟᪥䠄ⅆ䠅

㻭㻮䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂 㻌㻢᭶㻞㻤᪥䠄Ỉ䠅㻌䡚㻌㻣᭶㻠᪥䠄ⅆ䠅

㻭㻮㻯䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂 㻌㻤᭶㻟᪥䠄ᮌ䠅㻌䡚㻌㻤᭶㻥᪥䠄Ỉ䠅 㻣᭶㻞㻡᪥䠄ⅆ䠅䚸㻤᭶㻞᪥䠄Ỉ䠅䡚㻤᭶㻡᪥䠄ᅵ䠅

Ꮫᮇᤵᴗ⤊ 㻌㻤᭶㻥᪥䠄Ỉ䠅 㻣᭶㻞㻥᪥䠄ᅵ䠅

ᮇᮎヨ㦂ணഛ᪥ 㻌㻤᭶㻝㻜᪥䠄ᮌ䠅 㻤᭶㻝᪥䠄ⅆ䠅䚸㻤᭶㻥᪥䠄Ỉ䠅䚸㻤᭶㻝㻜᪥䠄ᮌ䠅
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⟃Ἴ䡳䡨䢙䢆䢛䡹㟁ẼタഛⅬ᳨䠄Ꮫ㟁䠅 㻝㻜᭶ୗ᪪䠄ணᐃ䠅

Ꮫᅬ⚍ 㻝㻝᭶㻟᪥䠄㔠䠅㻌䡚㻌㻝㻝᭶㻡᪥䠄᪥䠅䚷䚷䠄ணᐃ䠅

⛅㻭䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂 㻝㻝᭶㻥᪥䠄ᮌ䠅

⛅Ꮨ䝇䝫䞊䝒䞉䝕䞊 㻝㻝᭶㻝㻤᪥䠄ᅵ䠅㻌䡚㻌㻝㻝᭶㻝㻥᪥䠄᪥䠅㻌䠄ணᐃ䠅

⛅㻭㻮䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂 㻝㻞᭶㻞㻝᪥䠄ᮌ䠅㻌䡚㻌㻝㻞᭶㻞㻣᪥䠄Ỉ䠅

Ꮨఇᴗ 㻝㻞᭶㻞㻤᪥䠄ᮌ䠅㻌䡚㻌㻌㻝᭶㻠᪥䠄ᮌ䠅 㻝㻞᭶㻞㻠᪥䠄᪥䠅㻌䡚㻌㻝᭶㻡᪥䠄㔠䠅
䚷
⛅㻭㻮㻯䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂 㻌㻞᭶㻣᪥䠄Ỉ䠅䡚㻞᭶㻝㻠᪥䠄Ỉ䠅

㻝᭶㻟㻜᪥䠄ⅆ䠅䚸㻝᭶㻟㻝᪥䠄Ỉ䠅䚸㻞᭶㻟᪥䠄ᅵ䠅
㻞᭶㻤᪥䠄ᮌ䠅䚸㻌㻞᭶㻥᪥䠄㔠䠅

⛅㻯䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂 㻌㻞᭶㻝㻡᪥䠄ᮌ䠅䡚㻞᭶㻝㻢᪥䠄㔠䠅

⛅Ꮫᮇᤵᴗ⤊ 㻌㻞᭶㻝㻠᪥䠄Ỉ䠅 㻞᭶㻞᪥䠄㔠䠅

ᮇᮎヨ㦂ணഛ᪥ 㻌㻞᭶㻝㻡᪥䠄ᮌ䠅䡚㻞᭶㻝㻢᪥䠄㔠䠅 㻞᭶㻢᪥䠄ⅆ䠅䡚㻞᭶㻣᪥䠄Ỉ䠅

Ꮨఇᴗ 㻌㻞᭶㻝㻣᪥䠄ᅵ䠅㻌䡚㻌㻌㻟᭶㻟㻝᪥䠄᪥䠅 㻞᭶㻝㻜᪥䠄ᅵ䠅㻌䡚㻌㻌㻟᭶㻟㻝᪥䠄᪥䠅

༞ᴗᘧ㻛Ꮫ㝔Ꮫグᤵᘧ 㻌㻟᭶㻞㻡᪥䠄᭶䠅 㻟᭶㻟㻜᪥䠄ᅵ䠅

Ꮫᖺ⤊ 㻌㻟᭶㻟㻝᪥䠄᪥䠅 㻟᭶㻟㻝᪥䠄᪥䠅

㻝 Ꮫᅬ⚍䛾ᐇ䛻క䛔䚸㻝㻝᭶㻢᪥䠄᭶䠅䛿⮫ఇㅮ䛸䛩䜛䚹䠄ᮾி䜻䝱䞁䝟䝇䜢㝖䛟䠅

㻞 ᤵᴗ᪥ᩘ☜ಖ䛾䛯䜑䚸㻝㻜᭶㻥᪥䠄᭶䠅䛾⚃᪥䛻䛿ᤵᴗ䜢ᐇ䛩䜛䚹䠄ᮾி䜻䝱䞁䝟䝇䜢㝖䛟䠅

㻟 ᤵᴗ᪥ᩘ☜ಖ䛾䛯䜑䚸ୗグ䛾䛸䛚䜚᭙᪥䜢᭰䛘䛶ᤵᴗ䜢ᐇ䛩䜛䚹䠄ᮾி䜻䝱䞁䝟䝇䜢㝖䛟䠅

㻡᭶㻝᪥䠄᭶䠅䛿Ỉ᭙᪥䛾ᤵᴗ䜢ᐇ䛩䜛䚹

㻣᭶㻝㻥᪥䠄Ỉ䠅䛿᭶᭙᪥䛾ᤵᴗ䜢ᐇ䛩䜛䚹

㻝㻝᭶㻝᪥䠄Ỉ㻕䛿㔠᭙᪥䛾ᤵᴗ䚸㻝㻝᭶㻣᪥䠄ⅆ䠅䛿᭶᭙᪥䛾ᤵᴗ䚸㻝㻝᭶㻞㻠᪥䠄㔠䠅䛿ᮌ᭙᪥䛾ᤵᴗ䚸㻝㻝᭶㻞㻣᪥䠄᭶䠅䛿ᮌ᭙᪥䛾ᤵᴗ䜢ᐇ䛩䜛䚹

㻝᭶㻝㻢᪥䠄ⅆ䠅䛿᭶᭙᪥䛾ᤵᴗ䜢ᐇ䛩䜛䚹

㻞᭶㻝㻠᪥䠄Ỉ䠅䛿᭶᭙᪥䛾ᤵᴗ䜢ᐇ䛩䜛䚹

4

㻡 ᏛධᏛඹ㏻䝔䝇䝖䛾ᐇ䛻క䛔䚸㻝᭶㻝㻞᪥䠄㔠䠅ཬ䜃㻝᭶㻝㻡᪥䠄᭶䠅䛿᪥⮫ఇᴗ䛸䛩䜛䚹䠄ᮾி䜻䝱䞁䝟䝇䜢㝖䛟䠅

6 ་Ꮫ㢮䛻ಀ䜛༞ᴗ᪥䛿௧㻢ᖺ㻟᭶㻤᪥䛸䛧䚸༞ᴗᘧ䛿ୖグ᪥⛬䛻ᚑ䛔ᐇ䛩䜛䚹

㻣 ἲ⛉Ꮫ㝔䛻ಀ䜛ಟ᪥䛿௧㻢ᖺ㻟᭶㻝㻡᪥䛸䛧䚸Ꮫグᤵᘧ䛿ୖグ᪥⛬䛻ᚑ䛔ᐇ䛩䜛䚹

䈜

⛅Ꮫᮇ䠄㻝㻜᭶㻝᪥䡚㻟᭶㻟㻝᪥䠅

䠄ഛ㻌㻌⪃䠅

Ꮫᮇ䠄Ꮫᮇ䛾༊ศ䠅䛿䚸Ꮫᮇ䛸⛅Ꮫᮇ䛾㻞Ꮫᮇ䛸䛧䚸㻡㐌༢䛾㻢䛴䠄㻭䠈㻮䠈㻯䠈⛅㻭䠈⛅㻮䠈⛅㻯䠅䛾䝰䝆䝳䞊䝹䛷ᵓᡂ䛩䜛䚹

௧䠑ᖺᗘᏛᖺᬺ

䚷㡯 ⟃Ἴ䜻䝱䞁䝟䝇䠄Ꮫ⩌㻛Ꮫ㝔䠅 ᮾி䜻䝱䞁䝟䝇

Ꮫᮇ䠄㻠᭶㻝᪥䡚㻥᭶㻟㻜᪥䠅

᥎⸀ධヨ䛾ᐇ䛻క䛔䚸㻝㻝᭶㻞㻤᪥䠄ⅆ䠅䡚㻝㻝᭶㻟㻜᪥䠄ᮌ䠅䛿᪥⮫ఇᴗ䛸䛩䜛䚹䛯䛰䛧㻞㻤᪥䛿Ꮫ⩌㻟ᖺḟ㼀㻻㻱㻵㻯㼹㻵㻼䝔䝇䝖䜢ᐇ䛩䜛䚹
䠄ᮾி䜻䝱䞁䝟䝇䜢㝖䛟䠅
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Ꮫ⩌㻛Ꮫ㝔䠄⟃Ἴ䜻䝱䞁䝟䝇䠅

᭙᪥ ᭙᪥

᭶ ᭶

㻝 㻝 Ꮨఇᴗ㻠㻚㻝㻙㻠㻚㻠 㻝 㻞 㻟 4 㻡 6 㻣 㻝 㻞 㻟 4 㻡 6 㻣

㻞 㻟 4 㻡 6 㻣 㻤 㻞 㻟 4 㻡 6 㻣 㻤 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠

㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝

㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤

㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝

㻟㻜 㻟㻜

㻝 㻞 㻟 4 㻡 6 㻝 㻞 㻟 4 㻡 6 䈜㻝᪥䛿Ỉ᭙ᤵᴗ䜢ᐇ 㻝 㻞 㻟 4 㻝 㻞 㻟 4

㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻡 6 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻡 6 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝

㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤

㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻭䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂㻡㻚㻞㻟 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡

㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜

㻝 㻞 㻟 㻝 㻞 㻟 㻝 㻞 㻝 㻞

4 㻡 6 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 4 㻡 6 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻟 4 㻡 6 㻣 㻤 㻥 㻟 4 㻡 6 㻣 㻤 㻥

㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢

㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟

㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻭㻮䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂㻢㻚㻞㻤㻙㻣㻚㻠 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 Ꮨఇᴗ㻝㻞㻚㻞㻤㻙㻝㻚㻠

㻟㻝 㻟㻝

㻝 㻝 㻝 㻞 㻟 4 㻡 6 㻝 㻞 㻟 4 㻡 6

㻞 㻟 4 㻡 6 㻣 㻤 㻞 㻟 4 㻡 6 㻣 㻤 Ꮫ⩌⦅ධᏛヨ㦂㻣㻚㻤㻙㻣㻚㻥ணᐃ 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 ᏛධᏛඹ㏻䝔䝇䝖㻝㻚㻝㻟㻙㻝㻚㻝㻠

㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 䈜㻝㻢᪥䛿᭶᭙᪥䛾ᤵᴗ䜢ᐇ

㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 䈜㻝㻥᪥䛿᭶᭙ᤵᴗ䜢ᐇ 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣

㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝

㻟㻜 㻟㻝 㻟㻜 㻟㻝

㻝 㻞 㻟 4 㻡 㻝 㻞 㻟 4 㻡 㻝 㻞 㻟 㻝 㻞 㻟

6 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 6 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 4 㻡 6 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 4 㻡 6 㻣 㻤 㻥 㻝㻜

㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣

㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠

㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥

㻝 㻞 㻝 㻞 㻝 㻞 㻝 㻞

㻟 4 㻡 6 㻣 㻤 㻥 㻟 4 㻡 6 㻣 㻤 㻥 㻟 4 㻡 6 㻣 㻤 㻥 㻟 4 㻡 6 㻣 㻤 㻥 ་Ꮫ㢮༞ᴗ᪥㻟㻚㻤

㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠 㻝㻡 㻝㻢 ಶูᏛຊ᳨ᰝ➼ᚋᮇ᪥⛬㻟㻚㻝㻞

㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥 㻞㻜 㻞㻝 㻞㻞 㻞㻟

㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢 㻞㻣 㻞㻤 㻞㻥 㻟㻜 ༞ᴗᘧ㻛Ꮫグᤵᘧ㻟㻚㻞㻡

㛤Ꮫ㻡㻜࿘ᖺグᛕᘧ㻥㻚㻟㻜 㻟㻝 㻟㻝
ᤵᴗ
᪥ᩘ 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡

ᤵᴗ
᪥ᩘ 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻡

㻔ὀ㻕
㻝 䠊䕿ᅖ䜏䛿䚸ᅜẸ䛾⚃᪥䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛻䜘䜛ఇ᪥䠄᭰䛘ఇ᪥ྵ䜐䠅䜢♧䛩䚹 㻡 䠊㻝㻜᭶㻞᪥䠄᭶䠅䛿䚸グᛕ䜲䝧䞁䝖䛾㛵ಀ䛷᪥⮫ఇᴗ䛸䛩䜛䚹
㻞 䠊ᮇᮎヨ㦂᪥䛿 䛷♧䛧䚸ヨ㦂ணഛ᪥䜢 䛷♧䛩䚹 6 䠊㻝㻝᭶㻢᪥䠄᭶䠅䛿䚸Ꮫ⾜䠄Ꮫᅬ⚍䠅䛻䜘䜛⮫ఇㅮ᪥䚹
㻟 䠊ᤵᴗ᪥䛿 䛷♧䛩䚹 㻣 䠊㻝㻝᭶㻞㻤᪥㻔ⅆ㻕䡚㻝㻝᭶㻟㻜᪥䠄ᮌ䠅䛿᥎⸀ධヨ䛾㛵ಀ䛷᪥⮫ఇᴗ䛸䛩䜛䚹
4 䠊ධᏛᘧ䞉᪂ධ⏕䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䞉༞ᴗᘧ䞉Ꮫグᤵᘧ䞉㼀㻻㻱㻵㻯㼹㻌㻵㻼䝔䝇䝖䛿 䛷♧䛩䚹 㻌㻌䛯䛰䛧㻞㻤᪥䛿㻟ᖺḟ㼀㻻㻱㻵㻯㼹㻵㻼䝔䝇䝖䜢ᐇ䛩䜛䚹

㻤 䠊㻝᭶㻝㻞᪥䠄㔠䠅ཬ䜃㻝᭶㻝㻡᪥㻔᭶㻕䛿ᏛධᏛඹ㏻䝔䝇䝖䛾㛵ಀ䛷᪥⮫ఇᴗ䛸䛩䜛䚹

௧㻡ᖺᗘᏛᖺᬺ䜹䝺䞁䝎䞊

䚷Ꮫ䚷ᮇ ⛅䚷Ꮫ䚷ᮇ
䝟䝍䞊䞁䠍䠄㻭䠞㻯䝰䝆䝳䞊䝹䜢ᇶᮏ䠅
䞉㻭䠞㻯䝰䝆䝳䞊䝹㻝㻡㐌ᤵᴗ㻗ᮇᮎヨ㦂
䞉䠝䝰䝆䝳䞊䝹㻌㻌㻌㻌㻌㻡㐌ᤵᴗ㻗ᮇᮎヨ㦂
䞉䠞䠟䝰䝆䝳䞊䝹㻌㻝㻜㐌ᤵᴗ㻗ᮇᮎヨ㦂

䝟䝍䞊䞁䠎䠄㻭㻮䝰䝆䝳䞊䝹䜢ᇶᮏ䠅
䞉㻭㻮䝰䝆䝳䞊䝹㻝㻜㐌ᤵᴗ㻗ᮇᮎヨ㦂
䞉㻯䝰䝆䝳䞊䝹㻌㻌㻌㻌㻡㐌ᤵᴗ㻗ᮇᮎヨ㦂

䝟䝍䞊䞁䠍䠄㻭䠞㻯䝰䝆䝳䞊䝹䜢ᇶᮏ䠅
䞉㻭䠞㻯䝰䝆䝳䞊䝹㻝㻡㐌ᤵᴗ㻗ᮇᮎヨ㦂
䞉䠝䝰䝆䝳䞊䝹㻌㻌㻌㻌㻌㻡㐌ᤵᴗ㻗ᮇᮎヨ㦂
䞉䠞䠟䝰䝆䝳䞊䝹㻌㻝㻜㐌ᤵᴗ㻗ᮇᮎヨ㦂

䝟䝍䞊䞁䠎䠄㻭㻮䝰䝆䝳䞊䝹䜢ᇶᮏ䠅
䞉㻭㻮䝰䝆䝳䞊䝹㻝㻜㐌ᤵᴗ㻗ᮇᮎヨ㦂
䞉㻯䝰䝆䝳䞊䝹㻌㻌㻌㻌㻡㐌ᤵᴗ㻗ᮇᮎヨ㦂

ⅆ Ỉ ᮌᮌ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ Ỉ ᅵ ᪥ᅵ ഛ⪃ ᪥ ᭶ ⅆ 㔠 ᅵ

䚷
⛅㻭㻮䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂
㻝㻞㻚㻞㻝㻙㻝㻞㻚㻞㻣

䠐
᭶

㻝㻜
᭶

ධᏛᘧ㻠㻚㻡
Ꮫ⩌㻝ᖺḟ㼀㻻㻱㻵㻯㼹㻵㻼䝔䝇䝖㻠㻚㻢
᪂ධ⏕䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻠㻚㻡㻙㻠㻚㻣
䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁ணഛ᪥㻠㻚㻝㻜㻙㻠㻚㻝㻞
Ꮫᮇᤵᴗ㛤ጞ㻠㻚㻝㻟

⟃Ἴ䜻䝱䞁䝟䝇㟁ẼタഛⅬ᳨
䠄Ꮫ㟁䠅㻝㻜᭶ୗ᪪䠄ணᐃ䠅

ഛ⪃᭶㔠 ᮌ 㔠

䠑
᭶

㻝㻝
᭶

㻝㻞
᭶

䚷
Ꮨ䝇䝫䞊䝒䞉䝕䞊㻡㻚㻝㻟㻙㻡㻚㻝㻠㻔ணᐃ䠅

䠒
᭶

䠕
᭶

䠏
᭶

䠓
᭶

䠍
᭶

䠔
᭶

㻭㻮㻯䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂㻤㻚㻟㻙㻤㻚㻥
㻯䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂㻤㻚㻝㻜
Ꮫᮇᤵᴗ⤊㻤㻚㻥
ኟᏘఇᴗ㻤㻚㻝㻝㻙㻥㻚㻟㻜 䠎

᭶

⛅㻭㻮㻯䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂㻞㻚㻣㻙㻞㻚㻝㻠㻔㻝㻠
᪥䛿᭶᭙ᤵᴗ䛾ヨ㦂䜢ᐇ㻕
䈜㻝㻠᪥䛿᭶᭙᪥䛾ᤵᴗ䜢ᐇ
⛅㻯䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂㻞㻚㻝㻡㻙㻞㻚㻝㻢
⛅Ꮫᮇᤵᴗ⤊㻞㻚㻝㻠
Ꮨఇᴗ㻞㻚㻝㻣㻙㻟㻚㻟㻝
ಶูᏛຊ᳨ᰝ➼๓ᮇ᪥⛬㻞㻚㻞㻡㻙㻞㻚㻞㻢

༞ᴗᘧ㻛Ꮫグᤵᘧ㻥㻚㻞㻡
⛅ᏛᮇධᏛᘧ㻥㻚㻞㻥

䈜㻝᪥䛿㔠᭙᪥䛾ᤵᴗ䜢ᐇ
Ꮫᅬ⚍㻝㻝㻚㻟㻙㻝㻝㻚㻡䠄ணᐃ䠅
䈜㻣᪥䛿᭶᭙᪥䛾ᤵᴗ䜢ᐇ
⛅㻭䝰䝆䝳䞊䝹ᮇᮎヨ㦂㻝㻝㻚㻥

⛅Ꮨ䝇䝫䞊䝒䞉䝕䞊㻝㻝㻚㻝㻤㻙㻝㻝㻚㻝㻥䠄ணᐃ䠅
䈜㻞㻠᪥䛿ᮌ᭙᪥䛾ᤵᴗ䜢ᐇ
Ꮫ⩌㻟ᖺḟ㼀㻻㻱㻵㻯㼹㻵㻼䝔䝇䝖㻝㻝㻚㻞㻤
᥎⸀ධヨ㻝㻝㻚㻞㻥㻙㻝㻝㻚㻟㻜
䈜㻞㻣᪥䛿ᮌ᭙᪥䛾ᤵᴗ䜢ᐇ

㛤Ꮫグᛕ᪥㻌㻝㻜㻚㻝㻔㛤Ꮫ㻡㻜࿘ᖺグᛕ䜲䝧䞁
䝖㛤ദணᐃ䠅
⛅Ꮫᮇᤵᴗ㛤ጞ㻝㻜㻚㻟
䈜㻥᪥㻔⚃᪥㻕䛿᭶᭙᪥䛾ᤵᴗ䜢ᐇ
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㸯 ᒚಟୖ୍ࡢ⯡ⓗὀព㡯

(1) Ꮫᮇ

ᏛᮇࠊࡣᏛᮇ⛅Ꮫᮇࡢ 2 Ꮫᮇ6ࠊࡋ  ࠋࡍ࡛ࡾ࠾ࡢḟࡣᮇ㛫ࡢᏛᮇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᵓᡂ࡛࣮ࣝࣗࢪࣔࡢࡘ

Ꮫᮇ㸸 4 ᭶ 1 ᪥ 㹼 9 ᭶ 30 ᪥  ⛅Ꮫᮇ㸸 10 ᭶ 1 ᪥ 㹼 3 ᭶ 31 ᪥ 

 Ꮫᮇࡣ Aࠊ Bࠊ C ⛅ࡣᏛᮇ⛅ࠊ࣮ࣝࣗࢪࣔ Aࠊ⛅ Bࠊ⛅ C  ࠋࡍࡲࢀࡉᵓᡂ࡛࣮ࣝࣗࢪࣔ

 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡇ࠺⾜ࢆᤵᴗ࡚࠸࠾➼ఇᴗᮇ㛫ࠊࡣሙྜࡿ࠶ࡀᚲせࡢู≉ୖ⫱ᩍࠊࡓࡲ  

2023 ᖺᗘྛࣔࡢ࣮ࣝࣗࢪᮇ㛫ࠊᤵᴗ㛤ጞ᪥ࠊᮇᮎヨ㦂᪥➼ࠊࡣ࡚࠸ࡘ௨ୗཬࡧᏛᖺᬺࢆཧ↷ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

A 㛤ጞᤵᴗᐇᮇ㛫 B࣮ࣝࣗࢪࣔ 㛤ጞᤵᴗᐇᮇ㛫 C࣮ࣝࣗࢪࣔ  㛤ጞᤵᴗᐇᮇ㛫࣮ࣝࣗࢪࣔ


Ꮫ
ᮇ

 ABC 4 ᭶ 13 ᪥㹼8 ᭶ 2 ᪥  BC 5 ᭶ 24 ᪥㹼8 ᭶ 2 ᪥  C 7 ᭶ 5 ᪥㹼8 ᭶ 9 ᪥ 

 AB 4 ᭶ 13 ᪥㹼6 ᭶ 27 ᪥  B 5 ᭶ 24 ᪥㹼6 ᭶ 27 ᪥ - - 

 A 4 ᭶ 13 ᪥㹼5 ᭶ 22 ᪥ - - - - 

 A ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ  ͤ

 AB࣭ B  ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ

 ABC࣭ BC  ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ

 C ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ  ͤ

㸸5 ᭶ 23 ᪥ 

㸸6 ᭶ 28 ᪥㹼7 ᭶ 4 ᪥ 

㸸8 ᭶ 3 ᪥㹼8 ᭶ 9 ᪥ 

㸸8 ᭶ 10 ᪥ 

⛅
Ꮫ
ᮇ

⛅ ABC 10 ᭶ 3 ᪥㹼2 ᭶ 6 ᪥ ⛅ BC 11 ᭶ 10 ᪥㹼2 ᭶ 6 ᪥ ⛅ C 1 ᭶ 5 ᪥㹼2 ᭶ 14 ᪥ 

⛅ AB 10 ᭶ 3 ᪥㹼12 ᭶ 20 ᪥ ⛅ B 11 ᭶ 10 ᪥㹼12 ᭶ 20 ᪥ - - 

⛅ A 10 ᭶ 3 ᪥㹼11 ᭶ 8 ᪥ - - - - 

⛅ A ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ  ͤ

⛅ AB࣭⛅ B  ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ

⛅ ABC࣭⛅ BC  ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ

⛅ C ᮇᮎヨ㦂࣮ࣝࣗࢪࣔ  ͤ

㸸11 ᭶ 9 ᪥ 

㸸12 ᭶ 21 ᪥㹼12 ᭶ 27 ᪥ 

㸸2 ᭶ 7 ᪥㹼2 ᭶ 14 ᪥ 

㸸2 ᭶ 16ࠊ15 ᪥ 

ͤ A࣭Cࠊ⛅ A࣭C ࣮ࣔࣝࣗࢪᮇᮎヨ㦂᪥࡚࠸ࡘ 
A ཪࡣ C ᮇᮎヨࠋࡍࡲࡾ࡞ఇㅮ࡚ࡋཎ๎ࡣ┠⛉࠸࡞ࡋヱᙜࠊ᪥࡛ࡢࡵࡓࡿࡍᐇࢆヨ㦂ࡢ┠⛉ࡿࡍ⤖࡛࣮ࣝࣗࢪࣔ

㦂᪥ࡿࡅ࠾ヨ㦂ᐇࡢ᭷↓ࠊ᪥⛬➼ࡈ┠⛉ࡣ࡚࠸ࡘ࿘▱ࠋࡍࡲࡋᤵᴗᢸᙜᩍဨࡢᣦ♧ᚑཷ࡚ࡗㅮࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

(2) ᤵᴗ㛫

ᤵᴗ㛫ࡢ༊ศࠊࡣḟࠋࡍ࡛ࡾ࠾ࡢ㸦1 㝈㸫75 ศ㸧

࠙⟃Ἴࢫࣃࣥࣕ࢟  㸦᭶᭙᪥㹼㔠᭙᪥㛤ㅮ㸧ࠚ

㝈 㛤ጞ㛫㹼⤊㛫 ఇ᠁㛫 

➨ 1 㝈 8㸸40 㹼  9㸸55 9㸸55 㹼 10㸸10 

➨ 2 㝈 10㸸10 㹼 11㸸25 11㸸25 㹼 12㸸15 

➨ 3 㝈 12㸸15 㹼 13㸸30 13㸸30 㹼 13㸸45 

➨ 4 㝈 13㸸45 㹼 15㸸00 15㸸00 㹼 15㸸15 

➨ 5 㝈 15㸸15 㹼 16㸸30 16㸸30 㹼 16㸸45 

➨ 6 㝈 16㸸45 㹼 18㸸00 

Ꮫ㝔タ⨨ᇶ‽➨ 14 ᮲ᐃࡿࡵᩍ⫱᪉ἲࡢ≉ಀࡿᤵᴗ㛫 

㝈 㛤ጞ㛫㹼⤊㛫 ఇ᠁㛫 

➨ 7 㝈 18㸸00 㹼 19㸸15 19㸸15 㹼 19㸸20 
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࠙ᮾிࢫࣃࣥࣕ࢟ ➨ࡣⅆ᭙᪥㹼㔠᭙᪥ࠊࡋࡔࡓࠋ㸦ⅆ᭙᪥㹼ᅵ᭙᪥㛤ㅮࠚ 7 㝈ཬࡧ➨ 8 㝈㛤ㅮࠊ 

ᅵ᭙᪥ࡣ➨ 1 㝈ࡽ㛤ㅮ㸧 

㝈 㛤ጞ㛫㹼⤊㛫 ఇ᠁㛫 

➨ 1 㝈 8㸸55 㹼 10㸸10 10㸸10 㹼 10㸸20 

➨ 2 㝈 10㸸20 㹼 11㸸35 11㸸35 㹼 11㸸45 

➨ 3 㝈 11㸸45 㹼 13㸸00 13㸸00 㹼 13㸸45 

➨ 4 㝈 13㸸45 㹼 15㸸00 15㸸00 㹼 15㸸10 

➨ 5 㝈 15㸸10 㹼 16㸸25 16㸸25 㹼 16㸸35 

➨ 6 㝈 16㸸35 㹼 17㸸50 17㸸50 㹼 18㸸20 

➨ 7 㝈 18㸸20 㹼 19㸸35 19㸸35 㹼 19㸸45 

➨ 8 㝈 19㸸45 㹼 21㸸00 

(3) ༢㛫

1 ༢ࡢᤵᴗ⛉┠ࡣ 45 㛫ࡢᏛಟࢆᚲせࡿࡍෆᐜ࡚ࡗࡶࢆᵓᡂࢆࡇࡿࡍᶆ‽ࡢࡑࠊࡋᤵᴗ㛫ࡣḟࡢᇶ

 ࠋࡍࡲࡋࡢࡶࡿࡼ‽

ㅮ⩏15     ⩦₇ࠊ 㛫㹼30 㛫 1 ༢ 

 ᐇ㦂ࠊᐇ⩦ࠊᐇᢏ  30 㛫㹼45 㛫 1 ༢ 

ဵᮏᏛ࡛1ࠊࡣ 㝈㸦75 ศ㸧ࡢᤵᴗࢆ 1.5 㛫㸦90 ศ㸧࡚ࡋィ⟬ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ 

(4) 㛤タᤵᴗ⛉┠୍ぴ

ձ Ꮫࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ 

ẖᖺᗘࡢ㛤タ⛉┠ࡣᏛࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢᥖ㍕ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ 

URL https://www.tsukuba.ac.jp/education/g-courses/g-tsukuba_tokyo.html 

ᖺᗘึࡢࡵィ⏬ࡀᥖ㍕ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ᪂つ㛤ㅮࡸᩍᐊ࣭᭙᪥࣭㝈➼ࡢኚ᭦࡞ὀពࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

ղ ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂᨭ࣒ࢸࢫࢩ㸦KdB㸧 https://kdb.tsukuba.ac.jp/ 

ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂᨭ࣒ࢸࢫࢩ㸦KdB㸧ࢆ⏝ࠊ࡚᭱ࡋ ᪂ࡢ⛉┠ሗ᳨ࡢ⣴ࢆࢫࣂࣛࢩࡢ┠⛉ࡸ㜀ぴࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ

㸦Ꮫ⏕⏝㸧ࠖࣝࣗࢽ࣐࣒ࢸࢫࢩᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂᨭ(13)ࠕࡣ࡚࠸ࡘస᪉ἲ᧯ࠋࡍࡲ  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ↷ཧࢆ

ճ ᤵᴗ᪉ἲ 

ᤵᴗ⛉┠ࠊࡣㅮ⩏࣭₇⩦࣭ᐇ㦂➼࡛⾜2ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ  ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ┠⛉ᤵᴗࡿࡍ⏝ేࢆᤵᴗ᪉ἲࡢ௨ୖࡘ

⛉┠୍ぴྛࡣ࡚࠸࠾㛤タ⛉┠ࡢᤵᴗ᪉ἲࢆୗグ୍ぴࡾ࠾ࡢ⾲グࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ 

グ  ྕ ᤵᴗ᪉ἲ グ  ྕ ᤵᴗ᪉ἲ 

1 ㅮ⩏ 5 ㅮ⩏ཬࡧᐇ⩦࣭ᐇ㦂࣭ᐇᢏ 

2 ₇⩦ 6 ₇⩦ཬࡧᐇ⩦࣭ᐇ㦂࣭ᐇᢏ 

3 ᐇ⩦࣭ᐇ㦂࣭ᐇᢏ 7 ㅮ⩏₇ࠊ⩦ཬࡧᐇ⩦࣭ᐇ㦂࣭ᐇᢏ 

4 ㅮ⩏ཬࡢࡑ 0 ⩦₇ࡧ 

➨ 8 㝈 19㸸20 㹼 20㸸35 
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(5) ᒚಟ⏦ㄳ

ᒚಟࢆᕼᮃࠊࡣ࡚࠸ࡘ┠⛉ࡿࡍᐃࡓࢀࡽࡵᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫୰㸦ճᒚಟ⏦ㄳࡢ᪥⛬ཧ↷㸧ᒚಟ⏦ㄳࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ࢆᒚಟ⏦ㄳࡎᚲ⮬ྛࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࢀࡽࡵㄆࡣᒚಟࡢ┠⛉࠸࡞ࡋࢆᒚಟ⏦ㄳࠋࢇࡏࡲࡾ࡞

  ձ ᒚಟ⏦ㄳᙜࡢ࡚ࡗࡓὀព㡯 

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅཷࢆᣦᑟࡢ➼ᣦᑟᩍဨ๓࡚࠸ࡘ⏬Ꮫಟィࠊࡣ࡚ࡗࡓᙜࡿࡍࢆᒚಟ⏦ㄳ .

ࠊྛࡣ࡚࠸ࡘ┠⛉ࡿ࠸࡚ࡋᐃ☜ࡀ㛤ㅮᏛᮇ᭙㝈 . ᮇ㛫ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲỴࡀᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ࡢ࣮ࣝࣗࢪࣔ

ෆᒚಟ⏦ㄳࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ࢆᐃᮇⓗ࡞᭙㝈ࢆタࠊࡣ┠⛉࠸࡞࠸࡚ࡅ௨ୗࡢ㸲ࡘศ㢮ࠋࡍࡲࢀࡉ 

࣭㞟୰㸸᭙㝈ࡀᐃᮇ࡛ࡿ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ⛬ᗘ㞟୰ࡓࡋ᪥⛬࡛⾜࠺ᤵᴗᙧែࠋ㛤ㅮ᪥ࡀỴᐃࡓࡋⅬ࡛ᥖ♧➼

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ࢆᒚಟ⏦ㄳᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ෆࡓࢀࡉグ㍕➼♧ᥖࠊ࡛ࡢࡍࡲࡋ▱࿘ࡾࡼ

࣭㝶㸸ᐇ㦂ᣦᑟⓗ࡞ෆᐜ࡛ࠊᏛ⏕ࡀ㛗㛫ࡾࡓࢃᐇ㦂➼ᚑࡿࡍ୰࡛ᚲせ࡞㒔ᗘࠊᩍဨㄪᩚࠊୖࡢ

ᣦᑟࡿࡅཷࢆᤵᴗᙧែࡢ࣮ࣝࣗࢪࣔྛࠋᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ෆᒚಟ⏦ㄳࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ࢆ

࣭ᛂㄯ㸸ᑡேᩘ࣮ࢼ࣑ࢭࡢⓗ࡞ෆᐜ࡛ࡡࡴ࠾࠾ࠊᐃᮇⓗࠊࡀࡿࢀࢃ⾜ᩍဨࡢ㒔ྜ࡛࡞᪥ࢆኚ᭦ࡇࡿࡍ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ࢆᒚಟ⏦ㄳᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ෆࡢ࣮ࣝࣗࢪࣔྛࠋᤵᴗᙧែ࡞࠺ࡼࡿࡌ⏕ࡎࡽ࡞ᑡࡀ

࣭NT㸸ࠕNTࠖࠊ͇ࡣ Non-timetabled attendance is possible͇ࠊࡾ࠶࡛⛠␎ࡢ㛤ㅮ᭙㝈ࡣᐃࠊࡢࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࡵ

ィ⏬ⓗࠊࡽࡀ࡞ࡋὀព➼ᥦฟᮇ㝈ࢺ࣮࣏ࣞࠊ࡚ࡋᏳ┠ࢆㅮ᥎ዡ᭙㝈ཷࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࢫࣂࣛࢩ

ᒚಟࠋࡍ࡛┠⛉ࡿࡍNT  ࠋࡍ࡛⬟ྍࡀᒚಟࡢ┠⛉ࡢࡿࢀࡉ㛤ㅮ᭙㝈୍ྠㅮ᥎ዡ᭙㝈ཷࡢ┠⛉

㏣ຍᒚಟࡢᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫እࡎᚓࢆࡴࡸࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣኚ᭦ࡢ┠⛉ࡓࡋㄳ⏦࡚ࡋཎ๎ࠊࡣᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫௨እ .࢘

⏦ㄳࡸᒚಟ⏦ㄳ๐㝖ࡀᚲせ࡞ሙྜࠊࡣᑐᛂᨭᐊᏛ㝔ᩍົᢸᙜ࡚☜ㄆࠊ࠼࠺ࡢᚲせ࡞ᡭ⥆ࡃ࡚ࡗ⾜ࢆࡁ

 ࠋ࠸ࡉࡔ

 ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣࡇࡿࡍᒚಟࢆ┠⛉ࡢᩘ「᭙㝈ෆ୍ྠ .࢚

ᣦᑟࠊᢸᙜᩍဨࡢ┠⛉ᙜヱࠊࡣሙྜࡿࡍᕼᮃࢆᒚಟࡢ┠⛉ࡿ࠸࡚ࢀࡉᏛ⩌࡛㛤タࡧᩍ⫱⤌⧊ཬࡢᏛ㝔 .࢜

ᩍဨཬࡧ⤌⧊㛗ࡢᢎㄆࢆᚓ࡚ࠊࡋࡔࡓࠋ࠸ࡉࡔࡃ㈨᱁ྲྀᚓࡵࡓࡢᏛ⩌㛤タࡢᩍ⫋⛉┠➼ࢆᒚಟࡿࡍሙྜ

ᚲࡀ⥆㏵ᡭูࡣࡵࡓࡿ࡞⏕ᒚಟ➼┠⛉ࡢ⩌㸦Ꮫࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᒚಟ⏦ㄳ࡚ࡋ⏕ᒚಟ➼┠⛉ࡢ⩌Ꮫࠊࡣ

せ࡛ࠊ࡛ࡢࡍᑐᛂᨭᐊᏛ㝔ᩍົᢸᙜ࡚☜ㄆࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸧 

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ࢆᒚಟ⏦ㄳ࠼࠺ࡢㄆ☜ࡎᚲࠊ࡛ࡢࡍࡲࡋࡏࡽ▱࠾࡛➼♧ᥖࡣሙྜࡿ࠶ࡀኚ᭦ࡢ➼㛫 .࢝

 ࠋࢇࡏࡲࢀࡽࡵㄆࡣᒚಟ㸧ࡢ┠⛉㸦ྠ୍ࡇࡿࡍᗘᒚಟࢆ┠⛉ࡓࡋಟᚓࢆ༢᪤ .࢟

࡚ࡋㄆ☜ࡿ࠶࡛┠⛉ࡓࡋᑐᛂ⧊⤌ᡤᒓࠊධᏛᖺᗘࡢศ⮬ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀሙྜࡿ࠶ᩘ「ࡀ┠⛉ࡢྡ┠⛉ࡌྠ .ࢡ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ࢆᒚಟ⏦ㄳࡽ

  ղ ᒚಟ⏦ㄳࡢ᪉ἲ 

ᒚಟ⏦ㄳࠕࠊࡣTWINSࠖࢆ࣒ࢸࢫࢩ࠺࠸⏝ࠋࡍࡲ࠸⾜࡛ୖࣈ࢙࡚࢘ࡋ㸦https://twins.tsukuba.ac.jp/㸧 

ධᏛ⤫୍ㄆドࡢ࣒ࢸࢫࢩ ID ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㓄ࢆࢻ࣮࢝ࡓࢀࡉグ㍕ࡀࢻ࣮࣡ࢫࣃᮇึ ID ࣮࣡ࢫࣃ

࡚ࡋ⏝ࢆࢻ TWINS TWINSࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࣥࢢࣟ TWINSࠕࡣ࡚࠸ࡘస᪉ἲ᧯ࡢ ࠺ࡢ↷ཧࢆࠖࣝࣗࢽ࣐

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ⾜ᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ෆࡓࢀࡽࡵᐃࠊ࠼

ࢱࣥࢭࢹᏛ⾡ሗ࣓ࠊࡣሙྜ࡞ᚲせࡀࡾࡼࡢ➼ࡓࡗ࡞᫂ࡀࢻ࣮࣡ࢫࣃࡢㄆド୍⤫ࠊ࠾࡞

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃฟ࡚࠸㢪ࢆ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡣ࠸ࡿ࠶࣮

ճ ᒚಟ⏦ㄳࡢ᪥⛬ 

TWINS  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᒚಟ࣭ᡂ⦼㛵ಀ᪥⛬࡛ࠖ☜ㄆࠕࡿ࠶ࢪ࣮࣌ࣉࢵࢺࡢᚋࣥࢢࣟ

ဵ㞟୰ᤵᴗ➼㛤ㅮ᪥ࡸᤵᴗᢸᙜᩍဨࡀᮍᐃูࠊࡣ┠⛉ࡢ㏵ᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ࢆタࡿࡅሙྜࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ 

ᥖ♧➼ὀពࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 
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մ ᤵᴗ⛉┠༊ศ

1. ⛉┠༊ศࠕࡣᑓ㛛⛉┠ ┠⛉♏ᑓ㛛ᇶࠕࠖ ┠⛉♏ᇶࠕࠖ 㸦せ௳እ㸧ࠖࡢࡑࠕࠖ ึ࡛ື⮬ᒚಟ⏦ㄳࠊࡽ୰ࡢ

ᮇ್タᐃࡈ┠⛉ࠊ࡛ࡢࡍࡲࢀࡉ㑅ᢥࡿࡍᚲせࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ 

2. ⛉┠༊ศึࡢᮇタᐃࡣᚲࡶࡋࡎᒚಟ᪉ἲࡓࡋ⮴ྜ⛉┠༊ศ࠸࡞ࡽ࡞ሙྜࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ⛉┠༊ศࡢಟṇࡀ

ᚲせ࡞ሙྜࠊࡣᑐᛂᨭᐊᏛ㝔ᩍົᢸᙜ࡚ಟṇ᪉ἲࢆ☜ㄆࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

࠙ᒚಟ⏦ㄳୖࡢᤵᴗ⛉┠༊ศグྕ⾲ဵࠚᖹᡂ 25 ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⪅ 

 ༊ศ┠⛉ ࢻ࣮ࢥ ༊ศ┠⛉ ࢻ࣮ࢥ

A ᑓ㛛⛉┠ C ᇶ♏⛉┠ 

B ᑓ㛛ᇶ♏⛉┠ D ࡢࡑࡢ⛉┠ 

�ဵᖹᡂ 24 ᖺᗘ௨๓ධᏛ⪅ࠊࡣ࡚࠸ࡘධᏛᖺᗘࡢᏛ㝔౽ぴࢆཧ↷ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

յ Ꮫ⩌ࡢᤵᴗ⛉┠ࡢᒚಟ⏦ㄳ 

1. Ꮫ⩌ࡢᤵᴗ⛉┠ࢆᏛ㝔Ꮫ๎ 37 ᮲ᇶ࡙ࡁᒚಟࡿࡍሙྜࠊࡣTWINS ᒚಟ⏦ㄳู≉ࠕࡢ ࠊࡋసᡂࢆㄳ᭩⏦࡚ࠖ

ᣦᑟᩍဨཬࡧᏛ࣮ࢲ࣮࣒ࣜࣛࢢࣟࣉཪࡣᑓᨷ㛗ࡢᢎㄆ༳ࠊ࠸ࡽࡶࢆᑐᛂᨭᐊᏛ㝔ᩍົᢸᙜᥦฟࡃ࡚ࡋ

 ࠋ࠸ࡉࡔ

2. Ꮫ⩌࡛㛤タࡿ࠸࡚ࢀࡉᤵᴗ⛉┠ࡢᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ࡣᏛ㝔ࠋࡍ࡛ࡌྠᚲࡎᮇ㛫ෆ≉ูᒚಟ⏦ㄳࡔࡃ࡚ࡗ⾜ࢆ

ࠋ࠸ࡉ

(6)ᤵᴗཷࡢㅮ࡚࠸ࡘ 

ձ ᤵᴗᐇ᪉ἲ࡚࠸ࡘ

⟃ἼᏛ࡛ࠊࡣᤵᴗࡢᐇᙧែࢆୗグࡾ࠾ࡢ 5  ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋศ㢮ࡘ
 ࠊࡿ࠸࡚ࡋᥖ㍕ഛ⪃ḍࡢ㛤タᤵᴗ⛉┠୍ぴࡢࢪ࣮࣒࣮࣌࣍Ꮫࢆ⏬ィࡢࡵᖺᗘึࡣᤵᴗᐇ᪉ἲࡢ┠⛉ྛ

᭱᪂ࡢሗࡣ KdB Webࠊࡓࡲࠋࡍࡲࢀࡉグ㍕ࢫࣂࣛࢩࡸഛ⪃ḍࡢ ᥖ♧ᯈ(TWINS)ࡀࡏࡽ▱࠾ฟࡾ࠶ࡶࡇࡿ 
ࠋࡍࡲ

1. ᑐ㠃

㝈ᑐ㠃ᤵᴗࡾࡼᐇࡿࡍᤵᴗ⛉┠ࠋ

2. ᑐ㠃㸦ేࣥࣛࣥ࢜⏝ᆺ㸧

ᑐ㠃ᤵᴗࣥࣛࣥ࢜ᤵᴗࡾࡼ⏝ేࡢᐇࠊࡋᑐ㠃ࡢྜᩘ༙ࡀ௨ୖࡢᤵᴗ⛉┠ࠋ

3. 㸦ᑐ㠃ే⏝ᆺ㸧ࣥࣛࣥ࢜

ᑐ㠃ᤵᴗࣥࣛࣥ࢜ᤵᴗࡾࡼ⏝ేࡢᐇࠊࡋᑐ㠃ࡢྜᩘ༙ࡀᮍ‶ࡢᤵᴗ⛉┠ࠋ

4. ᆺ㸧ࢻ࣐ࣥࢹࣥ࢜㸦ࣥࣛࣥ࢜

㝈ࣥࣛࣥ࢜ࢆᤵᴗࡾࡼᐇࠊࡋࢻ࣐ࣥࢹ࡚ࣥ࢜ࡋᆺࡾࡼᐇࡿࡍᤵᴗ⛉┠ࠋ

5. 㸦ྠ᪉ྥᆺ㸧ࣥࣛࣥ࢜

㝈ࣥࣛࣥ࢜ࢆᤵᴗࡾࡼᐇࠊࡋྠ࡚ࡋ᪉ྥᆺࡾࡼᐇࡿࡍᤵᴗ⛉┠ࠋ

ղ manaba࡚࠸ࡘ 

manaba 㟁Ꮚⓗࢆᩍᮦࡀ⏕Ꮫᩍဨࠊࡋసᡂࢆࢪ࣮࣌ࢫ࣮ࢥࡿࡁ࡛⏝ࡽࣈ࢙࢘ࡈᤵᴗࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ

TWINSࠋࡍ࡛࣒ࢸࢫࢩ⌮⟶⩦Ꮫࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍࡾࡓࡗ⾜ࢆᥦฟฟ㢟ࡢㄢ㢟ࠊࡾࡓࡋඹ᭷ ࡛ᒚಟⓏ㘓ࡀ

ࠊࡿࡍ⩣᪥௨㝆ᒚಟ⛉┠ࣥࣛࣥ࢜ࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍࢫࢭࢡࢫ࣮ࢥࡢᤵᴗࡢᐇ

㝿ࠊࡣ࡚ࡋᩍᮦࡢඹ᭷ຍཷࡢ┠⛉ࠊ࡚࠼ㅮ᪉ἲࡸㅮ⩏ࠊ⏬ືࠊㄢ㢟ࡢᥦฟࠊ࡞manaba ᯝࢆᙺ࡞୰᰾ⓗࡀ

 㸦https://manaba.tsukuba.ac.jp㸧ࠋࡍࡲࡾ࡞ࡇࡍࡓ

ճ ࣥࣛࣥ࢜ᤵᴗ⏝࠸ࡘ࢙࢘ࢻ࣮ࣁ࣭࢙࢘ࢺࣇࢯࡿࡍ  ࡚
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    ᮏᏛᏛ⏕ࣥࣛࣥ࢜ࡣᤵᴗ࡛⏝ࡢ࢙࢘ࣉ࣮ࣝࢢࡿࢀࡽ࠸ Teams ࡢࢫࣅ࣮ࢧ㓄ಙ⏬ືࠊࡸ Stream ࡴྵࢆ

Microsoft ࡵࡓࡿࡍㅮཷࢆᤵᴗࣥࣛࣥ࢜ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ⏝ࢆ⩌ࢫࣅ࣮ࢧ࡞ࠎᵝࡿࡍᥦ౪ࡀ♫

ࣥ࢜ࠊࡢࡑࠋࡍᚲせ࡛ࡀ⥺㏻ಙᅇࡧᮎཬ➃ࡢ࡞࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫࠊࢺࢵࣞࣈࢱࠊࢱ࣮ࣗࣆࣥࢥࣝࢼࢯ࣮ࣃࠊࡣ

ᤵᴗཷㅮෆࣥࣛࣥ࢜ࠕࡢ࣮ࢱࣥࢭࢹᏛ⾡ሗ࣓ࡣヲ⣽ࡢᡭ㡰࡞ᚲせࡵࡓࡿࡍㅮཷࢆᤵᴗࣥࣛ ☜ࠖࢆ

ㄆࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㸦https://www.cc.tsukuba.ac.jp/wp/remote-lecture-students/㸧 

 
մ ᤵᴗ࡛⏝ࡿࢀࡉ㈨ᩱ➼࡚࠸ࡘ࠸ᢅࡾྲྀࡢ  
    ᤵᴗ࡛㓄ᕸࡓࢀࡉ㈨ᩱࡸᩍᮦࠊㅮ⩏ື⏬ࡸ㡢ኌ➼ཷࢆㅮ⪅ࡀ↓᩿࡛」〇࣭㌿㍕࣭㌿⏝ࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡣ࡚ࡋ 
  
 յ ᪂ᆺࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥឤᰁࡢᑐᛂ࡚࠸ࡘ 

ሗࢆᏛ࡛ୖࢪ࣮࣒࣮࣌࣍Ⓨಙࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡋ㝶☜ㄆࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 
㸦https://www.tsukuba.ac.jp/about/antidisaster-crisismanagement/covid-19/㸧 
 

(7) ᡂ⦼ホ౯ヨ㦂 
  ձ ᡂ⦼ホ౯࣭༢ᤵ 

    ᡂ⦼ホ౯ࠊࡣᤵᴗᢸᙜᩍဨࢫࣂࣛࢩࡀグ㍕ࡢ᪉ἲุࡾࡼᐃࠊࡋୗグࡾࡼ A㸩ࠊAࠊBࠊC ཬࡧ D ࡢ 5 ẁ㝵࡛ 

ホ౯ྛࠊ࠾࡞ࠋࡍࡲࡋᩍ⫱⤌⧊ࡀᐃ୍ࡿࡵ㒊ࠊࡣ࡚࠸࠾┠⛉ࡢP ࡣࡓࡲ F ホ౯ྜ⥲ࠋࡍࡲࡋホ౯࡛ࡳࡢྰྜࡢ

ࡀ A㸩ࠊAࠊBࠊC ཬࡧ P Dࠋࡍࡲࡋᤵࢆ༢ࡋ᱁ྜࡣ ཬࡧ F 㸦ᡂ⦼ドࠋࢇࡏࡲࡋᤵࡣ༢࡚ࡋྜ᱁ࡣ

᫂᭩グ㍕ࠊࡣࡢࡿࢀࡉ༢ࡀᤵࡓࢀࡉ A㸩ࠊAࠊ Bࠊ C ཬࡧ P ホ౯ࠋࡍ࡛┠⛉ࡢ㸧 

 

   ࠙ᡂ⦼ホ౯ᇶ‽ࠚ 
    㸦1㸧A㸩㸸90㹼100 Ⅼ  A㸸80㹼89 Ⅼ  B㸸70㹼79 Ⅼ  C㸸60㹼69 Ⅼ  D㸸59 Ⅼ௨ୗ 
    㸦2㸧P㸸ྜ᱁ F㸸ྜ᱁ 
2ࠊ࠾࡞     ホ౯ྜ⥲࡚࠸࠾Ꮫᮇ⤊᭱ࠊࡶࡿࡍࢆᏛᮇホ౯Ꮫᮇẖࠊࡣ┠⛉࠺⾜ࢆᤵᴗࡾࡓࢃᏛᮇࡢࡘ

 ࠋࡍࡲࡋ

 

   ղ ヨ㦂➼ 

     ヨ㦂➼ࠊࡣᏛᮇ୰ࡢᐃࡓࢀࡽࡵヨ㦂ᮇ㛫ෆ࠺⾜ヨ㦂ࠋࡍ࡛➼ࢺ࣮࣏ࣞࠊヨ㦂ᮇ㛫ࠊࡣᏛᖺᬺࢆぢ࡚☜ㄆࡋ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚

 

   ճ ホ౯☜ㄆ᪉ἲ 

ᡂ⦼ホ౯࣮ࣝࣗࢪࣔࠊࡣẖᐃࡓࢀࡽࡵᡂ⦼ཧ↷㛤ጞ᪥ࠊࡽTWINS ୖ࡛☜ㄆ࡛ࠋࡍࡲࡁ 

 

  մ ᡂ⦼ホ౯㛵࠸ࡘ࡚❧ࡋ⏦ࡿࡍ  ࡚

ᡂ⦼ホ౯࡚࠸ࡘၥྜࡸࡏ⩏ࡿ࠶ࡀሙྜࡣࡎࡲࠊࡣᤵᴗᢸᙜᩍဨၥࡢࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏࢃྜ࠸⤖ᯝࠊゎ

Ỵ࠸࡞ࡋሙྜࠊࡣᙜヱᤵᴗ⛉┠ࢆ㛤タࡿ࠸࡚ࡋᩍ⫱⤌⧊ᡤᐃࡢ᪉ἲࢆᨭᐊᩍົᢸᙜၥࠊ࡚ࡏࢃྜ࠸ᡤᐃࡢ

ᵝᘧᚲせ㡯ࢆグධ࡚ࡋᥦฟࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ 

 

(8) ධᏛ๓Ꮫ㝔➼࡚࠸࠾ಟᚓࡓࡋ༢ࡢㄆᐃཬࢀࡑࡧక࠺ᅾᏛᖺ㝈࡚࠸ࡘ⦰▷ࡢ 
  ձ ༢ࡢㄆᐃ 

    Ꮫ㝔Ꮫ๎ࡢつᐃᇶ࡙ࠊࡁᮏᏛᏛ㝔ධᏛ๓ࡢᏛ㝔࡚࠸࠾ᤵᴗ⛉┠ࢆᒚಟࡋಟᚓࡓࡋ༢㸦⛉┠➼

ᒚಟ⏕࡚ࡋಟᚓࡓࡋ༢ࠋࡴྵࢆ㸧15ࠊࡣ࡚࠸ࡘ ༢ࢆ㝈ᗘࠊ࡚ࡋᙜヱᏛ⏕ࡀᡤᒓࡿࡍᩍ⫱⤌⧊ࡢಟせ

 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡇࡿࡍㄆᐃ࡚ࡋ༢ࡿ࡞௳

15ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㸧ࠋࡴྵࢆ༢ࡓࡋಟᚓ࡚ࡋ⏕༢㸦⛉┠➼ᒚಟࡓࡋಟᚓ࡚࠸࠾Ꮫ㝔ࡢᮏᏛࠊ࠾࡞     ༢

 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡇࡿࡍㄆᐃ࡚࠼㉸ࢆ

   ղ ᅾᏛᮇ㛫ࡢ▷⦰ 

010

https://www.cc.tsukuba.ac.jp/wp/remote-lecture-students/
https://www.tsukuba.ac.jp/about/antidisaster-crisismanagement/covid-19/index.html


  ୖグࡢ༢ㄆᐃࠊࡾࡼᩍ⫱ㄢ⛬୍ࡢ㒊ࢆᒚಟࡓࡋᡤᒓࡿࡍᩍ⫱⤌⧊ࡀㄆࠊࡣࡁࡿࡵ༢ᩘ࣭ಟᚓせࡋ

1ࠊ࡚ࡋ຺ࢆࡢࡑᮇ㛫࣭ᤵᴗෆᐜࡓ ᖺࢆ㉸࠸࡞࠼⠊ᅖ࡛ᮏᏛᅾᏛࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡇࡍ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋ 

ճ ⏦ㄳ᪉ἲ 

 ༢ㄆᐃ㸦ཬࢀࡑࡧక࠺ᅾᏛᖺ㝈ࡢ▷⦰㸧ࢆᕼᮃࡿࡍᏛ⏕ࠊࡣධᏛᚋ㏿ࠕࡸ༢ㄆᐃ⏦ㄳ᭩ࠖ➼ࢆᑐᛂ

ᨭᐊᏛ㝔ᩍົᢸᙜ࡛ཷࠊࡾྲྀࡅᮏᏛᏛ㝔ධᏛ๓ࡢᏛ㝔ࡿࡅ࠾ᡂ⦼ド᫂᭩ࢆῧࠊ࡚࠼᪂ධ⏕ࢸ࢚ࣥࣜ࢜

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᥦฟᢸᙜྠ࡛ࡲᥦฟᮇ᪥ࡓࡋ▱ᥖ♧➼࡛࿘ࡧཬࣥࣙࢩ࣮

  մ ༢ㄆᐃࡢὀព㡯 

ධᏛ๓Ꮫ㝔➼࡚࠸࠾ಟᚓࡓࡋ༢ࠊධᏛᚋ␃Ꮫࡸ༢ࡾࡼࡢᏛ㝔࡚࠸࠾ᒚಟࡋಟ

ᚓࡓࡋ༢ࢀࡒࢀࡑࠊࡣ 15 ༢ࢆ㝈ᗘ࡚ࡋᩍ⫱⤌⧊ࡢಟせ௳ࡿ࡞༢࡚ࡋㄆᐃࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀࡇࡿࡍ

࡚ࡏࢃྜ 20 ༢ࢆ㉸ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼ 

(9) ୍㈏ไ༤ኈㄢ⛬ 3ᖺḟ⦅ධᏛ⪅ࡢ᪤ಟᚓ༢ࡢㄆᐃ࡚࠸ࡘ

ධᏛᡭ⥆ࡢࡁᥦฟࡓࢀࡉᡂ⦼ド᫂᭩ᇶ࡙ࡁ༢ㄆᐃࡢᡭ⥆ࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸⾜ࢆࡁᨵ࡚ࡵ⏦ㄳࡿࡍᚲせ࠶ࡣ

࠺⾜ࢆ㠃᥋ࡸࡇࡿࡵồࢆᥦฟࡢ➼㏵ド᫂᭩ูࠊࡣሙྜࡓࡗ࠶ࡀⅬ࡞᫂ࡾࡓ࠶༢ㄆᐃࠊࡋࡔࡓࠋࢇࡏࡲࡾ

 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡇ

(10) ᑐᛂົ⤌⧊

ᮏᏛ࡛ࠊࡣᏛ⏕ࡢࡵࡓࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧࢆົ⤌⧊࡚ࡋᨭᐊࢆタ⨨ྛࠊࡋ✀㢪ฟࡢᥦฟࠊᒚಟ┦ㄯࠊᤵᴗᩱච

㝖ཬࡧዡᏛ㔠➼ࡢᡭ⥆࡚࠸ࡘࡁᑐᛂࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ

ྛᩍ⫱⤌⧊ࡢᑐᛂᨭᐊࡣḟࠋࡍ࡛ࡾ࠾ࡢఱࡣࡁࡓࡗ࠶ᨭᐊࡈ┦ㄯࠋ࠸ࡉࡔࡃ 

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᑐᛂࡶົᐊ࡛ࡢ⧊⤌⫱ᩍྛูࡣᨭᐊࠊࡓࡲ

࠙2020 ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⪅⏝ࠚ 
ᩍ⫱⤌⧊ ᑐᛂᨭᐊ ሙᡤ

ேᩥ♫ࢫࢿࢪࣅ⛉ᏛᏛ⾡㝔
ேᩥ♫⛉Ꮫ◊✲⩌ 

ேᩥ♫࢚ࣜᨭᐊ 1A Ჷ 3 㝵 

ேᩥ♫ࢫࢿࢪࣅ⛉ᏛᏛ⾡㝔
 ⩌✲◊Ꮫ⛉ࢫࢿࢪࣅ

ἲ᭪ᑓᨷ 

ᅜ㝿⤒Ⴀࣝࢼࣙࢩࢵ࢙ࣇࣟࣉᑓᨷ

♫ேᏛ㝔➼ᨭᐊ ᮾிࢫࣃࣥࣕ࢟㸦ᩥிᰯ⯋ 3 㝵㸧 

⌮ᕤሗ⏕Ꮫ⾡㝔 

ᩘ⌮≀㉁⛉Ꮫ◊✲⩌ 
ᩘ⌮≀㉁࢚ࣜᨭᐊ 1A Ჷ 3 㝵 

⌮ᕤሗ⏕Ꮫ⾡㝔 

 ⩌✲◊ሗᕤᏛ࣒ࢸࢫࢩ

 ᩍ⫱㝔ࣝࣂ࣮ࣟࢢ

 ࣒ࣛࢢࣟࣉሗᏛࢺ࣓࣮ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥ

ᨭᐊ 3A࢚ࣜሗ࣒ࢸࢫࢩ Ჷ 2 㝵 

⌮ᕤሗ⏕Ꮫ⾡㝔 

⏕ᆅ⌫⛉Ꮫ◊✲⩌ 

ᅜ㝿㐃ᦠᣢ⥆⎔ቃ⛉Ꮫᑓᨷ 

⏕⎔ቃ࢚ࣜᨭᐊ 2B Ჷ 3 㝵 

ே㛫⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔 

ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⩌ࡢ௨ୗࡢᏛ࣒ࣛࢢࣟࣉ㸸 

ᩍ⫱Ꮫࠊᚰ⌮Ꮫࠊ㞀ᐖ⛉Ꮫ
ே㛫࢚ࣜᨭᐊ 2A Ჷ 2 㝵 
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TWINS⏝ࢻ࢞ 

TWINS Users' Guides 

 
TWINS(ࡎࢇ࠸ࡘ)ࠊࡣṇᘧྡ⛠ࠕࢆTsukuba Web-based Information Network Systemࠖ

࣒ࢸࢫࢩࡢࡇࠊࡣᡂ⦼☜ㄆࡸᒚಟⓏ㘓ࡢ┠⛉ࠋࡍ࡛⛠ឡࡢ࣒ࢸࢫࢩᩍ⫱ሗࡢἼᏛ⟄ࠊ࠸ゝ

 ࠋࡍࡲ࠸⾜࡛
TWINS is a nickname of the University of Tsukuba's educational information system, and 

its official name is called "Tsukuba Web-based Information Network System." This system is 
used for course registration and grade confirmation. 

 
㸯㸬ࣟࢺ࢘ࢢ࣭ࣟࣥࢢ Login/Logout 

 ʄ�Web ࡢ௨ୗ࡛ࢨ࢘ࣛࣈ URL  ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢫࢭࢡ
Please access the following URL in your web browser. 

https://twins.tsukuba.ac.jp/ 
 

 ʄ�⟃ἼᏛࠋࡍࡲࡁ࡛ࢫࢭࢡࡶࡽࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢ 
You can also access from the University of Tsukuba website. 
 

 㸼 TWINS ࣮ࣝࢶࡅྥ⏕㸼 ᅾᏛ ᪉ࡢ⏕㸼 ᅾᏛ ࢪ࣮࣌ࣉࢵࢺ
Top page > Students > Campus Web Tools > TWINS 

 
 ʄ�ࣟࣥࢢ⏬㠃 Login Screen 
ࢢࣟࠊ࡚ࡋධຊࢆࢻ࣮࣡ࢫࣃࡢ࣒ࢸࢫࢩㄆド୍⤫ḍࢻ࣮࣡ࢫࣃࠊྕ␒Ꮫ⡠ḍྡࢨ࣮ࣘ  

ࡲ࣮ࢱࣥࢭࢹᏛ⾡ሗ࣓ࠊࡣ࠸࡞ࡽุࡀࢻ࣮࣡ࢫࣃࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࢵࣜࢡࢆࣥࢱ࣎ࣥ

ࠊࡓࡲࠋ㸧ࡇࡢ㸦Ꮫ⏕ドᣢཧ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋ⾜Ⓨࢆࢻ࣮࣡ࢫࣃཱྀ࡛❆ࡢ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࡣࡓ

ྵࢆఇㅮሗ㸦ᙜ᪥ࡢղᏛࠊࡏࡽ▱࠾ࡢ⏕ձᅾᏛษࡢEnglishࠖࠕࡧཬࠖ∧࣐࣍ࢫࠕ

ճTWINSࠊ㸶᪥㛫ศ㸧ࡴ  ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍㄆ☜ࢆሗࡢ➼ࢫࣥࢼࢸ࣓ࣥ
Enter your ID number for the username, and for the password enter your password for 

the Unified Authentication System password, then click on the “Login” button. If you do not 
know your password, visit an Academic Computing and Communications Center or the 
Library, and ask them to reissue it. (Please bring your student ID card.) Also, on the TWINS, 
you can check any information, such as ձInformation for Current Students ղInformation 
regarding the class cancellation(8 days including on the day) ճ Maintenance schedule of 
TWINS, etc.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⤊ࡿࡍࠊࡣᚲࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࢵࣜࢡࢆࣥࢱ࣎ࠖࢺ࢘ࢢࣟࠕࡎ 
To exit the operation, click on the “Logout” button.  

ᶅ 

ᶆ 

ᶇ 
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㸰㸬⮬ศࠕࡢᏛ⏕ሗࠖࢆぢࡿ Browse Your Student Information. 

Ꮫ⏕ሗńᏛ⏕ࢆ࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏㑅ᢥࠊࡿࡍTWINS ࢆグ㘓ෆᐜࡢ✀ྛࡿࡍ㛵ศ⮬ࡢୖ

 ࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡶሗࡿࡍ㛵ዡᏛ㔠࣭ᤵᴗᩱච㝖ࠊࡸሗື␗ࡢ➼ఇᏛࠋࡍࡲࡁ࡛♧⾲
,I�\RX�VHOHFW�WKH�PHQX�´6WXGHQW�,QIRµ�ńµ6WXGHQW�Information”, you can display your 

various records on TWINS. Also, you can check the information such as your status 
changes information (e.g. leave of absence), or financial support infomation on the same 
screen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

㸱㸬⌧ఫᡤࡢ☜ㄆ Confirmation of Contact Details 

 ʄ Ꮫ⏕ሗЍᏛ⏕࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏Ѝ㐃⤡ඛሗࢆ㑅ᢥࠕࠊࡿࡍᮏே㐃⤡ඛ ᛴ㐃⤡ඛ⥭ࠕࠊࠖ ࠊࠖ

࡛⬟ኚ᭦ྍࡶ࡛ࡘ࠸ࡽ㐃⤡ඛሗࠖ⏬㠃ࠕࠊࡣᮏே㐃⤡ඛࠖࠕࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀᖐ┬ඛࠖࠕ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࠾࡚ࡋ᪂≧ែ᭱ᖖࠊ࡛ࡢࡍࡲࢀࢃ⤡㐃ࡢࡽᏛࠋࡍ
,I�\RX�VHOHFW�WKH�PHQX�́ 6WXGHQW�,QIRµ�ń�µ6WXGHQW�,QIRUPDWLRQµ�ń�µ&RQWDFW�'HWDLOVµ��\RX�

can display your contact information on TWINS. You can change your contact details at 
any time on the Contact Information screen. Please keep it up to date because it is used 
to contact with the university. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

νϔΝΕ͓Ζͳɼ
ͨΗͩΗๅ͗නࣖ
͠ΗΉͤɽ 
If you switch between tabs 
you can browse different 
information. . 
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 ʄ ࠕ⥭ᛴ㐃⤡ඛ ࡢ⏕⩌Ꮫࠋ࠸ࡉࡔࡃฟ࡚ࡋ⏦Ꮫ⏕ᨭᢸᙜࡢᨭᐊࠊࡣኚ᭦ࡢᖐ┬ඛࠖࠕࠊࠖ

ሙྜࠊࡣᖐ┬ඛࠕᡂ⦼㏻▱ࠖྛࡀᏛᮇᚋ㏦ࡍࡲࢀࡽ㸦ᅜෆᐄࡳࡢ㸧ࠊ࡛ࡢᖐ┬ඛࡀኚ᭦

ᖐ┬ඛ௨እࢆࠖ▱ᡂ⦼㏻ࠕ࡛⏤⌮࡞ู≉ࠊ࠾࡞ࠋ࠸ࡉࡔࡃฟ࡚ࡅᒆ᪩ᛴࡣሙྜࡓࡗ࡞

㏦࠸ࡋ࡚ࡋሙྜ➼ࠊࡣᨭᐊࡢᩍົᢸᙜࡋ⏦ฟ࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ 
For changes in emergency contacts or permanent address in your home country, please 

go to the Student Support counter in the Academic Service Office. As for Undergraduate 
Students, the grade notification will be sent out after the C module`s semester ends to 
your home country`s address (ONLY in Japan). Therefore, if you change your address, 
please inform it to the office immediately. If you wish to send your grade notification to 
another address for any special reasons and so on, please contact the Academic Record 
Management Section in Division of Educational Promotion, or the related Academic 
affairs counter in the Academic Service office. 

 
 
 ʄ 5 ᭶ 10 ᭶㡭ḟࡢ⌧ఫᡤ☜ㄆ⏬㠃ࡿࢀࡉ♧⾲ࡀࠕࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀᮏே㐃⤡ඛࠖࢆ☜ㄆ࣭

ಟṇࠕࠊࡋ᭦᪂ࠖࢆࣥࢱ࣎ᢲࠕࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ᭦᪂ࠖࢆࣥࢱ࣎ᢲࡣ࡛ࡲࡍḟࣥࢢࣟࡢࡶ⾲

ࡲࡁ࡛ࡣࡇࡿࡍ⏝ࢆド᫂᭩⮬ືⓎ⾜ᶵࠊࡣ㛫ࡿࢀࡉ♧⾲ࡀ㠃⏬ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡍࡲࢀࡉ♧

 ࠋࢇࡏ
A pop up screen to confirm your contact details will appear around May and October. 

When this screen displayed, please confirm your Contact Details. Unless you click on the 
“Confirm” button, this screen will continue to appear every time you login. In addition, 
you cannot use the automatic certificate-issuing machine while this screen is displayed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
㸲㸬ᒚಟ⏦ㄳ Course Registration 

㸲㸫㸯㸬ᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ෆ During the course registration period 
 ʄ�ᒚಟńᒚಟⓏ㘓࣭Ⓩ㘓≧ἣ↷ࢆ㑅ᢥࡿࡍᒚಟⓏ㘓⏬㠃ࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀ༞ᴗ⮬ᕫุᐃࡸ

㈨᱁⮬ᕫุᐃࡢᶵ⬟ࡣᙜ㠃ືࡣసࠋࢇࡏࡲࡋᒚಟࡀ┠⛉࠸ࡓࡋ㛤ㅮ࣭࣮ࣝࣗࢪࣔࡿࢀࡉ᭙

㝈ࠕࡢᮍⓏ㘓ࠖࠋࡍࡲࡋࢡࢵࣜࢡࢆ 
     6HOHFW� ´0HQXµ�ń� ´&RXUVHµ ń´&RXUVH� UHJLVWUDWLRQ࣭Registration status” to go to the 

Course registration page. Functions of self-evaluation for graduation / qualifications are 
not available in the current programs. 
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 ʄ ⏬㠃ࡀ㑄⛣࡚ࡋධຊḍࢆྕ␒┠⛉࡛ࡢࡿࢀࡉ♧⾲ࡀධຊࠕࠊࡋⓏ㘓 ࡃ࡚ࡋࢡࢵࣜࢡࢆࣥࢱࠖ࣎

 ࠋࡍࡲࡋࢡࢵࣜࢡࢆࢡ⣴᳨ࠖࣜࣥྕ␒┠⛉ࠕࠊࡣሙྜ࠸࡞ࡽุࡀྕ␒┠⛉ࠋ࠸ࡉࡔ

When course registration screen appears, enter the course code, and click on the 
“Register” button. If you do not know the course code, click on the “Course Search” link. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ʄ�⛉┠᳨⣴⏬㠃ࡣ௨ୗࡣྕ␒┠⛉ࠋࡍ࡛ࡾ࠾ࡢ๓᪉୍⮴ྡ┠⛉ࠊᩍဨྡࡣ୰㛫୍⮴᳨࡛⣴

ࢆྡ┠⛉࠸ࡓࡋᒚಟ࡛ࡢࡿࢀࡉ♧⾲ୗẁࡀ⣴⤖ᯝ᳨ࡿࡍࢡࢵࣜࢡࢆࣥࢱ࣎⣴᳨ࠋࡍࡲࡋ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࢵࣜࢡ
“Course Search” is as follows: You can search for classes by entering the first 2~4 
alphanumeric characters of a course code, or by entering the middle 2~4 consecutive 
alphanumeric characters of a course title or Instructor’s name. When you click on the 
“Search” button, the search results will be displayed near the bottom, click on the course 
title you want to register 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

͞νϔͺɼϠ
ζϣʖϩΝන͢
Ήͤ 
These tabs 

show modules. 
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ʄ�Ⓩ㘓ᚋࠊྡ┠⛉ࠊྕ␒┠⛉ࡣᢸᙜᩍဨྡࡀ㛫ࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲ᒚಟ⏦ㄳࡾྲྀࢆᾘࡍሙ

ࢱ࣎๐㝖ࠊ࡛ࡢࡿࢀࡉ♧⾲ࡀㄆ⏬㠃☜ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࢵࣜࢡࢆྕ␒┠⛉࠸ࡓࡋ๐㝖ࠊࡣྜ

ࠋ㸧ࡍࡲࡾ㝈㸦ᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ෆࡍࡲࢀࡉᾘࡾྲྀࡀᒚಟ⏦ㄳࡿࡍࢡࢵࣜࢡࢆࣥ

When the registration is completed, the course title, the course code, and the main 
instructor’s name will be displayed on the time schedule. To cancel the registration, click 
on the course code you want to cancel. The confirmation screen will appear. Click on 
“Delete” button to complete the cancellation. (Cancellation is possible only during the 
course registration period) 

ʄ�㞟୰ㅮ⩏࡛࡞ᶆ‽ᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫እࡢ⮬⊃┠⛉⏦ㄳᮇ㛫ࢆタᐃࢆ┠⛉ࡿ࠶࡚ࡋⓏ㘓ࡁࡿࡍ

ࡲࡋࢡࢵࣜࢡࢆࢡⓏ㘓ࠖࣜࣥ┠⛉ࡢࡢࡑ㞟୰㸭ࠕ࡚ࡋ㑅ᢥࢆࣈࢱࡢ࣮ࣝࣗࢪ㛤ㅮ㛤ጞࣔࠊࡣ

㞟ࡓࢀࡉⓏ㘓ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㑅ᢥࢆࣈࢱࡢࢀࡒࢀࡑࡣ⩏㞟୰ㅮࡢᏘఇᴗ୰ࡸኟᏘఇᴗ୰ࠋࡍ

୰ㅮ⩏ࠊࡣ㛫ࡢୗࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲

To register a course which has been set outside of the regular course application period, 
such as intensive course, select the Start Course module tab and click the "Register for 
intensive courses" link. To register for intensive courses, held in the summer / spring recess, 
select the appropriate tabs. The registered intensive courses will display beneath the time 
schedule. 
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㸲㸫㸰㸬ᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫እ In a case out of the period of course registration 
 ʄ�ᒚಟ⏦ㄳᮇ㛫ࢆ㐣ࡢ┠⛉࡚ࡂ㏣ຍ࣭๐㝖࠺⾜ࢆሙྜࠊࡣᒚಟńᒚಟ⏦ㄳኚ᭦ࠋࡍࡲ࠸⾜ࡽ

㏣ຍ࣭๐㝖ࢆᕼᮃࢆ┠⛉ࡿࡍධຊᚋࠕᒚಟ⏦ㄳኚ᭦㢪ࠖࢆⓎ⾜ࠊࡋᤵᴗᢸᙜᩍဨࢫࣛࢡࠊᢸ

௵㸦ᣦᑟᩍဨ㸧ࠊᏛ㢮㛗㸦ᑓᨷ㛗㸧➼ࡢᢲ༳ࢆ㈔ࠊ࠸ᨭᐊᥦฟ࣭ᢎㄆࠊࡤࢀࢀࡉᒚಟࡢ㏣

ຍ࣭๐㝖ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆ 
If you want to add or delete courses after the course application period, go to “Course” 

ń� “Change registration request”. Then, print out “Request for Change of Registration 
form” after inputting the course you want to add or delete and submit it to the support 
office. If you receive a seal from an Instructor, Class Instructor (Supervisor), Chair, etc. 
and getting their approval, you can add or delete courses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
㸳㸬๓Ⓩ㘓 Pre-registration 

ᒚಟń๓Ⓩ㘓ń๓Ⓩ㘓ࢆ㑅ᢥࠊࡿࡍ௨ୗࡢ⏬㠃ࡢ┠⛉ࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀ㛤ጞࣔࡿࢀࡉ

ࡽぴ୍ࡢ┠⛉ࡓࢀࡉ♧⾲ࠊࡋ㑅ᢥࢆ㑅ᢥ㸧ࣉ࣮ࣝࢢ┠⛉᭙㝈㸦ࠊ㑅ᢥ㸧ࣜࢦࢸ࢝㸦࣮ࣝࣗࢪ

ཷㅮࢆᕼᮃ┠⛉ࡿࡍᕼᮃ㡰ࠕ࡚ࡅࡘࢆ☜ㄆࠖࢆࣥࢱ࣎ᢲࠊ࡛ࡇࡍ☜ㄆ⏬㠃㑄⛣ࡢࡿࡍ

 ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᢲࢆࣥࢱ࣎Ⓩ㘓ࠖࠕࡤࢀࡅ࡞ࡀ࠸㛫㐪ࠊ࡛
ͤ ヲ⣽ࠕࡣ๓Ⓩ㘓ࠖෆࡈࢆぴࠋ࠸ࡉࡔࡃ 
ͤ ⌧ᅾࠊࡣᏛ⩌⏕ྥࠕࡢࡅ⥲ྜ⛉┠㸦Ꮫኈᇶ┙⛉┠㸧ࠖࠕࠊᑓ㛛ᑟධ⛉┠ ࡳࡢᏛᗎㄝࠖ≀⏕ࠕࠊࠖ

⏝ࡿ࠸࡚ࡋᶵ⬟ࠋࡍࡲࡾ࡞ 
The screen will be displayed as below if you go to “Registration” ń “Pre-UHJLVWUDWLRQµ�ń�

“Pre-registration”. Select the module (Category Select), Day/Time (Group Select), select the 
courses in the order of your preference from the list of courses displayed and click the 
confirmation button. After that, the confirmation screen will be displayed. Then, if your 
selection is correct, click the “registration” button. 

  ͤFor more detail, please refer to the “Pre-registration” Guide.  
ͤCurrently, this function is only available for “Introduction Subjects”, “Multidisciplinary 

Subjects for the Undergraduate Degrees” and “Essential Biology” 
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㸴㸬ඛ╔㡰Ⓩ㘓 Registration on first-come-first-served basis 

๓Ⓩ㘓ᚋࡢᢳ㑅ࡢ⤖ᯝࠊᕼᮃ⪅ཷࡀㅮᐃဨ㐩ࡓࡗ࡞ࡋ๓Ⓩ㘓⛉┠ࠊࡣ࡚࠸ࡘᐃဨ

㸦㸲㸬ࡍᵝ࡛ྠᒚಟ⏦ㄳࡢ㏻ᖖࡣᒚಟ⏦ㄳࠋࡍࡲࡾ࡞⬟ྍࡀඛ╔㡰࡛ᒚಟ⏦ㄳ࡛ࡲࡿࡍ㐩

ᒚಟ⏦ㄳࢆཧ↷㸧ࠋඛ╔㡰࡛ᒚಟ⏦ㄳࡅཷࢆࠊࡣ┠⛉ࡿ࠸࡚ࡅ⛉┠᳨⣴⏬㠃ࠕࡢඛ╔㡰⛉┠ࠖ

┠⛉ࠊࡣ┠⛉࠸࡞࠸࡚ࡋ㐩ᐃဨ⣴᳨ࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲ぴ୍࡛ࠊࡿࡍ⣴᳨࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳ

 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ែ≦ࡿࡁ࡛ࢡࢵࣜࢡࡀྡ
 If a pre-registration course which the applicant did not reach the enrollment limit, it is 

possible to apply it until to reach the limit in the same way. In such case, the application 
method is the same as the regular course registration. (Refer to 㸲. Course Registration).The 
courses on first-come-first-served-basis will be displayed as a list if you check the “Courses 
on first-come-first-served-basis“ on the course search screen and when you search, courses 
that have not yet reached capacity are clickable. 

 
 

ΩτβϨમ Category Select 

Ռήϩʖϕમ Group Select 

ՌॳҒౌس
ɼ֮ Preference 
order and confirmation 
of the course that you’d 
like to register 
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㸵㸬ᡂ⦼ࡢ☜ㄆ Confirmation of academic results 

ᡂ⦼ńᡂ⦼↷࡛ᡂ⦼ࢆ☜ㄆࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍᖹᡂ 25 ᖺᗘ௨㝆ධᏛࡓࡋᏛ⩌⏕ࠊࡣ

GPA  ࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡶ
You can check the academic results by clicking “Grade” ń “grade inquiry”.For students 

who entered after 2013, GPA will also be displayed. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸶㸬ࢺ࣮ࢣࣥ Enquete 

ᤵᴗ࡛ࡢ㉁ࠊࡸᤵᴗෆᐜࡢឤࡸホ౯ࠊࢆTWINS ᅇ⟅ࠋࡍࡲ࠼⾜࡛⬟ᶵࢺ࣮ࢣࣥࡢ

ᮇࠊࡿ࡞௨ୗࡢ⏬㠃࠺ࡼࡢᅇ⟅ᑐ㇟⛉┠ࠊ୍ࡀ ぴ࡛⌧ࠊ࡛ࡢࡍࡲࢀᅇ⟅࠾ࢆ㢪ࠋࡍࡲࡋ࠸

ᅇ⟅㡯┠⛉ࡣ౫ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞␗ࡾᴫࡢྑࡡ⏬㠃ࡢᵝ㸪㑅ᢥᘧࠊグ㏙ᘧࡀΰࡓࡗࡊᵝᘧ

 ࠋࡍ࡛
You can use the TWINS enquete function to answer questions and to evaluate the class 

content. When it is time to answer, the course will appear in the list as shown in the following 
screen, please answer each question. The questions differ depending on the course, but in 
general, it is a mixed form of the selection formula and the description formula as shown on 
the right. 
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㸷㸬ఇㅮ࣭࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ⏬㠃 The screen for schedule and cancellation 

 ʄ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ�⟶⌮㸦A㸧ࠊࡿࡍࢡࢵࣜࢡࢆᒚಟࡿ࠸࡚ࡋ㛫ሗ㸦ఇㅮࡴྵࢆ㸧ࡉ♧⾲ࡀ

ࢆ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡢಶேࠊ࡛ࡇࡿࡍࢡࢵࣜࢡࢆࣥࢱ࣎ࠚ㸩࠙ࡢୖ࣮ࢲࣥࣞ࢝ࠊࡓࡲࠋࡍࡲࢀ

Ⓩ㘓࣭๐㝖࡛ࠋࡍࡲࡁ 
When you click on “Schedule Management (A)”, you will see the timetable information 

you are taking, including classes canceled. You can also register and delete personal 
schedules by clicking the [+] button on the calendar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ʄ�ఇㅮ⿵ㅮཧ↷㸦B㸧ࠊࡿࡍࢡࢵࣜࢡࢆఇㅮࡴྵࢆ㛫ሗࠊࢀࡉ♧⾲ࡀ㡯┠ࢆ㑅ᢥ࡚ࡋヲ

⣽࡞ሗࢆ☜ㄆ࡛ࠋࡍࡲࡁ 
If you click on “Reference of Class Cancellation and Make-up Class(B)”, information of 

time table including cancellation will be displayed, and you can select an item to check 
detailed information.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
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10㸬ᥖ♧⏬㠃 Bulletin Board 

ᮏᏛ࡛ࠊࡣᥖ♧ᯈᥖ♧ࡣࡢࡶࡓࢀࡉᏛ⏕ࡀᢎ▱ࠊࡋ࡞ࡳࡢࡶࡓࡋᥖ♧ࢆぢ࠸ࡓࡗ࡞

ࡣ㸧࡞㸯᪥㸰ᅇ㸦ᮅ࣭ኤࠊࡣᏛᮇ୰ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣࡇࡿ࡚❧ࡋ⏦ࢆ➼㆟␗ᚋ࡛⏤⌮࠺

ᥖ♧ᯈࢆぢࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࠺ࡼࡿ 
The university considers what is posted on the bulletin board to be recognized by the 

student and cannot file any objections after the fact because it did not see the notice. Please 
check the bulletin board twice a day (morning and evening) during the semester. 

 
 ʄ�᪂╔ᥖ♧㸦C㸧ࡢࣝࣥࣕࢪྛࠊࡿࡍࢡࢵࣜࢡࢆ᪂╔ᥖ♧᭱ࡀ㸳௳࡞ ࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲࡛ࡲ

ࡿぢࢆ♧ᥖࡢ㐣ཤࠊࡓࡲࠋࡍ㸵᪥㛫࡛ࡵྵࢆᥖ㍕᪥ࠊࡣᮇ㛫ࡿࢀࡉᥖ㍕࡚ࡋ♧᪂╔ᥖࠊ࠾

ሙྜྑࣝࣥࣕࢪྛࠊࡣഃࡗࡶࠕㄞࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࢵࣜࢡࢆࠖࡴᥖ♧ࡢ⡆᳨᫆⣴ࡲࡁ࡛ࡶ

 ࠋࡍ
Click on “Newly Arrived(C)” to display up to 5 new announcements for each genre. The 

period for displayed as the latest news is 7 days including the posting date. Also, if you 
want to see past information, please click "Reads more" to the right of each genre. You can 
also search for postings quickly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʄ�ᥖ♧ᯈཧ↷㸦D㸧ࠊࡿࡍࢡࢵࣜࢡࢆձࠕᥖ♧ᯈ᳨⣴ࠖḍࠊࢀࡉ♧⾲ࡀ᮲௳ࢆタᐃ᳨ࡓࡋ⣴࡛ࡀ

Ⓩࣝࣥࣕࢪࡢࡑࠊࡿࡍࢡࢵࣜࢡࢆྡࣝࣥࣕࢪࠊࢀࡉ♧⾲ࡀぴࠖḍ୍ࣝࣥࣕࢪࠕղࠋࡍࡲࡁ

㘓ࡿ࠸࡚ࢀࡉᥖ♧୍ࡀぴ⾲♧ࠋࡍࡲࢀࡉ 
If you click on “Bulletin Board (D)”,  
ձ The "Search notice" field will be displayed, you can search by setting the condition. 

 ղ After the "List of genres" field is displayed, you can click the genre name in it to display 
a list of postings registered in that genre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

D 

ᶆ 

ᶅ 
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ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂᨭࣝࣗࢽ࣐࣒ࢸࢫࢩ㸦Ꮫ⏕⏝㸧 

 

1. ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂᨭࡣ࣒ࢸࢫࢩ 

ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂᨭ࣒ࢸࢫࢩ (KdB) ࡣ⟃ἼᏛ࡛㛤ㅮࡿࢀࡉᤵᴗ⛉┠ࡢሗࢆ⟶⌮࣭බ⾲ࡍ

࣭ࡈ⧊⤌⫱ᩍࡣ௨๓ࠊࡣ➼ሗࡢ┠⛉ᤵᴗࠋࡍ࡛ࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡿ ᖺᗘࡈ Excel ࡛సᡂࠊࡋ

༳ๅ≀࡚ࡋ㓄ᕸྛࠊࡾࡓࡋᏛ⩌➼࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢබ㛤୍ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡿࡍࡾࡓࡋ

య࡚ࡋࢫ࣮࣋ࢱ࣮ࢹࡢබ㛤୍ࡢࢱ࣮ࢹࠊ࡛ࡇࡿࡍ㈏ᛶࡸ᭦᪂ᛶࢆ㧗ࢆࡇࡿࡵ┠ᣦ࠸࡚ࡋ

 ࠋࡍࡲ

Web ࡚ࡋ㉳ືࢆࢨ࢘ࣛࣈ https://kdb.tsukuba.ac.jp ࠸࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢫࢭࢡ

 ࠋࡍ࡛ࣥࣙࢪ࣮ࣂ࣮ࣕࢪ࣓ࡢ๓ࡘ୍∧᪂᭱ྛࡢ IE/Firefox/Chrome/Safari ࡣࢨ࢘ࣛࣈࡿ

 

᪥ᮏㄒ࣭ⱥㄒࡢ⾲♧ษࡾ࠼ 

࡛ࡇࡍᢲࢆࣥࢱ࣎[᪥ᮏㄒ]ࡢ㠃ྑୖ⏬ࠊࡀࡍ᪥ᮏㄒ⾲グ࡛ࡣᶆ‽⏬㠃ࡢᚋ┤ࢫࢭࢡ

ⱥㄒ⾲グኚࠋࡍࡲࡾࢃ 

 

 ࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲࡢぴ୍┠⛉⣴᳨ࡢ┠⛉ .2

ࠊ᳨ࡣ࠺⾜ࢆ⣴᳨ࡢ┠⛉ ⣴᮲௳ࢆᣦᐃ᳨ࠕࠊࡋ⣴ ࡿࡁᣦᐃ࡛ࠋࡍࡲࡋࢡࢵࣜࢡࢆࣥࢱࠖ࣎

᳨⣴᮲௳ࠊࡣ 

ձ ᖺᗘ㸦ᣦᐃᚲ㡲㸧 

ղ Ꮫᮇ㸦㒊ศ୍⮴㸹ᣦᐃࢆ࣮ࣝࣗࢪࣔࡓࡋ㛤ㅮᮇࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀ┠⛉ࡴྵ㸧 

ճ ᭙᪥㸦㒊ศ୍⮴㸹ᣦᐃࡓࡋ᭙᪥ࢆ㛤ㅮ᭙᪥ࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀ┠⛉ࡴྵ㸧 

մ 㝈㸦㒊ศ୍⮴㸹ᣦᐃࡓࡋ㝈ࢆ㛤ㅮ㝈ࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀ┠⛉ࡴྵ㸧 

յ ᩍᐊ㸦ᣦᐃࡓࡋᩍᐊ࡛ᐇࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀ┠⛉ࡿࡍ㸧 

ն ࢢࣟࢱ࢝ࢫ࣮ࢥ㸦㑅ᢥࡾࡲࡲࡢ┠⛉ࡓࡋᒓࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀ┠⛉ࡿࡍ㸧 

շ ᳨ࢻ࣮࣮࣡࢟⣴㸦ධຊࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀ┠⛉ࡿࡍ⮴ྜࢻ࣮࣮࣡࢟ࡓࡋ㸧 

ո ࢫࢡࢵ࣎ࢡࢵ࢙ࢳ 

ᴫせڧ  ࢫࣂࣛࢩ࣭ ഛ࣭⪃ࡴྵࢆ㸦ᴫせ࣭ࢫࣂࣛࢩሗࡿࡍ♧⾲࡚ࡵྵࡶሙྜࢡࢵ࢙ࢳ㸧 

 㸧ࢡࢵ࢙ࢳሙྜࡿࡍ♧⾲ࢆ┠⛉࡞⬟ㄳྍ⏦ࡀ⏕ᒚಟ⏕ᑐ㇟㸦⛉┠➼ᒚಟ➼┠⛉ڧ 

 㸧ࢡࢵ࢙ࢳ㸦ሙྜࡃ㝖ࢆ┠⛉࠸࡞ࡋᙜヱᖺᗘ㛤ㅮڧ 

ࡢ 8 ✀㢮࡛ࡍ㸦ᅗ 1㸧1ࠋ ࢆ௳᮲ࡢ࡚ࠊࡿࡍࢡࢵࣜࢡࢆࣥࢱ࣎⣴᳨࡚ࡋᣦᐃࢆ௳᮲ࡢ௨ୖࡘ

㸦ᅗࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀࡅࡔ┠⛉ࡍࡓ‶ 2㸧ࠋ 

 
ᅗ 1 ᳨⣴ࡢ⏬㠃 

ձ 
ղ ճ մ 

յ 
ն 

շ 
ո 
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⛉┠᳨⣴ 

1) ᖺᗘࠖḍึࡣᮇ್࡚ࡋ⌧ᅾࡢᖺᗘࡀධຊࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ㏻ᖖࡣ᧯సࡢᚲせࡏࡲࡾ࠶ࡣ

 ࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣࡇࡿࡍࢆ⣴᳨ࡿࡀࡓࡲᖺᗘᩘ「ࠊࡾ࠶ᚲ㡲࡛ࡣධຊࡢᖺᗘࠊࡀࢇ

ࢆᏛᮇࠖࠕࡤ࠼ࡓࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㑅ᢥࡽ࣮ࣗࢽ࣓ࣥ࢘ࢲࣝࣉࢆ௳⣴᮲᳨ࡢࡢࡑ (2 (2

࣮ࣗࢪࣔ࠸ࡓࡋ௳᮲ࠊ࡛ࡢࡿࢀࡉ♧⾲ࡀࢺࢫࣜࣥ࢘ࢲࣝࣉࡢᏛᮇࠊࡿࡍࢡࢵࣜࢡ 㸦ࣝࠕ

Aࠖ࡞㸧ࢆ㑅ᢥࡣࠖࢢࣟࢱ࢝ࢫ࣮ࢥࠕࠋࡍࡲࡋ⛉┠୍ぴ➼ࡢ┠ḟ┦ᙜࡿࡍぢฟࡀࡋ㝵ᒙ

ⓗ࠸ࡓࡋ♧⾲ࠊ࡛ࡢࡿࢀࡉ♧⾲ぢฟ୕ྑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࢡࢵࣜࢡࢆࡋゅࢡࢆࣥࢥࡢ

ࠋ᳨ࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀ㝵ᒙࡢḟࡢࡋぢฟࡿࡍࢡࢵࣜ ⣴᮲௳ࢆゎ㝖ࡿࡍ㝿ࠊྑࡣ ୗྲྀࠕࡢᾘࠖ

 ࠋࡍࡲࡋࢡࢵࣜࢡࢆࣥࢱ࣎

 ࠋࡍࡲࡋࢡࢵࣜࢡࢆࣥࢱ࣎⣴᳨ࠖࠕ (3

 

 
ᅗ 2 ᳨⣴ᐇ⾜ᚋࡢ⏬㠃 

 

⛉┠୍ぴࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲࡢ 

1) ⏬㠃୰ኸୗ㒊ࠕࡢ⛉┠୍ぴࣝࣇᙧᘧ ࡽࠖ EXCEL ᙧᘧ㸦Office Open XML ᙧᘧࠋ௨ୗࠊ

XLSX ᙧᘧ㸧 CSV ᙧᘧࢆࢀࡎ࠸ࡢ㑅ᢥࠋࡍࡲࡋCSV ᙧᘧࡣ Shift JIS ࢀࡉಖᏑ࡛ࢻ࣮ࢥ

 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀሙྜ࠸࡞ࡁ࡛♧⾲ࡃࡋṇࡀ➼ேྡࡢ㒊୍ࠊ࡛ࡢࡿ

 ࠋࡍࡲࡋࢡࢵࣜࢡࢆࣥࢱ࣎ࠖࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲぴ୍┠⛉ࠕ (2

ࣈ (3 ࣛ ࢘ ࢨ ࡀ ࠕ kdb_yyyymmddhhmmss.xlsx 㸦ࠖ yy…ss ࡣ ᖺ ᭶ ᪥  ศ ⛊ 㸧 ࡲ ࡓ ࡣ

kdb_yyyymmddhhmmss.csvࠕ ࠋࡍࡲࡋࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲࢆぴ୍┠⛉ࡢ୰♧⾲࡛ྡࣝࣇ࠺࠸ࠖ
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ࡋⅬ࡛㑅ᢥࡢࡇࢆࠖࡃ㛤ࠕ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉࠊࡿࡍಖᏑࠖࠕࠊࡣ࡚ࡗࡼࢨ࢘ࣛࣈ

 ࠋࡍࡲ

 

 ♧⾲ࡢࢫࣂࣛࢩ

⛉┠୍ぴ⏬㠃ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ♧⾲ࢆࢫࣂࣛࢩࡢ┠⛉ྛࡽ 

ࡿࡍࢡࢵࣜࢡࢆࠖࢫࣂࣛࢩࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࢡࣥࣜࡀࠖࢫࣂࣛࢩࠕࡢཧ↷ḍࠊࡣࢫࣂࣛࢩ (1

㸦ᅗࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀᮏᩥࢫࣂࣛࢩ࡚࠸㛤ࢆࣈࢱ࠸ࡋ᪂ 3㸧ࡀࢫࣂࣛࢩࠊ࠾࡞ࠋసᡂ࡚ࢀࡉ

ࡾ࠾࡚ࡗ࡞ᵝ࠸࡞ࡁ࡛ࢡࢵࣜࢡࠊࢀࡉ♧⾲࡛ࢺ࣮࢘ࣞࢢࡀࠖࢫࣂࣛࢩࠕࡣ┠⛉࠸࡞࠸

 ࠋࡍࡲ

᭦᪂ࢆࢫࣂࣛࢩᚋࡢࡑࡀᢸᙜᩍဨࠋࡍ࡛∧ᐃ☜ࡢᖺᗘᙜึࡣࢫࣂࣛࢩࡿࢀࡉ♧⾲ึ᭱ (2

ࢵࣜࢡࡢୖྑࠊࡓࡲࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲ࡀࢡࣥࣜࠖ♧⾲ࢆࢫࣂࣛࢩࡢ∧᪂᭱ࠕࡣሙྜࡿ࠸࡚ࡋ

ᅛᐃࡢࢫࣂࣛࢩᙜヱࡣࣥࢥࡢࣉ URL  ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉタᐃࡀ

 

 ࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲࡢࢫࣂࣛࢩ

 ࠋࡍࡲࡋࢡࢵࣜࢡࢆࣥࢱ࣎ࠖࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲࢫࣂࣛࢩࠕ (1

syllabus_yyyymmddhhmmss.pdfࠕࡀࢨ࢘ࣛࣈ (2 㸦ࠖyy…ss ࡛ྡࣝࣇ࠺࠸ᖺ᭶᪥ศ⛊㸧ࡣ

⾲♧୰ࡢ⛉┠࡚ࠋࡍࡲࡋࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲࢆࢫࣂࣛࢩࡢ  

 ࠋࡍ࡛ࢫࣂࣛࢩࡢࠖ∧බᘧࠕࠊࡣࡢࡿࡁ࡛ࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲͤ

 
ᅗ  㠃⏬♧⾲ࢫࣂࣛࢩ 3

025



1 

፭ᎬĬႩ ĩଈ Į႘ 

 ᆪஏශ�፭ᎬĬႩ ĪଈĩĮ႘ࡴ�

ॺૌॺภ 

་ॺࢇॺภ  २ࡔ 

 ༶ဴᆱॺྙࡱੱ

इ ဿ ୯ ᇱ 

፭ᎬĬႩဗ೨ƣಲ౮ƠƙŹƛ 

ƤƍƶƠbॺภƣƴƟƊǈƣ૫໗ƌƔශǞȘǵǑǏȖǤশ४་ሻపƭƣƉ

Ơƽƿb೨ƹଞঊ၌Ǉ૫໗ƜƂƛŹǀƈƝƠশƌඑƇƳƎc 

ଵఓbೂवƤbශǞȘǵǑǏȖǤƭƣࣤƝೂव૪అঊ၌ƣፊጵǇƽƿ੫ିƟƷƣƝ

ƌƔǑǎǥǞȘǵƠ୶ƆƔශƌŹཌॎƠࡤபƌƛŹƳƎc२ப၌ฑƣোᎬƁුƶƾǁ

ǀƝƝƷƠbȚǚǬȞไƹಓፑዄƣঊዿ້ුƟƞƣࣤƷුǈƜŹƳƎcƌƀƌbশ

ƤໍƌƔǄƆƜƤƟƄbࢂƂ໗ƂশሻƣࣤǇ໗ƆǀƈƝƁᅢጅƝƟƘƛŹƳƎc 

ƈƣƽŻƟඡੳǇ၃ƳŽbॺƠſƆǀ፭ᎬĬႩဗ೨ƣಲ౮ሑ့ǇऀࡒƣƝſƿଂ

࿊ƌƳƌƔƣƜſཐƾƐƌƳƎcॺภƣƴƟƊǈƁǘȎȞǼǤǇཨƝƌƔኜƜƣॺƨ

ƹዻyƟ୪ጺǇྫྷƍƛbഊಲƌƔǘȎȞǼǤȔǏȀǇຽǀƈƝǇ৪ƘƛŹƳƎc 

Ɵſbௗଢ଼ƣශǞȘǵǑǏȖǤশ൵ƣশඡੳƠƽƿbሑǇᇥஏƎǀƠƤb

ूƶƛᎌጛƌƳƎc 

Ĩe፭ᎬĬႩဗ೨ƣಲ౮ƠƙŹƛ 

Ĩ�೨ಲ౮ƠſƆǀৰሑ 

শሻపǇƍƔŻŽƜb�ኜ೨�ǇৰƝƌƛಲ౮ƌƳƎc 

ƟſbǕȞȔǏȞǇঊዿƌƔሑƁஸŹੱࡱ୲ऐǇዛƎǀऎኬƠƙŹƛƤb�ǕȞȔǏȞ

೨�Ǉಲ౮ƌƳƎc 

Å �ኜ೨ऎኬ�Ɲ�ǕȞȔǏȞ೨ऎኬ�ƣતᇀƠƙŹƛƤb�ĩe೨ಲ౮�ኜ೨fǕȞ

ȔǏȞ೨�ƠƙŹƛ�Ǉౄ൴ƌƛƄƕƊŹc 

ĩ�ஓၾƜƣঊ၌ಐƠſƆǀಈஶ 

ኜ೨ƤഋᇀƟশపǇƘƔඑƜಲ౮ƌƳƎcॺภƣƴƟƊǈƤࢂƂ໗Ƃb೨

ƣଢ଼ƹ೨ཨƣੱಬƣহਂƣ࿌bŹbǍȖǞ|Ȗ൯ၣƟƞbৰƟশ൵ప

ƣ૫໗ƠƉǇſ৪ŹƌƳƎcƟſbȉǤǚƣཧዿƠƙŹƛƤ२଼ƣᄕཉƠ࡙Ƣǀƈ

ƝǇৰƝƌƳƎc 

་ॺƠႚஓƎǀƤb२ಛƁႚஓƎǀ႘ƣྞઝ 14 ႘ƣଌஅళᎩǇᆋƆbƒƣ

ᎩᅳǇ༶ဴੱࡿ�೨༶ဴੱࡿb౪၏ੱ့ࡿ�Ơ࿓ಘƜƂǀƽŻૢƌƛƄƕƊŹcᎩ

ᅳƤ་ॺƣዻಠ፯ǇጦዿƎǀƀbƷƌƄƤ၍့ƣၾዴƁఐƊǁƛŹǁƥ་ॺƣዻಠ፯Ơ

ƽƾƏƝƷଅஓƜƎcƳƔസ໔ƎǀੱࡱຎදƁ౪࿊ƎǀଌஅళǍȂȕƣౚዿƷईƝƌƳ

ƎcஓၾƜƣঊ၌ƠŷƔƘƛƤb�ශǞȘǵǑǏȖǤশ൵४་ሻƣƔƶƣࣤ౪

�ǇളƎǀƝƝƷƠbॺภಛිƳƔƤ၍੍ƣሑƣྔᆊፕƠƽƿশǇਝŻbႵ
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୴ไೄƠƟƘƔƟƞƣࣤƠƙŹƛƤ�ශǞȘǵǑǏȖǤশƁਝǄǁǀƣ

ƣப၌ȀȘ|�Ǉ॰ႡƌƛƄƕƊŹcඈƤऀǑǒȁǠǏǳƣ�ॺƣǗǏǴȔǏ

Ȟਸƨঊ၌ඡੳ�Ǉౄ൴ƌƛƄƕƊŹc 

� ශǞȘǵǑǏȖǤশ൵ƭƣࣤ�ƳƝƶ�

� https://www.tsukuba.ac.jp/about/antidisaster-crisismanagement/covid-19/ �

ĩe೨ಲ౮�ኜ೨fǕȞȔǏȞ೨�ƠƙŹƛ 

Ĩ�೨ಲ౮ƣતᇀ 

ॺƜƤbௗଢ଼ƷኜƝǕȞȔǏȞǇຎƴǄƐƔ೨ऎኬƟƞb೨ƣಲ౮ሑሓƁ

ዻँƎǀƈƝƁມ࿊ƊǁǀƈƝƀƾb፭ᎬĬႩဗࡒவbऎኬဎᎩಐƠ२೨ऎኬƣಲ౮ሑ

ሓƹ 60༳ࡔඑƭƣ૱එƣጅᄵ�๊ነƤଢ଼ഠ�Ǉ॰ႡƜƂǀƽŻƠbኜ೨ऎኬfǕ

ȞȔǏȞ೨ऎኬƣᇀ፬ǇऀࡒƣƝſƿ࿊ਟƌb�೨ሑሓƣતᇀ�Ɲƌƛ KdB�्็೨

ऎኬࡴጥchttps://kdb.tsukuba.ac.jp/ �ƣᅏணጡƝǢȔǻǤƜಘƌƳƎcಛිƣጨೲ

૱बǇጵƛǀƠŷƔƿbౄணƝƌƛƄƕƊŹc 

�೨ಲ౮ƣતᇀ็࿊ᅳ� 

ऎኬƣતᇀ ೨ሑሓƣતᇀ ๊ነ 

60༳ࡔඑ

ƭƣ૱එ 

(Åॺૌภƣƴ) 

ኜ 

೨ऎኬ 

Ғ ኜ 
ಐኜ೨Ơƽƿಲ౮Ǝǀ೨

ऎኬc 

ƶƟŹ 

ғ ኜ 

�ǕȞȔǏȞᇏዿ� 

ኜ೨ƝǕȞȔǏȞ೨ƣᇏዿ

Ơƽƿಲ౮ƌbኜƣআƁᄖࡒ

එƣ೨ऎኬc 

ǕȞȔǏȞ 

೨ऎኬ 

Ҕ ǕȞȔǏȞ 

�ኜᇏዿ� 

ኜ೨ƝǕȞȔǏȞ೨ƣᇏዿ

Ơƽƿಲ౮ƌbኜƣআƁᄖቴ

ተƣ೨ऎኬc 

ƶǀ 
ҕ ǕȞȔǏȞ 

�ǕȞǲȉȞǴ� 

ಐǇǕȞȔǏȞ೨Ơƽƿಲ

౮ƌbƝƌƛǕȞǲȉȞǴƠƽ

ƿಲ౮Ǝǀ೨ऎኬc 

Җ ǕȞȔǏȞ 

�၍ಐຖሑ୶� 

ಐǇǕȞȔǏȞ೨Ơƽƿಲ

౮ƌbƝƌƛ၍ಐຖሑ୶Ơƽƿ

ಲ౮Ǝǀ೨ऎኬc 

Å ǕȞǲȉȞǴƝƤbLMS�manaba�့ǇዿŹbያƶᎩबƌƛſŹƔਟ၌बƹಃፍ့Ǉॺ

ภƁ႞ƣಐƠ౽ྐƜƂǀƷƣƜŷƿbॺภƁဴड़೨ǇபŻੱಬ့॒ࡒƣസƜጨ

ೲƎǀƈƝƠƽƿbኜ೨ƣࡴᆪƳƔƤƛǇ༉ƎǀሑಠǇŹŹƳƎcƳƔb೨

ፇଢ଼ƎƴƹƀƠǏȞǪ|ǸǮǳ့ƣሑሓƠƽƿb�ಱਝࣤး့ƠƽǀഋᇀƟ౪၏�ƁபǄǁ

ǀƝƝƷƠb�ॺภƣଣƣ୪হƣव�Ɓ॰ᇱƊǁƛŹǀƷƣǇ౪ƌƳƎc 
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Å ၍ಐຖሑ୶ƝƤbǕȞȔǏȞǢǤǱȋǇዿŹb೨ƣዻǇࣙॸདƠ၍ಐვමƌbॺภ

Ɓဴड़೨ǇபŻੱಬ့॒ࡒƣസƜb೨ƠȕǍȖǪǏȋƜౄइƎǀሑಠǇŹŹƳƎc 

ĩ�ॺૌॺภƣ໘ጅଉƝǕȞȔǏȞ೨ऎኬ�Å་ॺࢇॺภƤŷƿƳƐǈ� 

ॺૌॺภƠƙŹƛƤb२ॺૌfॺ፬့ƠſŹƛb໘ጅଉƝƌƛೲၜƎƮƂ໘༳ࡔ

ƁƒǁƓǁ࿊ƶƾǁƛŹƳƎƁb೨ಲ౮ƁǕȞȔǏȞ�ǕȞȔǏȞƠƽǀ೨Ɓຳ

೨ಐƣᄖᇀǇྖŽǀƷƣ�ƣऎኬƠƙŹƛƤb໘ጅଉƠ్ႚƜƂǀ༳ࡔƣඑƁ

60༳ࡔƳƜ�60ऀࡒ�༳ࡔඑ��Ɲ་ॺ็མৰമƠƽƿ࿊ƶƾǁƛŹƳƎ�་ॺࢇƣड

࿘ǇൊƄ�c፭ᎬīႩဗƳƜƠೲၜƌƔǕȞȔǏȞ೨ऎኬƣ༳ࡔƤdગ਼ಐƣၟ፯ຂ

མƝƌƛ 60༳ࡔඑƠƳǁƳƐǈƁb፭ᎬĬႩဗࡒவƠǕȞȔǏȞ೨ऎኬƠƽƿೲ

ၜƌƔ༳ࡔƤ 60༳ࡔඑƠƳǁǀƈƝƠƟƿƳƎƣƜbॺೲ૱बǇጵƛǀƠƤ

 ƌƛƄƕƊŹc

ĨႩ�፭ᎬĬႩဗႚॺೄ�ƣ 

ॺૌfॺ፬့ƠſŹƛb໘ጅଉƠ్ႚƜƂǀ༳ࡔƣŻƖbǕȞȔǏȞ೨ऎኬƠ

ƽƿೲၜƌƔ༳ࡔƁ 60༳ࡔǇྖŽǀƈƝƁƟŹƽŻƠੱࡱड࿘ǇᇨถƌƛŹƳƎc

ƌƀƌbॺภƣጨೲሑሓƠƽƘƛƤ 60༳ࡔǇྖŽǀईႷตƁŷǀॺૌfॺ፬ƷŷƿƳ

ƎcƁᅢጅƟॺૌfॺ፬ƠƙŹƛƤbസ໔ຎදƽƿࡎၾƁŷƿƳƎƣƜbƎǀ

ƝƝƷƠbथဗƠǕȞȔǏȞ೨ऎኬǇጨೲƎǀƈƝƁƟŹƽŻƠƌƛƄƕƊŹc 

ĩႩࡒඑƣ 

  ఓॺภƣሑƜb፭ᎬĩႩဗ፭ᎬīႩဗƠ्ƊǁƔǕȞȔǏȞ೨ऎኬǇጨೲƌƛ

༳ࡔǇೲၜƌƛŹǀƠƙŹƛƤbශǞȘǵǑǏȖǤশ൵ƠƎǀગ਼ಐƣၟ፯

ƟຂམƠƽƿǕȞȔǏȞ೨ऎኬƜŷƘƛƷኜ೨ऎኬƝƌƛƿŻƔƶbဴड़

ႩဗƠೲၜƌƛŹǀ༳ࡔƠƙŹƛƤb໘ጅଉƠ్ႚƜƂǀ 60༳ࡔƣඑƠƤƳǁ

ƟŹƈƝƠƟƿƳƎcƁᅢጅƝƟǀƣƤb፭ᎬĬႩဗࡒவƠጨೲƎǀǕȞȔǏȞ೨

ऎኬƠƟƿƳƎƁbĩႩࡒඑƣॺภƤǕȞȔǏȞ೨ऎኬƠᇤƘƔጨೲƠƟƾƟƆ

ǁƥၟƠኴ༎ƤƟŹƷƣƝணŽƳƎcƌƀƌb଼yƣ༳ࡔೲၜඡੳƠƽƿඡੳƤࡣƟƿ

ƳƎƣƜbथဗƠǕȞȔǏȞ೨ऎኬǇጨೲƎǀƈƝƁƟŹƽŻƠƌƛƄƕƊŹc 

�፯Ĩg፭ᎬĬႩဗĨႩႚॺೄƣ� 

፭ᎬĬႩဗ 

�2023�

፭ᎬĭႩဗ 

�2024�

፭ᎬĮႩဗ 

�2025�

፭ᎬįႩဗ 

�2026�

ĨႩ ĩႩ ĪႩ īႩ 

໘ƎǀƳƜƣƠ 60 ༳ࡒࡔၾ 

�፯ĩg፭ᎬĪႩဗĨႩႚॺೄƣ� 

፭ᎬĪႩဗ 

�2021�

፭ᎬīႩဗ 

�2022�

፭ᎬĬႩဗ 

�2023�

፭ᎬĭႩဗ 

�2024�

ĨႩ ĩႩ ĪႩ īႩ 

፭ᎬĪႩဗƝ፭ᎬīႩဗƠೲၜƌƔ 

༳ࡔƤbƛኜ೨ऎኬƣŹ 
໘ƎǀƳƜƣƠ 60 ༳ࡒࡔၾ 
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�ǕȞȔǏȞ೨ऎኬƣ 60༳ࡔඑƠƎǀಈஶ� 

z ፭ᎬĬႩဗࡒவƠೲၜƌƔ༳ࡔƁඉƝƟƿƳƎc

z �೨ಲ౮ƣતᇀ็࿊ᅳऀࡒ���එᅳ��ƣતᇀƁኜ�එᅳƣҒbғ�ƜౡƳ

ǀ೨ऎኬƤ�ኜ೨ऎኬ�ƝƿŻƔƶb60༳ࡔඑƠƤƶƳƐǈc

z එᅳƣતᇀƁǕȞȔǏȞ�එᅳƣҔbҕbҖ�ƜౡƳǀ೨ऎኬƜೲၜƌƔ༳ࡔƤb

60༳ࡔඑƣඉƝƟƿƳƎƣƜƁᅢጅƜƎc

z ගሇǢǤǱȋ�TWINS�ƜƤǕȞȔǏȞ೨ऎኬƣ్ႚඑƣǬǒǮǚƤபǄǁࡱੱ

ƳƐǈƣƜb२ಛ KdBƜ೨ಲ౮Ǉ॰ႡƌbඑǇྖŽƟŹƽŻॺೲ૱बǇጵƛ

ƛƄƕƊŹc

z ƈƣ 60༳ࡔඑƠƽƿb໘ጅଉƠ్ႚƎǀ༳ࡔƝƌƛǖǑȞǳƜƂǀᄧࡗƤฑ

ƊǁƳƎƁb60༳ࡔǇྖŽƛጨೲƎǀƈƝƠฑዃƤŷƿƳƐǈcǕȞȔǏȞ೨

ऎኬǇጨೲဎᎩƌb६ƣถᅴअƜŷǁƥ 60༳ࡔǇྖŽƛƣ༳ࡔೲၜƤႡƶƾǁ

ƳƎƁbྖŽƔᇀƣ༳ࡔƤ໘ጅଉƠƤ్ႚƊǁƳƐǈc��໘ጅଉ్ႚඑƤฑŷ

ƿ�60༳ࡔඑ��b�ጨೲ�༳ࡔೲၜඑƤฑዃ�එ�Ɵƌ�ƝƟƿƳƎc�

ĪeॺภƭƣೲॺඑƣვፄƠƙŹƛ 

Ĩ�ണॺৼƣኜ೨ƭౄइƜƂƟŹॺภƭƣვፄ 

ॺภಛිƠৰຉರƹಏᅸƁŷǀ့bශǞȘǵǑǏȖǤƠশƌƔƠഓ൵ँƎǀ

ȕǤǚƁஸŹƝႡƶƾǁƔbጨೲඑᆊጦࢽƝƟƾƟŹƽŻვፄǇଙ၀ƌƳƎƣƜb଼

ᇠƣვፄǇ৵ሰƎǀƠƤ�፭ᎬĬႩဗണॺৼශǞȘǵǑǏȖǤƠǄǀኜ೨ጨ

ೲვፄษി�Ơƽƿbസ໔ຎදƠࣤƎǀ౫࣍ಬ့ƣੱኃ༶ဴƭƌഞƛƄƕƊŹc

�ඉƤണॺৼƣ೨ƝƟƿƳƎcॺৼƷ૫໗ƎǀƠƤूƶƛ೮ཐƌƳƎc� 

�ษৼ�፭ᎬĬႩĪଈĪĨ႘�ઞ�ĨĮಐħħᇀ 

�Å፭ᎬĬႩဗශႚภƤ፭ᎬĬႩīଈĨĩ႘�෯�ĨĮಐħħᇀǇৼƝƌƳƎc� 

፭ᎬĬႩဗශǞȘǵǑǏȖǤƠǄǀኜ೨ጨೲვፄษി�EXCEL� 

Ɵſb�፭ᎬĬႩဗශǞȘǵǑǏȖǤƠǄǀኜ೨ጨೲვፄษി�ƤශǞȘ

ǵǑǏȖǤƠƎǀጫዡƜƣኜ೨ƣጨೲვፄƣƴǇඉƝƌƳƎcॺภƣඏ॔Ǉጫዡ

ƝƌƔೲॺඑƣ�ጫვፄ�ƝƤࡣƟƿƳƎƣƜƌƛƄƕƊŹcೲॺඑƣጫვ

ፄƠƎǀƈƝƤǽȐ|ȉȞǓȞǼȚ|ȌȞǳ෮ුઅ� DACǦȞǪ|�ƭະཎƌƛƄƕ

ƊŹc 

ĩ�ƹƵǇၜƏ೨့ǇଁาƎǀ 

ƣ့Ơƽƿ೨့ǇଁาƎǀᅢጅƁƹƵǇၜƏภƍǀƠſŹƛbईႷƟऀࡒ

ƿვፄƎǀƽŻੱࡿƠࡕጘƌƛſƿƳƎcƈǁƾƣጫዡƠƽƿ೨့ǇଁาƎǀƤb

໒ƹƀƠॺภ२ಛƜ೨့ƣ༶ဴੱࡿƠಈගǇƌഞƛƄƕƊŹcƟſbྔƠኴ༎ƁƟ

Ɔǁƥbಛ༔ཨƠǕȞȔǏȞ೨ǇƌƛƷஓŹƳƐǈc 

fॺภƁශǞȘǵǑǏȖǤƠশƌƔ 

fፑ့Ɯ PCRଙ௮ƁᅢጅƝᄕཉƊǁଅऐƖƣ 

fႵ୴ไೄƝƌƛಛ༔့ƝƟƘƔ 

fྔᆊፕ�ᄇႨfାਹ৯൵ඡfᆭ൵ඡƁŷǀƜbශǞȘǵǑǏȖǤশ൵ƣਝ

Źƣŷǀॺภ�ƝƟƘƔ 
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開設授業科⽬⼀覧 
学術院共通基盤科⽬ 

（必修科⽬：教育学理論研究、次世代教育開発研究、Theory of International Education）
他 

専⾨基礎科⽬（教育基礎科学 SP） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・学校教育領域・S L 分野） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・学校教育領域・英語教育分野） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・学校教育領域・芸術科教育分野） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・学校教育領域・保健体育教育分野） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・国語教育領域） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・社会科教育領域） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・数学教育領域） 
専⾨基礎科⽬（次世代 SP・理科教育領域） 
専⾨基礎科⽬（国際教育 SP）

専門基礎科目（初等教育）

専⾨科⽬（教育基礎科学 SP） 
専⾨科⽬（次世代 SP・学校教育領域・S L 分野） 
専⾨科⽬（次世代 SP・学校教育領域・英語教育分野） 
専⾨科⽬（次世代 SP・学校教育領域・芸術科教育分野） 
専⾨科⽬（次世代 SP・学校教育領域・保健体育教育分野） 専
⾨科⽬（次世代 SP・国語教育領域） 
専⾨科⽬（次世代 SP・社会科教育領域） 
専⾨科⽬（次世代 SP・数学教育領域） 
専⾨科⽬（次世代 SP・理科教育領域） 
専⾨科⽬（国際教育 SP） 

外国⼈教員研修留学⽣カリキュラム 

集中授業日程一覧　※昨年度のもの
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学術院共通専門基盤科目

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0AS000

1
人間総合科学基礎論 2 1.0 1・2 春C 月2,3 新井 哲明

人間総合科学学術院の各学位プログラムの学生

が、持ち回りで、各自の研究テーマや学位プロ

グラムの学問領域の特徴をプレゼンし、履修者

全員で議論することにより、自身の専門とは異

なる分野の研究に関する基礎知識、研究手法、

物の見方、考え方を学ぶ。この演習を通して、

分野融合的視点を身につけることにより、人間

に関する総合的理解を深め、探究心に磨きをか

ける。各学位Pの後期課程学生が、プレゼン指導

やディスカッションのファシリテーターの役割

を担うTFとして参画する。

オンライン(オンデマ

ンド型)

オンライン（一部 オ

ンデマンド型）

0AS010

1
教育学理論研究 1 1.0 1 春C 月1,2

濱田 博文,佐藤

博志,上田 孝典,

藤井 穂高,平井

悠介,タスタンベ

コワ クアニシ,

京免 徹雄,德永

智子,田中 正弘,

藤田 晃之,大谷

奨

教育学研究を展開する上で、関連する学問分野

の理論的な基礎を学ぶ。「教育」に関わるテー

マを研究するのは教育学だけでなく、関連領域

として様々な学問分野においてもテーマとなり

える。そのため、様々な学問分野における基礎

的な理論や方法について学ぶことで、教育学研

究を進めるための視野を広げ、複眼的な視点か

ら教育学を研究する素養を身に付ける。具体的

には、教育をテーマにした以下の学問分野にお

ける研究から教育学への知見を導く。教育学と

思想・哲学/歴史学/外国研究/地方行政学/政治

学/社会学/経営学/法律学/文化人類学/福祉学の

各学問分野が検討される。

0AS010

2
次世代教育開発研究 1 1.0 1 秋A 集中 1H201

朝倉 雅史,小松

孝太郎,國分 麻

里,井田 仁康,礒

田 正美,清水 美

憲,藤田 晃之,石

﨑 和宏,宮崎 明

世,唐木 清志,長

田 友紀,田中 マ

リア,勝田 光

次世代教育開発をテーマに、最新の教育時事の

理論的検討やディスカッションを行う。本学が

定める汎用コンピテンスである「知の活用力」

「マネジメント能力」「コミュニケーション能

力」「チームワーク力」「国際性」、及び、教

育学(前期)学位プログラムの専門コンピテンス

である「教育課題発見能力」「教育内容探究能

力」「教育学的分析能力」「教育課題解決能

力」の基礎を培うことを目標とする。具体的に

は、『Society 5.0 に向けた人材育成』に関わ

る理論や国内外の実践事例等を中心に広範に調

査し、学校教育、キャリア教育、教育工学など

多様な視点から分析的・総合的な検討を受講者

間の議論を通して行う。

対面

0AS010

3

Theory of

International

Education

1 1.0 1 秋C 金3,4

川口 純,菊地 か

おり,Carol

Inugai-Dixon,

梅津 静子,原 和

久

国際教育に関する諸問題を多角的な視点から理

解し、またその論点について十分な知識をもと

に論じることができるようになることを目標と

する。授業では、国際教育に関する諸問題につ

いて、国際教育開発及び国際教育協力、国際理

解教育、グローバル化の中での高等教育の変容

などを事例として考察し、国際教育及び教育の

国際化をめぐる今日的な動向及びその論点につ

いて理解を深める。英語によって授業を行う。

英語で授業。

オンライン(同時双方

向型)

0AS010

4
心理統計学特講 1 2.0 1・2 秋AB 月3,4 山口 一大

本授業では、受講者が量的研究を⾏う際に、リ

サーチクエスチョンの設定、研究計画の⽴案、

これに基づくデータの収集や分析、結論の導出

といった手続きを適切に行えるようになること

を目指し、教科書に沿って授業を行う。

・受講にあたり、所

属学位プログラム(専

攻)は問わないため、

誰でも受講可能。.

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS020

1
武道学 1 1.0 1・2 春AB 水2 5C412 酒井 利信

武道は日本の歴史の中で育まれてきた固有の運

動文化であり、日本文化のアイデンティティー

を自覚するには必須の学習課題である。本授業

では、特に刀剣思想を題材とし、東アジアを視

野に入れつつ日本精神史としての武道を学ぶ。

オンライン(オンデマ

ンド型)
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0AS020

2
健康増進学特講 1 1.0 1・2 春AB 月2 5C302 大藏 倫博

加齢に伴う生活機能の変化と健康との関連に基

づき、健康増進(サクセスフルエイジング)に必

要なトレーニング法、生活実践法などについて

講義する。一般健常者、高齢者、有疾患者に対

する運動処方についても講義する。学習目標

は、中年期から高齢期までのヘルスプロモー

ションのあり方および加齢にともなう体力(生活

機能)の低下と健康との関連について理解するこ

とである。特に、サクセスフルエイジング、元

気長寿のための運動プログラム、中年期におけ

る体重管理の意義、健康におよぼす運動習慣化

の効果、保健指導の問題点と健康支援の重要

性、統計データから読み解く高齢者問題、生活

機能、身体機能と介護予防の関係、認知機能と

介護予防の関係、心理社会機能と介護予防の関

係について学ぶ。

01EH550と同一。

オンライン(同時双方

向型)

0AS020

3
トレーニング学 1 2.0 1

春AB秋

AB
木1

前村 公彦,谷川

聡

スポーツトレーニングを推進するための適切な

目標と課題の設定法、 課題解決法や手段の選

択・創造法、 時間資源と時系列的な関連性を考

慮した計画立案法、 効果的なトレーニング実践

法、 トレーニング効果のアセスメント法に関す

る理論を理解し、 高度なトレーニング実践を展

開できる知を学習する。 また、 トレーニング

学独自の学領域としてのオリジナリティーとそ

の研究方法論について学んでいく。

AT必修科目

01EH621と同一。

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS020

4

Olympic and

Paralympic History

(オリンピック・パラ

リンピック史)

1 1.0 1 秋AB 火1
澤江 幸則,大林

太朗

オリンピック競技会、パラリンピック競技会の

歴史について、その始まりと発展過程について

今日的課題とともに学ぶ。授業計画は次のとお

り。 (1)古代オリンピックの起源と展開につい

て、(2)ネメア競技祭の復興と展開について、

(3)イギリスと近代ギリシャにおける古代オリン

ピック復興、(4)近代オリンピックの展開、(5)

日本におけるオリンピック競技会の歴史、(6)ス

トークマンデビル競技会の創設、(7)パラリン

ピック競技会の創設と発展、(8)日本におけるパ

ラリンピック競技会の歴史、(9)筑波大学とオリ

ンピックの歴史。

英語で授業。

対面(オンライン併用

型)

To due the COVID-19

crisis, this course

will be held

online. Online

synchronous courses

may be adopted if

the situation

changes.

0AS030

1

研究のビジュアルデザ

イン
2 1.0 1・2 春AB 月2

田中 佐代子,小

林 麻己人

研究成果を効果的に発表するために必要なビ

ジュアルデザインの基本的な知識や技術を、

PowerPointやExcelによる演習課題の制作を通し

て学ぶ。人間の心身及び諸活動に関する研究成

果を効果的に発表するために必要なビジュアル

デザインの実践力を身につけることを目的とす

る。

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS030

3

大学を開くデザインプ

ロデュースA
2 1.0 1・2 春AB 応談 6A308

菅野 圭祐,山田

協太,原 忠信,藤

田 直子

多様な学生のチームが地域や大学の協働者とと

もにアート・デザインの手法を用いた地域貢

献・大学貢献を実践的に行う。

教室は6A308の他、随

時教員の指示により

他の教室も使用す

る。オリエンテー

ションは、4月第3週

の木曜18:15より

6A308で行う。詳しく

は掲示を参照のこ

と。

対面

0AS030

4

大学を開くデザインプ

ロデュースB
2 1.0 1・2

春C

夏季休業

中

応談 6A308

菅野 圭祐,山田

協太,原 忠信,藤

田 直子

多様な学生のチームが地域や大学の協働者とと

もにアート・デザインの手法を用いた地域貢

献・大学貢献を実践的に行う。

教室は6A308の他、随

時教員の指示により

他の教室も使用す

る。オリエンテー

ションは、4月第3週

の木曜18:15より

6A308で行う。詳しく

は掲示を参照のこ

と。

対面
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0AS030

5

大学を開くデザインプ

ロデュースC
2 1.0 1・2 秋AB 応談 6A308

菅野 圭祐,山田

協太,原 忠信,藤

田 直子

多様な学生のチームが地域や大学の協働者とと

もにアート・デザインの手法を用いた地域貢

献・大学貢献を実践的に行う。

教室は6A308の他、随

時教員の指示により

他の教室も使用す

る。オリエンテー

ションは、4月第3週

の木曜18:15より

6A308で行う。詳しく

は掲示を参照のこ

と。

対面

0AS030

6
世界遺産を科学する 1 1.0 1・2 秋AB 火2

人社

B218

池田 真利子,黒

田 乃生,飯田 義

彦,伊藤 弘,上北

恭史,下田 一太,

松井 敏也,八木

春生,吉田 正人

世界遺産保護における課題と解決方法を自然科

学、人文社会科学の視点から講述する。美術

史、政策、観光、保存科学、景観保護、自然保

護など世界遺産を対象に多様な切り口から知識

と総合的な視座を獲得する。同時に国内外の世

界遺産における国際協力の事例と手法を学ぶ。

対面

希望者はオンライン

受講可能

0AS040

1
こころの神経科学 1 1.0 1・2

夏季休業

中
集中

高橋 阿貴,綾部

早穂,山田 一夫,

岩木 直,國松

淳,三盃 亜美,阿

部 高志,松本 正

幸,太田 深秀,

佐々木 哲也

「こころ」を理解するための神経科学的研究の

手法と成果について学習し、社会への応用の可

能性を考える。専門学問領域の修得を深めるた

めに、分野横断的融合型研究の視点を活用する

豊かな発想を養う。

分子から精神までを網羅するニューロサイエン

スの基礎を学ぶことにより、こころの理解に向

けての分野横断的視点や考え方を学ぶことがで

きる。

オンライン(同時双方

向型)

0AS040

2

神経科学先端セミナー

1
1 1.0 1・2 通年 応談

高橋 阿貴,國松

淳,山田 洋

遺伝子、分子、細胞、組織、生理、システム、

数理、行動、認知、応用、支援など、ニューロ

サイエンスの各領域の先端的研究について、担

当教員が毎回ゲストとして招く研究者によるセ

ミナー講演を通して学ぶ。最新の研究手法や理

論についての知識を深めるとともに、講師との

インフォーマルディスカッションを通して、生

命科学、行動科学、情報科学、社会科学を架橋

するニューロサイエンスの醍醐味、面白さを学

び、ヒトのこころの理解を目指す人間科学の研

究者としての視野を広げる。

対面

0AS050

1

医科学セミナーI(ブレ

インサイエンス)
1 1.0 1・2 通年 応談 松本 正幸

分子神経生物学からシステム脳科学および臨床

医学にわたる様々な神経科学の分野で活躍する

第一線の研究者が行う最新のトピックスに関す

る講義に参加し、研究の最前線を知るととも

に、神経科学の最新の研究成果について、自分

自身の研究分野との関連で議論する。

トピック:脳、神経、病気、精神、パーキンソ

ン病、自閉症、統合失調症、ロボットスーツHAL

オンライン(対面併用

型)

0AS050

7
社会医学概論 1 2.0 1 春AB 木1,2

市川 政雄,近藤

正英,五所 正彦,

斎藤 環,田宮 菜

奈子,山岸 良匡,

我妻 ゆき子,笹

原 信一朗,森田

展彰,伊藤 智子,

大谷 保和,菅野

幸

子,Togoobaata

r Ganchimeg,

福重 瑞穂,堀

愛,岩上 将夫,高

橋 晶,高橋 司

人びとの健康に寄与する要因が多岐にわたるこ

と、人びとの健康を増進するには学際的な取り

組みが欠かせないことを理解することを目標と

する。社会医学の今日的課題をさまざまな観点

から論じることができる。

英語で授業。

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS050

8
医学物理学のすゝめ 1 1.0 1 春B 金3,4

磯辺 智範,榮 武

二,熊田 博明,森

祐太郎

医学物理学とは、高精度放射線治療を支える物

理学、工学、放射線技術学等を複合した学問で

あり、その内容は多岐にわたる。本講義では、

医学物理学を学ぶ上で必須となる基礎的知識の

習得を目指し、様々なテーマを取り上げ解説す

る。

オンライン(オンデマ

ンド型)
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0AS050

9

TED MED:

Scientific English
1 1.0 1・2 秋BC 応談

メイヤーズ トー

マス デイヴィッ

ド

The ability to communicate clearly about

your research to a global audience is a

vital skill for the modern scientist. In

this course, students will study scientific

English through the medium of TED talks on

medical-related topics. This online, on-

demand course will provide students with

materials to improve their scientific

English understanding, scientific

presentation and communication skills, and

creative thinking, while learning about

exciting topics in science and medicine.

英語で授業。

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS051

0

"巨人の肩に立つ" —

生命医科学の歴史と未

来 —

1 1.0 1・2 春BC 火3

小林 麻己人,川

口 敦史,森川 一

也,西村 健,山﨑

聡,水野 聖哉,松

本 正幸,平野 有

沙,尾崎 遼,広川

貴次

生命医科学における様々な研究トピックを、鍵

となる発見・発明から目指す未来まで、分野外

の人にも分かりやすくオンデマンド形式で概説

する。今年度のトピックは、ウイルスとワクチ

ン・パンデミック、抗生物質・薬剤耐性菌・微

生物叢、iPS細胞・エピゲノム、幹細胞生物学・

細胞治療、遺伝子改変・モデル動物、脳神経・

認知、概日時計・睡眠医学、ビッグデータ解

析・機械学習、ケミカルバイオロジー・インシ

リコ創薬、老化と死・健康寿命、である。

オンライン(オンデマ

ンド型)

生命医科学研究のイ

ロハを分かりやすく

説くので、医学関連

以外の学生の受講も

特に推奨する。

0AS051

1
医学概論 1 1.0 1・2 春A 火7,8

檜澤 伸之,山崎

正志,榎本 剛史,

丸島 愛樹,家田

真樹,森島 祐子,

乃村 俊史,関根

郁夫,松本 功,岡

田 浩介,中島 崇

仁,許 東洙

「医学概論」講義は、さまざまな臨床分野で活

躍する経験豊かな医学部の教授陣が、その知識

と見識紹介し、学生は臨床医学各分野の最近情

報を包括的に学ぶことができる。医学の分野で

キャリアを積みたいと考えている方にも、単に

理解を深めたいと考えている方にも、このレク

チャーシリーズは学生にとって最適な機会で

す。

0AXA001を履修済みの

学生は履修不可

英語で授業。

4/18-5/23,4/18-5/23

・受講にあたり、所

属学位プログラム(専

攻)は問わないため、

誰でも受講可能。.

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS051

2
研究マネジメント基礎 4 2.0 1 春C 応談 橋本 幸一

目標:研究開発を中心とした各種プロジェクトの

推進に必要な様々な基礎専門知識とスキルの基

礎を習得する。自分自身の修士論文研究の研究

計画の立案、マイルストーンの設定ができる。

また、研究推進のためのマネジメントができ

る。

オンライン(対面併用

型)

0AS060

1

カウンセリング方法論

基礎I
1 1.0 1 春ABC 集中

カウンセリング

学位プログラム

(博士前期課程)_

担当教員

広義のカウンセリング領域における基本概念整

理を行い、文献検索による課題の絞りこみや

様々な研究方法の概要について習得する。本科

目においては広義のカウンセリング領域につい

て基本概念や方法等を学ぶことにより、人間の

心身及び諸活動に関する幅広い知識と総合的視

座を身に付けることを目的とする。他領域の学

生にとっても、知識の習得、文献検索、研究方

法の修得などから専門知識及び専門技能に必要

な倫理を学ぶことが可能となる。

2023年度は，4/14,

4/28, 5/19, 7/12,

7/21（いずれも

18:20-21:00）に開講

予定。

・受講にあたり、所

属学位プログラム(専

攻)は問わないため、

誰でも受講可能。.

対面

0AS060

2

リハビリテーション方

法論基礎I
1 1.0 1 春A 水7,8

リハビリテー

ション科学学位

プログラム(博士

前期課程)_M1担

任,リハビリテー

ション科学学位

プログラム(博士

前期課程)_担当

教員

研究法の基礎として，研究デザイン，学術論文

の要件，臨床研究の倫理，調査法，観察法，面

接法，文献研究法，検査法等について概説す

る．

オンライン(オンデマ

ンド型)

受講は人間総合科学

学術院の在学生に限

る。

0AS060

3

スポーツ・ヘルスプロ

モーション方法論
1 1.0 1・2 春C 水7,8

山口 香,久野 譜

也,髙橋 義雄,辻

大士

スポーツ・ヘルスプロモーションの修士論文・

特定課題研究報告書の作成のために必要な基礎

的な方法論について概説する。各自の研究計画

の実現に向けて、研究デザインと科学的方法の

客観性を担保する方法基礎論を理解し、文献や

資料のオンライン検索の方法を学ぶ。また、社

会調査法の一般的な手順を概説する。さらに、

調査や実験データの分析法・検定法などの統計

手法について、分析や検定結果の解釈法につい

て文献を用いて理解したり、実際に統計解析ソ

フトを用いながら理解を深める。

01EK002と同一

対面
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0AS070

2

研究者のための学術情

報流通論
1 1.0 1

自らの専門分野の学術情報流通と評価を見つめ

なおし、他分野の研究評価の在り方を知ること

で、学術全般についての意識を高めるととも

に、研究と学術情報流通のあり方についてマク

ロに考える。

2023年度開講せず。

0AS070

3
音響メディア情報 1 1.0 1 春C 火1,2

寺澤 洋子,善甫

啓一,内山 俊朗,

松原 正樹

社会における音の課題(音声コミュニケーショ

ン、音環境、聴取と認知など)について学び、音

楽やメディアアートといった応用的な事例の検

討を通じて、実社会におけるコミュニケーショ

ンのユニバーサルデザインを考える。

オンライン(オンデマ

ンド型)

0AS070

4
情報アクセス 1 2.0 1・2 秋AB 金5,6

関 洋平,森嶋 厚

行

大量の情報へのアクセスは、ビッグデータ時代

の鍵となる技術であり、その重要性は益々増大

するばかりである。本講義では、情報アクセス

の中心的な技術である情報検索、情報管理・統

合技術、自然言語処理について、最先端の技術

動向を交えながら説明する。これらの領域にお

ける最先端の話題として、WWWを舞台としたコレ

クティブインテリジェンスや共創知、クラウド

ソーシング、ソーシャルメディアにおける情報

統合についても解説し、情報アクセス技術のこ

れまでとこれからの研究や社会応用の展望につ

いて理解を深める。

偶数年度は英語で授

業,奇数年度は日本語

で授業;メディアサイ

エンス専門科目;教職

科目;学術院共通専門

基盤科目

0ATW11Aと重複履修不

可。

01MBB02, 01MBC01と

同一。

オンライン(オンデマ

ンド型). オンライン

(同時双方向型)
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専門基礎科目(教育基礎科学)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAA0

1
日本教育史特講 1 2.0 1・2 通年 応談 平田 諭治

日本教育史のベーシックな知見を習得しなが

ら、歴史的視野から教育や学校の系譜について

説明することができるようになるのが目標であ

る。前近代および近代以降の日本の教育や学校

について巨視的に概観し、ナショナリズム・オ

リエンタリズム・コロニアリズムの概念とその

視点を獲得しながら整理する。具体的には、日

本教育史およびナショナリズム・オリエンタリ

ズム・コロニアリズムに関する基礎的な文献を

講読し、受講者による発表と討議によって検討

する。

0ATAA0

2
日本教育史演習 2 2.0 1・2 通年 応談 平田 諭治

日本教育史に関する論文・資料に習熟しながら,

歴史的視野から教育や学校について思考し,展望

することができるようになるのが目標である。

ナショナリズム・オリエンタリズム・コロニア

リズムの研究成果にも学びつつ,近現代日本の教

育や学校について多角的に再検討を加え、専門

的な知見を深めていく。具体的には、日本教育

史およびナショナリズム・オリエンタリズム・

コロニアリズムに関する専門的な文献を,受講者

による発表と討議によって検討する。

0ATAA0

3
教育哲学特講 1 2.0 1・2 通年 応談 平井 悠介

個性の育成と社会性の育成をはじめとした、教

育を取り巻く価値の二項対立に注目しながら、

現代の教育に関わるさまざまな問題と、教育の

あり方とを検討していく。その際、近代教育理

論・教育思想、特にリベラリズム思想に課題解

決の糸口を求めていき、問題の本質を深く探究

していく。

教室：人間系学系B棟

B520

0ATAA0

4
教育哲学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
木2 平井 悠介

現代の教育事象を分析する教育哲学関係文献の

読解を主眼に置き、教育をめぐる価値対立を乗

り越えるための教育哲学的思考を育成する。授

業前半では、教育哲学、および教育学理論の基

礎知識を理解し、教育現実を分析する視点の獲

得を目指す。授業後半では、近年の教育哲学研

究の成果を講読することにより、教育現実と教

育思想の接合について理解することを目指す。

教室は人間系学系B棟

B520

0ATAA0

5

生涯学習・社会教育学

特講
1 2.0 1・2 春AB 火5,6 上田 孝典

近年における社会教育・生涯学習をテーマとし

た最新の研究動向を理解し、基礎的な理論と方

法を習得することを目的とする。具体的には、

社会教育・生涯学習をめぐる学習理論研究、歴

史研究、法制度の改正を踏まえた政策動向、地

方自治体における生涯学習行政、住民自治や市

民活動の展開、社会教育施設をめぐる実践動向

など、受講者の関心に基づいた先行研究を取り

上げ、討議によって検討を行う。このことを通

じて社会教育・生涯学習の研究的視点を習得

し、幅広い知識と方法論を身に付ける。

教室：人間系学系B棟

B415

0ATAA0

6

生涯学習・社会教育学

演習
2 2.0 1・2 秋AB 火5,6 上田 孝典

社会教育・生涯学習の公教育としての意味につ

いて検討することで、歴史的に構築されてきた

「権利としての社会教育」の思想についての理

解を深める。学校教育と並び社会教育が公教育

として制度化された背景には、社会教育・生涯

学習が「権利」として捉えられてきた背景があ

る。こうした理論的基盤を構築してきた基本文

献を講読する。具体的には、乗杉嘉壽、吉田熊

次、春山作樹、下村湖人、小尾範治、川本宇之

介、宮原誠一、平沢薫、吉田昇、津高正文、小

川利夫、藤岡貞彦、小林文人、島田修一ら戦前

から戦後初期にかけて社会教育研究における理

論構築を担った基本文献を検討する。検討を通

じて、権利としての社会教育・生涯学習の今日

的意味と公教育の役割について考察を行う。

教室は人間系学系棟

B415
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0ATAA0

7
教育制度学特講 1 2.0 1・2 通年 応談 藤井 穂高

学校間の移行と接続、教育制度論におけるアー

ティキュレーションの意義と課題について、学

術的な研究に基づき説明できることを目標とす

る。具体的には、教育制度論におけるアーティ

キュレーションにかかる国内外の先行研究を取

り上げ、学校間の移行と接続について、その意

義(なぜ必要なのか)、内容(接続において何が問

われるのか)、課題(克服すべき点)などに関する

学術的成果を概説する。具体的な内容は、学校

体系の基本理論、小1プロブレムにおける日本的

問題状況、「接続期」の設定とその意義、義務

教育学校、中等教育学校、諸外国の改革動向な

どである。

教室：人間系学系B棟

B523/524

0ATAA0

8
教育制度学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
金2 藤井 穂高

今日の我が国及び諸外国の教育改革における資

質・能力論の現状とその理論的根拠について学

術的研究に基づき説明できることを目標とす

る。具体的には、今日、我が国及び諸外国の教

育政策において、資質・能力(コンピテンシー)

論に基づく改革が主流となりつつある。そうし

た中で、現状の改革動向を踏まえたうえで、そ

の理論的根拠がいかなるものかを、関係文献の

読解を中心に検討する。具体的には、奈須正裕

『「資質・能力」と学びのメカニズム』、国立

教育政策研究所『資質・能力[理論編]』、OECD

のキー・コンピテンシー論、グリフィン他『21

世紀型スキル』とファデル他『21世紀の学習者

と教育の4つの次元』である。

教室は人間系学系B棟

B523/524

0ATAA0

9
学校経営学特講 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
金4 濱田 博文

本授業の内容は、小学校・中学校・高等学校・

特別支援学校の学校経営に関する理論と現代的

課題について学び、学校経営に関する研究の成

果と課題について討議をおこなう。まず、学校

経営に関する基礎理論およびその歴史的展開過

程を、代表的な文献の講読を通じて理解する。

次いで、小学校・中学校・高等学校の学校経営

についての政策と実践に関する様々な文献や調

査報告書等を参照しながら、現代的な課題につ

いて討議する。それらを踏まえて、これまでの

学校経営研究の成果を確かめ、今後求められる

研究課題について考える。

教室：人間系学系B棟

B523/524

0ATAA1

0
学校経営学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
木5 佐藤 博志

「これからの学校、学級、学びはどのようにあ

るべきか。子どもの発達をどのように支援すれ

ばよいのか。」このような問いから、学校経

営、学校改善を中心にしながらも、関連するト

ピックにも視野を広げて、共に学び、考える授

業です。当然、学校が変わるためには、校長の

役割だけでなく、国や自治体の教育行政の役割

も大きいです。一方、学校におけるカリキュラ

ム、教師の専門性や力量は重要なトピックで

す。本年度は、社会情動的学習とコンピテンス

の育成、ウエルビーイング、エージェンシーを

着眼点として、様々な文献等を通して、学んで

行く予定です。海外の動向にも目を向けて、同

時に国内の実態にも着目し、教育学としての学

びを深めていきます。

教室：人間系学系B棟

B516

教育学学位プログラ

ムのどのサブプログ

ラムの学生の受講も

歓迎します。授業の

使用言語は日本語で

す。

0ATAA1

1
比較・国際教育学特講 1 2.0 1・2 通年 応談

タスタンベコワ

クアニシ

この授業では比較教育研究の理論と実践をテー

マとし、比較教育研究の方法論を学び、多様な

教育問題を多様なアプローチで研究できること

を把握することを目標とする。具体的には、比

較教育学研究は地域、国、言語圏、また研究の

主体と対象によってアプローチが異なることの

理由について検討する。欧米諸国、東洋諸国、

旧ソ連諸国における研究方法の特徴を整理す

る。理論書を基に、比較教育研究の目的、意

義、対象、方法について学び、具体的な実践例

を分析し、検討する。授業形態は講義、学生の

個別発表とグループディスカッションである。

教室：人間系学系B棟

B520

038



0ATAA1

2
比較・国際教育学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
木3

タスタンベコワ

クアニシ

この授業では比較・国際教育学研究における諸

理論を学び、研究の理論的枠組みの選定に関す

る理解を深める。比較・国際教育学研究におけ

る基礎理論、ポスト諸理論、理論的適応、イン

タディシプリナリ・アプローチなどの位置づけ

について把握し、これらの諸理論の違いを理解

する。具体的には"The Bloomsbury Handbook of

Theory in Comparative and International

Education" (Bloomsbury, 2021)を解読し、諸理

論の知識を深め、英語での学術論文の書き方を

学ぶ。

教室は人間系学系B棟

B520

0ATAA1

3
道徳教育学特講 1 2.0 1・2 通年 応談 田中 マリア

道徳教育学研究を行う上で素地となる知識や見

方の獲得をめざす。具体的には、道徳教育学研

究として本質的な問いや考え方などについて学

ぶために有益と思われる著書や論文等を選定

し、それを精読することで改めて道徳教育学分

野における基礎的な用語の確認や道徳教育学研

究として求められる問題などについて検討して

いく。

教室：人間系学系B棟

B520

0ATAA1

4
道徳教育学演習 2 2.0 1・2 春AB 月3,4 田中 マリア

自らの関心のある課題を道徳教育学研究として

掘り下げていこうとする姿勢や能力の育成をめ

ざす。具体的には、受講者の関心のある課題に

関連した学術論文の中から道徳教育学研究とし

て掘り下げていこうとする上で適していると思

われる学術論文を各々選定し、相互に紹介し合

う。受講者はこの作業を通して自己の関心のあ

る課題に関する研究動向を把握するだけでな

く、それらを道徳教育学研究の一系譜として掘

り下げていこうとする意識や道徳教育学研究と

して掘り下げていく際の視点や論点、勘所など

を身につけていく。

0ATAA1

5
カリキュラム論特講 1 2.0 1・2 通年 応談 金 玹辰

カリキュラムに関する研究動向と今後の課題の

分析、検討を通して、この分野の基本的理解を

深めることを目標とする。そのため、学部段階

の教職科目の内容など、教育課程や学習指導要

領に関する基礎知識を確認しつつ、より広範な

カリキュラム研究における今日の多様な動向を

理解する。具体的には、教職科目の各種テキス

トや教育学関連事典類の比較検討、日本カリ

キュラム学会をはじめとする専門諸学会の機関

誌掲載論文などの講読を行う予定である。

0ATAA1

6
カリキュラム論演習 2 2.0 1・2 春C 木3-6 金 玹辰

新しい教科の研究開発や教科再編を軸とした演

習を通じ、カリキュラム開発に関する専門的理

解を深めることを目標とする。いわゆるカリ

キュラムのユーザーからメーカー、ひいてはマ

ネジャーへと、認識の移行や拡大を促し、この

分野の知見を深めるねらいがある。具体的に

は、文部科学省の研究開発学校や教育課程特例

校に代表される、各種研究開発の事例を検討

し、その成果と課題にもとづいた新教科の研究

開発を試みる。受講者による課題への取り組み

と発表が中心となる予定である。

0ATAA1

7
教育方法学特講 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
火2 樋口 直宏

教育方法学に関する文献講読を通して、研究動

向と課題について考察する。これらを通じて、

学習指導や授業分析に関する基礎的な知見を習

得できるようになることを目標とする。具体的

には、学習指導スキルに関する諸理論につい

て、文献を読み進めながら発表および討論を行

う。また、学校現場における授業観察や学習補

助にも携わることがのぞまれる。これらの取り

組みを通じて、理論構築ならびに実践研究の

データ収集をあわせて行う。

教室は人間系学系B棟

B410

039



0ATAA1

8
教育方法学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
火6 樋口 直宏

受講者各自の発表と討論を通して、教育方法学

に関する理論的および実証的研究を行う。これ

らを通じて、教育方法学および教職に関する応

用的知見を習得できるようになることを目標と

する。具体的には、授業分析および指導効果要

因に関する理論等、受講者各自の関心のある

テーマについて、発表および討論を行う。ま

た、学校現場やビデオにおける授業観察を取り

入れ、授業分析の実際にも携わる。これらの取

り組みを通じて、学校における実践方法につい

ても習得できることを期待したい。

教室：人間系学系A棟

A426

0ATAA1

9
キャリア教育学特講 1 2.0 1・2 春C 月3-6 藤田 晃之

今日のキャリア教育推進施策の特質と課題を明

らかにすることを通して、今日的研究課題につ

いての理解を深めることを目標とする。具体的

には、キャリア教育に関する基礎的な理解を前

提としつつ、今日のキャリア教育推進施策関連

文書を読み解くことを通して、キャリア教育分

野の研究課題を検討する。

教室：人間系学系B棟

B520

0ATAA2

0
キャリア教育学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
随時 藤田 晃之

今日的な研究課題に関する理解を前提として、

学校におけるすべての教育活動を通したキャリ

ア教育の実践の在り方について理解を深め、研

究者としての力量形成を図ることを目標とす

る。

教室：人間系学系B棟

B520

0ATAA2

1
教育社会学特講 1 2.0 1・2 通年 応談 德永 智子

最新の教育社会学研究のリーディングスの講読

を通じて、グローバルに展開される教育社会学

研究の多様な視座を身に着けることを目的と

し、国内外の教育社会学の多様化する研究領

域・理論的視座・方法論を学ぶ。具体的には、

主にJenny Ozga編著『Sociology of

Education』(Sage)を使用し、いくつかの論文を

選び講読し、討論する。適宜、関連する日本語

文献も紹介しながら、1)教育社会学の理論と方

法、2)教育政策、3)教育・文化・アイデンティ

ティ、4)学校教育の4つのテーマを議論する。

教室：人間系学系B棟

B520

0ATAA2

2
教育社会学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
火3 德永 智子

国内外の教育社会学や関連領域における理論・

概念を学び、さまざまな教育現象を分析する視

点や方法を身に着けることを目的とし、文献を

読みながら、教育社会学研究の課題設定、問い

の立て方、研究方法などについて学び、最終的

には各受講者が学んだ視点や方法を取り入れた

研究構想を発表する。具体的には、受講者の関

心に合わせて、学校教育、教育問題、マイノリ

ティと教育、グローバリゼーションと教育、教

育政策など多様な研究領域の文献を読み、教育

社会学研究の成果や課題を議論する。毎回、学

生が文献に基づく報告をし、全員で討論する。

教室は人間系学系B棟

B520（集中講義の教

室は別途案内予定）

0ATAA2

3
高等教育論特講 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
木6 田中 正弘

授業のテーマは、大学改革である。日本の大学

改革に関する代表的なテキスト講読を通して、

現在の課題（教育改革や質保証の在り方、進学

機会の拡大など）の解決方法を多国間比較の観

点から議論することである。授業の到達目標は

次の3つである。

(1)日本の大学制度の特徴を説明できる。

(2)現在の課題を発見し、その課題が生じた理由

を論じられる。

(3)課題の解決方法を他国の制度をモデルに提示

できる。

教室は人間系学系B棟

B516

0ATAA2

4
高等教育論演習 2 2.0 1・2 通年 応談 田中 正弘

授業のテーマは、大学入試である。諸外国の大

学入試に関する代表的なテキスト講読を通し

て、各国において、どのような背景の下で、ど

のような改革が行われてきたかを理解する。そ

して、それらの改革の課題の解決方法を多国間

比較の観点から議論する。授業の到達目標は次

の3つである。

(1)諸外国（ヨーロッパと東アジアの国）におけ

る大学入試の特徴を説明できる。

(2)入試改革の課題を発見し、その課題が生じた

理由を論じられる。

(3)課題の解決方法を他国の制度をモデルに提示

できる。

教室は人間系学系B棟

B516

040



0ATAA2

5
特別活動学特講 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
月2 京免 徹雄

　特別活動(学級・ホームルーム活動、児童会・

生徒会活動、学校行事、クラブ活動)は、様々な

集団活動に自主的・実践的に取り組み、互いの

よさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活

上の課題を解決することを通して、「人間関係

形成」「社会参画」「自己実現」のための資

質・能力の育成を目指す取組である。

　特別活動を「対象」とした研究は、これまで

少なくない（ただし多くもない）蓄積があり、

学級活動や生徒会活動といった個別の事象に対

して教育学、歴史学、心理学、社会学といった

様々な学問分野からアプローチが展開されてき

た。しかし、特別活動を1つの体系的な学問とし

て論じたものはないだろう。

　そこで本講義では、既存の実践や研究の成果

をふまえつつ、特別活動を学問として成立させ

るための基盤について考えてみたい。特に特別

活動が日本においてある意味「ガラパゴス」的

に発展してきたことを鑑みて、西洋とは異なる

東洋の文化や価値の視点からその教育的意義を

再評価することを試みる。キーワードは、「関

係性の教育学」である。

　春学期は、「個と集団をめぐるメカニズム」

をテーマに、主に学級活動・ホームルーム活動

について扱う。秋学期は、「子どもの自治と民

主主義」および「日常と非日常の関係」をテー

マに、主に児童会活動・生徒会活動と学校行事

について検討する。両学期とも前半は講義を行

い、後半はテーマに沿った形でグループによる

発表とディスカッションを行う。

教室は人間系学系B棟

B520

0ATAA2

6
特別活動学演習 2 2.0 1・2 通年 応談 京免 徹雄

　近年、日本の特別活動（学級・ホームルーム

活動、児童会・生徒会活動、学校行事、クラブ

活動）が社会情動的スキルの発達に有効である

として、世界的に注目を集めています。課外活

動は大部分の先進国で導入されていますが、日

本のようにナショナル・カリキュラムを整備し

て体系的に実践している国は少数にとどまりま

す。一方で、多様性や創造性といった視点が弱

くグローバル社会に対応できていないといった

課題や、学校現場の実践知（暗黙知）に強く依

拠する「理論なき実践」であり、ゆえに各教

師・学校による取組の差が大きいといった限界

も指摘されてきました。

　特に、現在の学習指導要領において特別活動

はキャリア教育の「要」として位置づけられて

います。学級活動・ホームルーム活動に（3）

「1人1人のキャリア形成と自己実現」が設けら

れ、「キャリア・パスポート」の活用もはじま

りましたが、VUCA時代に突入する中でどのよう

に児童生徒を意思決定に導くか、試行錯誤が続

いています。こうした状況を打開するには、国

際的なキャリア・ガイダンスの理論や実践を理

解した上で、それを日本独自の文脈において活

用していくことが求められます。世界の学術的

知見を踏まえて、日本のこれまでの実践を見直

し進化させていくことによってこそ、国際的に

開かれた「日本型キャリア教育モデル」として

のTokkatsuを構築することができるのではない

でしょうか。

　以上のような問題意識のもと、本授業では、

James A. Athanasou and Harsha N. Perera

(2019). International Handbook of Career

Guidance (Second Edition) をテキストとし

て、毎回担当者を決めて、翻訳・プレゼンテー

ションをしてもらいます。本書は、主に国際

キャリア教育学会（IAEVG）で活躍する研究者50

名以上が参加して作成された国際ハンドブック

の第2版である。キャリア・ガイダンスの歴史、

政策、理論、実践、評価、研究方法などに関す

る38の論考が集録されており、各国において活

用されている。一方で、序文で強調されている

教室：人間系学系B棟

B520

041



0ATAA2

7
教師教育学特講 1 2.0 1・2

教師教育に関する実践と研究の動向を学ぶ中

で、主要な論点と研究課題について理解するこ

とを目指す。特に、教師教育に関わる政策・制

度・文化の変遷と教師教育研究の展開を同時に

把握するための資料収集と文献講読を行う。具

体的には、教員養成・採用・研修に関わる政策

文書や各種調査報告書、その他の資料をもとに

実践的な動向を把握する。さらに教師教育研究

に関するいくつかの基本的文献を講読しなが

ら、それらの内容を批判的に吟味していく。こ

れらの作業を通じて、教師教育に関わる実践と

研究の相互関係をつかむと同時に、今後の重要

な研究課題について考えを述べられるようにな

ることを目標とする。

教室：人間系学系B棟

B520

西暦偶数年度開講。

0ATAA2

8
教師教育学演習 2 2.0 1・2

春AB秋

AB
火4 朝倉 雅史

分野横断的に進められている教師教育研究の展

開と蓄積を整理しながら、その成果はもちろん

研究の目的や方法の特質について学ぶ。特に、

教員の養成・採用・研修について何が問題視さ

れてきたのか、そのことに対してどのような研

究が取り組まれてきたのかについて討議を交え

ながら考える。さらに、実証的な研究で行われ

る調査方法やデータの収集・分析に関する基本

的な知識を身につけることで、どのような知見

がどのような手続きによって導き出されてきた

かを理解する。授業では、教師教育研究に関す

る基本的な概念と方法について理解した上で、

各々の興味関心を研究課題に練り上げ、発表で

きるようになることを目標とする。

教室：人間系学系B棟

B520

西暦奇数年度開講。

0ATAA2

9
教育政策学特講 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
火3 古田 雄一

本授業では、今日の教育政策の課題や次代の教

育政策のありようについて、国際的な視野も取

り入れながら考究する。具体的には、教育政策

に関する文献（必要に応じて英語文献も含む）

を検討し、教育政策を捉える原理的・理論的視

点や、教育政策が実際に教育実践や子どもに与

える影響等を含む、国内外の実証的研究の知見

に学び、子どものウェルビーイングとより良い

社会の実現に資する教育政策のありようを考察

する。

教室：人間系学系B棟

B516

西暦奇数年度開講。

0ATAA3

0
教育政策学演習 2 2.0 1・2

本授業では、教育政策の理論や研究動向を検討

し、現代の教育政策について考察を行う。具体

的には、まず、教育政策の動向を理解し、分析

するうえで有益となる概念、政策選択の対立

軸、研究の知見などについて、テキストの講読

を通じて学ぶ。加えて、そうした視点も参照し

ながら、関連するトピックを取り上げた文献を

検討し、さらに理解を深めていく。これらを通

じて、現代の教育政策を多角的に深く分析し、

今後の課題や展望を考察することを目指す。

教室：人間系学系B棟

B516

西暦偶数年度開講。

0ATAY0

1
社会の課題と教育政策 4 1.0 1・2

夏季休業

中
火1,2

古田 雄一,小松

孝太郎,遠藤 優

介,名畑目 真吾,

勝田 光,唐木 清

志,上田 孝典,德

永 智子

地球規模課題の解決に向けての社会的な課題を

検討するために必要な教育政策に関する基盤的

事項について理解する．特に，現代社会におけ

る教育の役割及び教育政策の枠組みについて学

ぶとともに，社会課題を解決するための教育政

策と実践の具体的事例を知る．

英語で授業。

オンライン(オンデマ

ンド型)

科目等履修生受講希

望者は，教育学学位

プログラムに申請

し，承認を受ける．

0ATAY0

2
地球規模課題の実態 4 1.0 1・2

夏季休業

中
水1,2

山本 容子,田中

マリア,國分 麻

里,川口 純,辻村

真貴,廣田 充,内

田 太郎,中村 潤

児

この授業を通して、各国・各地が抱える地球規

模課題を見つめる。まず、持続可能な開発目標

（SDGs）をもとに、地球規模課題とは何かにつ

いて把握し、基本的な視点を共有する。その

後、特に教育学、環境科学、物質科学の視点か

ら、特に、人間・社会・国家間で生起する諸課

題、自然環境と人間活動の間で生ずる諸課題、

新たな科学技術開発が必要な諸課題について検

討する。

-教育学学位プログラム：人間・社会・国家間

で生起する諸課題; 

-環境科学学位プログラム：水、生態系、災

害・防災に関わる諸課題; 

-国際マテリアルズイノベーション学位プログ

ラム：新たな科学技術開発が必要な諸課題

英語で授業。

オンライン(オンデマ

ンド型)

科目等履修生受講希

望者は，教育学学位

プログラムに申請

し，承認を受ける．
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0ATAY1

1
教育学課題研究I 4 1.0 1・2 秋ABC 応談 濱田 博文

人権，貧困，差別，ジェンダーの問題，さらに

宗教対立，紛争，難民に関する問題等，人間・

社会・国家間で生じる地球規模課題について，

教育学研究の立場からのアプローチのあり方を

探り，地球規模課題に対する人間形成上のから

研究課題についての理解を深める．

英語で授業。

0ATAY1

2
教育学課題研究II 4 1.0 1・2 秋ABC 応談 清水 美憲

人権，貧困，差別，ジェンダーの問題，さらに

宗教対立，紛争，難民に関する問題等，人間・

社会・国家間で生じる地球規模課題について，

教育学研究の立場からのアプローチのあり方を

探り，地球規模課題に対する人間形成上のから

研究課題についての理解を深める．

英語で授業。

0ATAY1

3
教育学課題研究III 4 1.0 1・2 秋ABC 応談 藤田 晃之

人権，貧困，差別，ジェンダーの問題，さらに

宗教対立，紛争，難民に関する問題等，人間・

社会・国家間で生じる地球規模課題について，

教育学研究の立場からのアプローチのあり方を

探り，地球規模課題に対する人間形成上のから

研究課題についての理解を深める．

英語で授業。

0ATAY2

1
課題解決特別演習A 6 3.0 1・2 秋AB 応談

濱田 博文,清水

美憲,藤田 晃之,

平井 悠介,京免

徹雄,梅津 静子,

古田 雄一

地球規模課題に関する教育政策立案に関して，

様々な観点から検討するために，様々な社会環

境の中でのフィールドワークを展開する．例え

ば，学校現場における諸課題に関する調査，研

究学園都市内の研究機関や国立教育政策研究所

の研究者・政策立案者を対象とするインタ

ビュー等を実施し，課題解決に関する演習を行

う．

英語で授業。

0ATAY2

2
課題解決特別演習A2 6 3.0 1・2 秋ABC 応談

濱田 博文,清水

美憲,藤田 晃之

地球規模課題に関する教育政策立案について

様々な観点から検討するために，多様な社会的

環境の中でのフィールドワークを展開する．派

遣先大学でのメンター教員の指導の下、現地に

おける教育政策形成過程の現状と課題や、学校

現場における教育活動の現状と課題を掘り下げ

るフィールドワークを実施し，課題解決に関す

る演習を行う．

世界展開力事業

CAMPUS-Asia6による

派遣学生が現地で科

目を受講する

英語で授業。

0ATAY3

1
課題解決提案特別演習 2 1.0 1・2

春季休業

中
集中

濱田 博文,清水

美憲,藤田 晃之

地球規模課題に対するアプローチと成果を各専

門分野の垣根を越えて学際的に学び合う機会と

して，受講者が検討した課題解決提案をオンラ

イン国際学生カンファレンスで発表・討議す

る．このカンファレンスの活動を通して，アジ

ア地域における地球規模課題の要因を多面的に

理解し、学際的な協働を通じて地球規模課題の

解決に資する教育政策を策定するための方策に

ついて検討し，地球規模課題の解決に資する教

育政策の提案を含む最終報告を作成・提出す

る。

英語で授業。
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専門基礎科目(学校教育・SL)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAB0

1
学校教育論 1 2.0 1・2 秋AB 火5,6 8B210 藤井 穂高

本授業のテーマは「学校教育の制度論」であ

る。到達目標は、学校教育制度に関する今日的

な基本課題について学術的な根拠をもとに説明

できること、及びその課題について受講生が自

分なりの考えを深めることができることであ

る。学校教育に対しては様々なアプローチが可

能であるが、本授業は、学校教育を「枠づけて

いるもの」(すなわち制度)という観点から、学

校教育の基本課題を取り上げ、検討する。な

お、本授業は2コマ続きであり、1コマ目は受講

生による報告・協議を含む「協調学習」の方法

をとる。

協調学習の授業形態

をとっているので、

受講の選択の際には

参加型の授業である

ことに注意すること

対面

0ATAB0

2
学校心理学 1 2.0 1・2 春AB 水1,2 8B210 飯田 順子

授業の目標は、次の4つである。

1学校心理学の基礎概念について理解する。

2学校心理学が扱う領域に含まれる様々なトピッ

クについて理解を深める(不登校、発達障害な

ど)。

3学校心理学のなかで行われている最新の研究に

ついて学ぶ。

4心理教育的援助サービスの技法(アセスメン

ト、カウンセリング、コンサルテーション)を学

ぶ。

 子どもが出会う問題状況の解決や成長の促進を

目指す援助サービスの理論と実践を支える学問

体系である学校心理学について、その理論や心

理教育的援助サービスの実際について講義で学

ぶと同時に、学校心理学の中心概念である「援

助サービス」についてロールプレー等を交えて

実践力を高める。

対面(オンライン併用

型)

0ATAB0

3

スクールリーダシップ

論
1 2.0 1・2 春AB 月1,2 8B210 濱田 博文

小・中・高等学校・特別支援学校等を組織とし

て捉えることの意味を理解し、学校組織の特徴

を踏まえた有効なリーダーシップのあり方につ

いて理論的・実践的な知見を獲得することを目

標とする。具体的には、現代の小学校、中学

校、高等学校、特別支援学校等における学校経

営の課題を学ぶとともに、最近の研究成果に基

づいて、学校組織の特性を踏まえたリーダー

シップのあり方について考察する。学校を「組

織」として捉える意義と、組織としての学校の

特性・独自性を確かめ、実践事例を検討するこ

とを通じて、学校経営の改善を推進するために

有効なリーダーシップの条件について考えた

い。

対面

0ATAB0

4
青年の発達 1 2.0 1・2 秋AB 火1,2 8B210 佐藤 有耕

授業の目標は、次の3つと発展的な目標になる。

1青年、青年期、青年心理学についての理解を深

めること

2青年心理学の研究パラダイムについて理解する

こと

3青年の発達を理解するための多様な観点を身に

つけること

 発展的には,青年の発達に関する学習を通して,

青年に対する理解と支援の水準を上昇させるこ

と。 

 このために、青年心理学に関する重要な文献を

教材として、青年の発達に関する知見を深め

る。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

対面
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0ATAB0

5
国際・多文化教育論 1 2.0 1・2 秋AB 木1,2 8B210

タスタンベコワ

クアニシ

学校で多文化状況(外国人、「障がい」を持った

子どもなど)が進む中で、形式的平等・実質的平

等/平等(equality)と「公正さ」(equity)をテー

マにして、望ましい資源配分や対応の在り方を

考えることができる資質・能力を身につけるこ

とを目標とする。

 国際・多文化教育は公正のための教育(Equity

pedagogy)である。多様な文化的背景(障がいの

有無、性別、民族、言語、宗教など)をもつ子ど

もが学校において直面する問題を事例として取

り上げ、形式的平等・実質的平等/平等

(equality)・「公正さ」(equity)、「合理的配

慮」の観点から検討を加え、具体的な対応を考

える。事例ごとに受講生をグループ分けし、順

次発表及び討論をしていく形態をとる。

対面

0ATAB0

6
生涯学習論 1 2.0 1・2 春AB 金3,4 上田 孝典

社会教育・生涯学習に関する最新動向について

学ぶことで、学齢期だけでなく人生を通じた教

育や学習の意義と役割について理解を深める。

具体的には、社会教育法の改正、地方自治体に

おける社会教育・生涯学習行政の改編、学校と

家庭・地域の連携をめぐる政策動向、ボラン

ティアや市民活動などの市民セクターによる住

民自治や地域づくり実践、社会教育施設や職員

の現状などについて理解を深める。また、

UNESCOをはじめとする諸外国の生涯学習や途上

国におけるノンフォーマル教育の実践的展開を

踏まえながら、SDGsをめぐる将来展望について

も考察する。

1-5限。オンライン。

対面

0ATAB0

7
道徳と人権 1 2.0 1・2 春C 集中 田中 マリア

道徳教育と人権教育に関する基本的な知識理解

を深めながら、国際社会における日本の価値教

育の在り方について、新しい地平を拓いていこ

うとする態度と技能を獲得することを目標とす

る。具体的には、道徳教育の現代的諸課題につ

いて、とりわけ人権教育と関係するテーマに関

して、講義、討議、アクティビティ、グループ

ワークなど多様なアプローチ方法を使って学習

しながら、今日、国際社会のなかで求められる

日本の価値教育のあるべき姿について考える。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

対面

0ATAB1

1
学校の社会学 1 2.0 1・2 春AB 木3,4 8B204 德永 智子

社会的カテゴリーの視点(階層、エスニシティ、

ジェンダーなど)から国内外の教育政策・実践の

可能性と課題について考察し、公正でインク

ルーシブな学校教育のあり方について議論を深

めることを目的とする。具体的には、社会的包

摂・排除、マジョリティ・マイノリティ、イン

ターセクショナリティ、差別と共生、統合と包

摂、居場所、特権、当事者主権、多文化教育な

どのキーワードを掘り下げながら、マイノリ

ティの視点から学校教育を問い直す。毎回、学

生が文献に基づく報告をし、全員で討論する。

対面

0ATAB1

2
学校安全と危機管理 2 2.0 1・2

夏季休業

中
集中 8B210 堀井 啓幸

学校における安全・危機管理の基本的事項や原

理・原則を理解するとともに、子どもを取り巻

く今日的な状況を踏まえた学校安全と危機管理

の実践の在り方について考察することができる

ことを目標とする。具体的には、今日、学校や

教師が多様に求められている学校安全と危機管

理について、その背景やリスク・マネジメン

ト、クライシス・マネジメントの基本的事項を

理解する。その上で、事例検討を通して学校安

全と危機管理の在り方を受講生とともに考察し

たい。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。2-6限に実

施。

対面
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0ATAB1

3
学校経営事例研究 1 2.0 1・2 春AB 火3,4 8B204 佐藤 博志

「学校、学級の実態と課題はどうなっているの

か」「日本の教育は諸外国に比べてどのような

長所があり課題があるのか」「最新の教育理論

（社会情動的コンピテンス、エージェンシー、

ウエルビーイング）と制度運営原理（公正）は

どのようになっているのか」―これらについて

学ぶために、この授業では、教育政策、学校経

営、学級経営、授業実践、カリキュラム開発の

事例を検討する。国際的な視野を高めて、教育

行政、教育経営、教師の専門性、学校と学級の

マネジメント、カリキュラムの理論と変革に関

する知識と考察力を習得する。学校現場の実態

を検討するとともに、学校研究の方法について

も随時言及する。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

対面

教育学学位プログラ

ムのどのサブプログ

ラムの学生の受講も

歓迎します。授業の

使用言語は日本語で

す。

0ATAB1

4
学習指導と授業 1 2.0 1・2

春A

春B

金5,6

金5

金6

8B210 樋口 直宏

授業中の教師や児童・生徒の行動や思考を観

察、分析することによって、すぐれた授業およ

び指導方法の特徴について考察することを目的

とする。これらを通して、授業を科学的に把握

するための基礎的能力を育成したい。

 本科目では、授業を構成する諸要素について、

先行研究を参考にしながらその概念を検討す

る。また、授業分析の歴史をはじめ、今日にお

ける授業分析法、刺激回想法、参与観察法等の

諸方法を習得する。必要に応じて、小・中・高

等学校等に赴いて観察や記録を行う機会を設け

るとともに、これまでのVTRや授業記録も活用す

る。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

対面

0ATAB1

5
学習と学級の心理 1 2.0 1・2

学習のプロセスを現代の学習科学の基礎となる

理論研究に基づいて理解し、自らの授業実践に

いかすことができるようにすることを目標とす

る。そのため、学習心理学研究の領域では古典

といえるL.S.ヴィゴツキーの教育・発達理論か

ら教室での学習について考える。単なる座学で

はなく、様々な事例や課題を議論しながら理論

知と実践知を接続し、学校現場における多様な

現象を生産的に読み解く視点を鍛える。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

対面

0ATAB1

6
学校臨床心理 1 2.0 1・2

主に児童期後半から青年期にかけて好発する心

理・社会的不適応の諸問題に関し、学校という

場における臨床心理学的な対応の仕方を、内外

の文献の精読を通じて、学習する。具体的に

は、不登校、いじめ、非行、学校ストレス、抑

うつ、不安障害などの不適応と、それらに対す

る心理教育プログラム等について学ぶ。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

0ATAB1

7

心理教育的アセスメン

ト
1 2.0 1・2

心理教育的援助におけるアセスメントでは、

「理解する、対策を立てる、対処する」という

プロセスをくりかえしながら、よりよい援助の

方向性をたえず模索していく過程が重要な位置

を占める。この授業では、面接、主だった心理

テスト等を通して、対象者自身および対象者と

面接者の関係、さらには対象者の関わる環境を

視野に入れたアセスメントの方法について理論

的に検討する。

前半では、心理教育的アセスメントとは何かの

概要を講義する。その後、主だった心理テスト

(知能テスト、性格テストを中心に)を通しての

アセスメントの方法、及び報告書作成とその際

の注意事項を講義し、議論を通して学習する。

その後、面接を通してのアセスメントの方法を

学ぶ。実際に視聴覚教材を用いて、あるカウン

セリング面接のクライエントの変化をアセスメ

ントする。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。
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0ATAB1

8

スクールカウンセリン

グ論
1 2.0 1・2

夏季休業

中
集中 8B204 正保 春彦

1) 学校における「スクールカウンセリング」の

講義・演習実習のため、その理論と技術に関す

る講義を行い、事例検討を通して、技術と知識

を学習、習得する。

2) 「スクールカウンセリング」とは何か

「従来、学校教育において行われてきた教員に

よる教育相談、平成7年度から導入された専門家

が行うスクールカウンセリング、その他さまざ

まな問題や悩みを抱える児童生徒、教師、保護

者などへの学校(教育)における援助、さらには

心の教育の一環として行われる児童生徒のメン

タルヘルスに関わるさまざまな支援と教育、予

防のための教育を広く包括するもの」と考え

る。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

西暦奇数年度開講。

0ATAB1

9
教師の職能発達論 1 2.0 1・2 秋AB 月3,4 朝倉 雅史

教師の成長・発達に関する理論と実践を理解す

るため、これまでの研究蓄積ならびに最新の研

究動向を整理・検討していく。主に教師の行

動・認識・社会関係が教師の多様な職務との関

係の中で、どのように変容するのかを考察す

る。これらを踏まえて、教師の専門的・自律的

な職能発達を支える条件を検討し、教師を取り

巻く研修環境の改善方策をディスカッションし

たい。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

対面

0ATAB2

0
教育政策と学校改革 1 2.0 1・2 秋AB 月5,6 古田 雄一

この授業では、現代の教育政策をめぐる動向に

ついて理解を深め、それらを踏まえた学校改革

の課題や展望について考察を深めることを目標

とする。具体的には、近年の国内の教育政策動

向を取り上げ、それらの基本的理解を図るとと

もに、政策が学校に与える影響や意味について

議論する。また関連する海外動向も適宜紹介

し、教育改革への視野を広げる一助とする。こ

うした教育政策への理解を基盤として、今後求

められる学校づくりについて考察を深めること

を目指したい。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

対面

専門基礎科目(学校教育・英語教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAH0

1
英語教育研究方法論 1 2.0 1・2

英語教育研究におけるデータの収集や解析など

の方法論について理解を深めることを目的と

し、統計の基礎知識から様々な量的分析の方法

を学び、統計ソフトによって実践できることを

目指す。具体的には,記述統計及び推測統計の基

礎知識や、相関分析,t検定,分散分析,因子分析

といった外国語教育研究で広く用いられている

統計手法について学ぶ。さらに、統計フリーソ

フトRについても扱い、基礎的な統計手法や応用

的な使用方法までをRで行うことができるように

する。

コンピューターを

使った統計分析を実

践することから，

Teamsを使ってオンラ

イン(同時双方向型)

で実施する。資料等

の配布もTeamsで一括

して行う。履修者が

限られることから,授

業の出席は授業中の

受講者の発表等を通

じて行う。成績評価

は討議への参加や毎

回の課題を総合して

行う。

西暦偶数年度開講。

オンライン(同時双方

向型)

統計分析やデータ解

析に関心があれば，

他分野の学生の受講

も受け入れる。
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0ATAH0

2
英語教育学習論 1 2.0 1・2

第二言語の習得や処理に関する書籍や文献を講

読し、第二言語習得の特徴やその指導法につい

て理解・議論する。具体的には、構文学習や用

法基盤モデルといった近年着目されている言語

習得理論を中心に様々な研究成果を概観し、指

導への示唆を理解する。また、そのような先行

研究によって得られた知見をもとに国内の小学

校、中学校、高等学校における英語教育の実践

について理論的・批判的に捉え、英語教育の理

論と実践について自身の考えを深めることを目

指す。

西暦偶数年度開講。

対面

0ATAH0

3
英語教育内容論 1 2.0 1・2 春AB 火5,6 名畑目 真吾

第二言語理解や処理における特定の技能や要因

に関する書籍・文献を講読し、 第二言語理解や

処理、その指導法について理解・議論する。具

体的には、リーディングであればその認知処理

や動機づけ、指導とカリキュラム、評価方法な

どについて扱う。また,そのような先行研究に

よって得られた知見をもとに国内の小学校、中

学校、高等学校における英語教育の実践につい

て理論的・批判的に捉え、英語教育における特

定の技能や要因に関する自身の考えを深めるこ

とを目指す。

西暦奇数年度開講。

対面

0ATAH0

4
英語教育実践論 1 2.0 1・2 秋AB 金3,4 名畑目 真吾

英語教育の実践的な知識を学び、多様な指導環

境や児童・生徒の学びの特徴について理解す

る。具体的には、国内の小学校、中学校、高等

学校における英語教育の目標や教材について理

解するとともに、各校種の授業見学あるいは映

像視聴を行い、より良い英語授業の実践につい

て理論的・批判的に自身の考えを深める。そし

て、模擬授業の設計、実施、振り返りを通し

て、各校種の英語の授業づくりと実践に必要な

知識と技術を身に付けることを目指す。なお、

学校現場への授業見学を行う場合は開講曜時限

によらないので留意すること。

西暦奇数年度開講。

対面

専門基礎科目(学校教育・芸術科教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAJ0

1
芸術科教育特講a 1 1.0 1・2

芸術教育に関する基本文献を講読して今日的な

課題を概観し、その解決のためのさまざまなア

プローチを理解することができること、特に、

芸術教育に関する学会誌に掲載された論文をレ

ビューし、その方法論の特徴、成果と課題を明

確化できることを目標とする。そのために、

『美術教育学』等の学会誌論文の中から、芸術

教育におけるディシプリンや今日的課題 、 <新

しい能力>概念と芸術教育、芸術教育における能

力観、芸術教育におけるイメージリテラシー 、

学習科学と芸術教育等に関わるテーマを選び、

その目的、方法、結果を要約し、そこから発展

する問いを提案し議論する。また、各自がレ

ビューした論文や授業で取り扱った論文を総括

して考察する。

対面、状況によりオ

ンライン(同時双方向

型)に変更の可能性あ

り。

西暦偶数年度開講。

0ATAJ0

2
芸術科教育特講b 1 1.0 1・2

芸術教育に関する基本文献を講読して今日的な

課題を概観し、その解決のためのさまざまなア

プローチを理解することができること、特に、

芸術教育に関する学会誌に掲載された論文をレ

ビューし、その方法論の特徴、成果と課題を明

確化できることを目標とする。そのために、

『美術教育学』等の学会誌論文の中から、描画

表現における発達、表現・鑑賞学習への動機づ

け、芸術学習における転移、芸術学習における

メタ認知、鑑賞スキルとその発達等に関わる

テーマを選び、その目的、方法、結果を要約

し、そこから発展する問いを提案し議論する。

また、各自がレビューした論文や授業で取り

扱った論文を総括して考察する。

対面、状況によりオ

ンライン(同時双方向

型)に変更の可能性あ

り。

西暦偶数年度開講。
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0ATAJ0

3

芸術科教育実践論演習

a
2 1.0 1・2 春AB 水3 6B203 石﨑 和宏

近年の教育実践研究における質的研究の方法に

注目し、その基本的概念と手順について理解を

深め、芸術科教育での課題に対する各自の問題

意識と対応させた方法を習得することを目標と

する。そのために、芸術科教育実践における今

日的な課題を解決するための質的アプローチの

基本的概念について、仮説と理論の関係、リ

サーチクエスチョンの設定、分析ワークシート

の作成、理論生成のプロセス等の視点から理解

し、実践におけるさまざまな問題の背景要因の

分析と問題解決のための理論モデル生成の手法

について演習する。

西暦奇数年度開講。

0ATAJ0

4

芸術科教育実践論演習

b
2 1.0 1・2 秋AB 水3 6B203 石﨑 和宏

近年の教育実践研究における質的研究の方法に

注目し、その基本的概念と手順について理解を

深め、芸術科教育での課題に対する各自の問題

意識と対応させた方法を習得することを目標と

する。そのために、芸術科教育実践における今

日的な課題を解決するための質的アプローチの

基本的概念について、協調学習における理解深

化プロセス、パフォーマンス評価による学びの

可視化、対話型鑑賞における鑑賞者同士の学習

支援等の視点から理解し、実践におけるさまざ

まな問題の背景要因の分析と問題解決のための

理論モデル生成の手法について演習する。

西暦奇数年度開講。

0ATAJ0

5
芸術鑑賞論a-1 1 1.0 1・2

芸術鑑賞の教育研究に関わる先行文献をレ

ビューし、それらで検討された具体的な研究方

法と得られた知見について考察し、鑑賞教育研

究の多面的な方法を理解することを目標とす

る。そのために、芸術鑑賞に関わる各自のリ

サーチクエッションに基づいた独自な調査方法

をパイロットスタディとして開発し、その分析

結果と考察を発表し、レポート(論文形式)でま

とめる。

対面、状況によりオ

ンライン(同時双方向

型)に変更の可能性あ

り。

西暦偶数年度開講。

0ATAJ0

6
芸術鑑賞論a-2 1 1.0 1・2

人々は芸術作品をどのように理解するのかとい

う問いにかかわる先行研究の検討や事例分析を

通して、芸術鑑賞に関する方略的な知見を習得

し、それらの知見を活用した芸術教育での学習

方策を開発できることを目標とする。そのため

に、芸術作品の鑑賞プロセスでの思考や概念の

変化を事例ごとにマッピングし、パーソンズ

(Parsons,M.)の発達理論と対比しつつ、芸術鑑

賞におけるスキルやメタ認知のとらえ方につい

て、鑑賞文からのスキル分析や鑑賞における思

考の構造化の視点から検討し、芸術教育におけ

る実践への具体化を考察する。

対面、状況によりオ

ンライン(同時双方向

型)に変更の可能性あ

り。

西暦偶数年度開講。

0ATAJ0

7
芸術鑑賞論b-1 1 1.0 1・2 春AB 火3 6B203 石﨑 和宏

　人々は芸術品からの個人的な意味づくりをど

のようにできるのか。この問いにかかわる鑑賞

の機能や課題について考察する。対話型鑑賞の

手法を通して、具体的な事例の分析を試みる。

芸術鑑賞における「視覚」と「言葉」がどのよ

うに作用するのかという問いに関わる事例演習

を通して、鑑賞の個人的な意味づくりについて

の議論を深めていく。

西暦奇数年度開講。

0ATAJ0

8
芸術鑑賞論b-2 1 1.0 1・2 秋AB 火3 6B203 石﨑 和宏

　人々は芸術をどのように理解するのか。その

問いにかかわる研究成果を検討しつつ、美術教

育における鑑賞教育の方法論を考察する。特に

解釈や判断等の思考過程に注目し、その過程で

葛藤やジレンマ、意味の生成、論争などを促す

方法について検討する。さらに美術的な思考の

深化を促すプランを立案・実践し、議論する。

教室：芸術B234。対

面、ただし状況によ

りオンライン(同時双

方向型)に変更の可能

性あり。

西暦奇数年度開講。

専門基礎科目(学校教育・保健体育教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考
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0ATAK0

1
保健体育教育内容論 1 3.0 1・2

春AB秋

AB

春C秋C

金2

集中
宮崎 明世

保健体育科の教材について、教材開発と学習指

導の実践及び研究に関する基礎知識を身につけ

る。各種運動領域の教材、学習及び学習指導に

関する開発・実践及び研究に関する知識を踏ま

えて、教材及び単元計画の開発、学習過程及び

指導方法の開発、開発した教材、単元計画、指

導方法を検証するための研究を計画できるよう

になることを目標とする。具体的には、保健体

育科の教材について基本的理論を学ぶ。各種運

動・スポーツ種目のトレーニングと指導法に関

する知識を踏まえて、教材を開発する。

0ATAK0

2

保健体育教育実践論演

習I
2 1.0 1

春季休業

中
集中 宮崎 明世

教育実習において実習生が直面する問題を理解

し、問題解決の助力と指導計画の指導を通じて

自らの授業計画、運営能力を身につけることを

目標とする。具体的には、筑波大学附属小学

校・中学校・高校と連携し、保健体育科の教育

実習生の事前指導を観察、補助することを通じ

て、保健体育科の授業作り、教材作り、学習指

導、評価に関する知識を学校現場でどのように

活用し実践するのか、保健体育科の教育実習生

が直面する課題とその解決方法を理解し、学習

指導並びに授業改善に必要な知識と実践力を身

につける。

3月下旬に講義、演習

（対面）

対面

0ATAK0

3

保健体育教育実践論演

習II
2 1.0 2 春AB 集中 宮崎 明世

教育実習の準備段階で実習生が直面する問題点

を理解し、指導案作成の指導を通じて自らの授

業計画、運営能力を身につけることを目標とす

る。具体的には、筑波大学附属小学校・中学

校・高校と連携し、保健体育科の教育実習生が

教育実習前に行う観察実習および指導案作成を

観察、補助することを通じて、保健体育科の授

業作り、教材作り、学習指導、評価に関する知

識を学校現場でどのように活用し実践するの

か、保健体育科の教育実習生が直面する課題と

その解決方法を理解し、学習指導並びに授業改

善に必要な知識と実践力を身につける。

授業はいずれも11:25

－15:00

4/15,22,5/6,13,14

対面

0ATAK0

4

保健体育教育実践論演

習III
2 1.0 2 春AB 随時 宮崎 明世

教育の現場で実習生が直面する問題点を理解

し、指導案作成の指導を通じて自らの授業計

画、運営能力を身につける。実習校の指導教員

の実習生への指導を、自らの授業力の向上に役

立てることを目標とする。具体的には、筑波大

学附属小学校・中学校・高校と連携し、保健体

育科の教育実習生の指導を観察、補助すること

を通じて、保健体育科の授業作り、教材作り、

学習指導、評価に関する知識を学校現場でどの

ように活用し実践するのか、保健体育科の教育

実習生が直面する課題とその解決方法を理解

し、学習指導並びに授業改善に必要な知識と実

践力を身につける。

0ATAK0

5

保健体育カリキュラム

論
1 1.0 1・2 春AB 木2 宮崎 明世

現在の学校に対する社会的な要請や、児童生徒

のニーズを理解する。その上で課題やニーズに

対応した、小・中・高校段階のカリキュラムを

設定できる力を身につける。また、体育の目標

と内容について学び、カリキュラムモデルを理

解することを目標とする。具体的には、教科と

しての体育の意義と学習すべき内容を理解し、

発達段階に応じたカリキュラムを考える。学校

段階に応じたカリキュラムの考え方を学び、さ

まざまなカリキュラムモデルを理解し活用でき

るようになる。

050



0ATAK0

6
保健体育授業づくり論 1 1.0 1・2 秋AB 木4 宮崎 明世

より良い体育授業を行うための、授業計画、教

材を活かす学習過程の設計、授業中の肯定的雰

囲気と運動学習の勢いをつくり出すマネジメン

トと教授行動などについて考えることができる

こと、実現可能な指導計画、教材の考え方を身

につけ、良い保健体育授業が行えるようになる

ことを目標とする。具体的には、保健体育の授

業づくりの基礎をふりかえり、さらに実践的な

考えの下に年間計画、単元計画、指導計画づく

りを検討する。今、この時代に求められる保健

体育授業、学校のあり方について考える。より

良い体育授業を行うための、授業計画、教材を

活かす学習過程の設計、授業中の肯定的雰囲気

と運動学習の勢いをつくり出すマネジメントと

教授行動について検討する。
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専門基礎科目(国語教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAD0

1
国語科教育学a 1 1.0 1・2

国語科の目標、内容、方法に関する研究水準に

基づいて、今日的な課題について討議を行い、

解決策を検討する。具体的には、国語学習指導

の意義、国語科の目標と内容、学習者の把握と

指導計画作成の観点、話すこと・聞くことに関

する授業づくりの方法、書くことに関する授業

づくりの方法、読むことに関する授業づくりの

方法、伝統的な言語文化と国語に関する事項の

内容、国語科における評価の方法、国語科をと

りまく課題について討議する。

西暦偶数年度開講。

対面

0ATAD0

2
国語科教育学b 1 1.0 1・2

PISA、全国学力・学習状況調査などの評価方

法、また、アクティブ・ラーニングなど、現在

の国語教育を取り巻く問題を取り上げて関連資

料に基づき討議を行い、対応策を検討する。具

体的には、PISA2000のもたらした課題、全国学

力・学習状況調査、高等学校・大学の入試問

題、読解力向上プログラムの背景、「新しい学

力観」の帰趨、学校教育における言語活動の位

置づけをめぐる議論、アクティブ・ラーニング

の諸問題、FD活動の課題などについて討議す

る。

西暦偶数年度開講。

対面

0ATAD0

3
国語科教育史研究a 1 1.0 1・2 春AB 火5 8B406 長田 友紀

筑波大学附属中央図書館所蔵の学制期以降の教

科書を用いつつ、国語科の成立過程における教

材選択および構成の推移を初等教育と中等教

育、国語関連教科と他教科、国語科成立前と後

などの観点によって検討する。具体的には、国

語科の教科内容を決定する要素と検討資料、学

制期の教科書、教育令期の教科書における初等

教育と中等教育の関連,第一次学校令時の教科書

制度と初等教育と中等教育の関連、初等教育に

おける国語科の成立と第二次学校令期との間の

連続性の有無、第三次学校令期における初等教

育と中等教育の関連、古典教育・文学教育の起

源について、作文教育における課題の変化とそ

の要因、教科書にみる国語科と他教科との関連

について討議する。

西暦奇数年度開講。

対面

0ATAD0

4
国語科教育史研究b 1 1.0 1・2 秋AB 火5 8B406 長田 友紀

国語教育の実践理論史上には時を隔てた類同性

を見出すことができる。それらに関して問題の

構造を解明し、解決のための方途を討議する。

具体的には、国語科の教育史における時を隔て

た類同性に着目することの意味、他教科と国語

科の異同を議論する観点、国語科成立時におけ

る「話し方」教授の位置づけからみる話すこ

と・聞くことの問題、明治末期における発表教

授不振の要因と随意選題論の成立、学習法の提

唱とアクティブ・ラーニング、調べる綴り方と

教育課程の問題、調べる綴り方と国語単元学

習、第一次・第二次学習指導要領と国語単元学

習、第三次・第四次学習指導要領と第七次・第

八次学習指導要領、第五次・第六次学習指導要

領と第九次学習指導要領などについて討議す

る。

西暦奇数年度開講。

対面

0ATAD0

5

国語科教育実践論研究

a
2 2.0 1・2

春ABC

夏季休業

中

水6

集中
8B406

勝田 光,長田 友

紀

国語科教育の代表的実践理論を概観した上で、

それぞれの領域の授業分析事例について討議

し、分析対象とする授業計画や調査計画を立案

する。具体的には、国語科授業分析の概説、国

語科教育実践理論の代表的研究(読むことの教

育、書くこと教育、話すこと・聞くことの教

育、言語事項の教育、伝統的な言語文化の教育)

を概観した上で、国語科授業分析研究の代表的

研究 演習発表(読むことの教育、書くこと教

育、話すこと・聞くことの教育、言語事項の教

育、伝統的な言語文化の教育)を行う。その上で

国語科授業分析の目標および指導内容に関する

考察をする。

西暦奇数年度開講。

対面
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0ATAD0

6

国語科教育実践論研究

b
2 1.0 1・2 秋AB 水6 8B406

勝田 光,長田 友

紀

研究授業を院生が自ら企画立案したものを実際

の教室で実施する。実施後は、授業中の学習者

のデータを記録・分析したものを報告書にまと

める。具体的には、、国語科授業分析の調査法

方法の考察、国語科授業分析における評価方法

の考察をし、独自の授業案の作成や模擬授業の

実施および分析をする。授業分析についての復

習、ワークシートの作成、ワークシートの検

討、アンケート用紙の作成、アンケート用紙の

検討をしたうえで、研究授業の実施、研究授業

の振り返り、調査データの分析と考察、授業研

究調査報告書の作成をする。

実地指導を含む。

西暦奇数年度開講。

対面

0ATAD0

7
表現教育論a 1 1.0 1・2

国語教科書における表現領域の教材を確認した

うえで、表現トレーニングを受講することで各

自の表現のスキルや能力を向上させる。具体的

には、言語表現論の概説、国語教育における言

語表現、教科書に見る言語表現(話すこと・聞く

こと)、教科書に見る言語表現(書くこと)、言語

表現トレーニング(話すことの基礎)、言語表現

トレーニング(話すことの応用)、言語表現ト

レーニング(書くことの基礎)、言語表現トレー

ニング(書くことの応用)、言語表現の振り返り

の方法などについて討議する。

実地指導を含む。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

対面

0ATAD0

8
表現教育論b 1 1.0 1・2

日本における表現教育の主要な事例を歴史的に

振り返った上で、特に大村はま実践における事

例を討議する。具体的には、言語表現に関する

実践事例(戦前)、言語表現に関する実践事例(昭

和)、言語表現に関する実践事例(平成)、大村は

まにみる表現教育の方法(スピーチ)、大村はま

にみる表現教育の方法(インタビュー)、大村は

まにみる表現教育の方法(話し合い)、大村はま

にみる表現教育の方法(説明的文章)、大村はま

にみる表現教育の方法(文学的文章)、大村はま

にみる表現教育の方法(総合的な単元)について

討議する。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

対面

0ATAD0

9
文学教育論a 1 1.0 1・2 通年 応談 石塚 修

国語科教育、とくに中等教育における文学に関

する教育についての基礎的な知見を身につけ、

中等教育の教員として求められる資質を高め

る。具体的には、文学とはなにか(総論)、文学

とはなにか(問題点)、文学を教育することの意

義(総論)、文学を教育することの意義(問題

点)、中学校における文学教育(総論)、中学校に

おける文学教育(問題展)、高等学校における文

学教育(総論)、高等学校における文学教育(問題

展)などについて討議する。

実地指導を含む。

西暦奇数年度開講。

対面

0ATAD1

0
文学教育論b 1 1.0 1・2 通年 応談 石塚 修

国語科教育、とくに中等教育における文学に関

する教育についての応用的な知見を身につけ、

中等教育の教員として求められる資質を高め

る。具体的には、文学とはなにか(総論)、文学

とはなにか(問題点)、文学を教育することの意

義(総論)、文学を教育することの意義(問題

点)、中学校における文学教育(総論)、中学校に

おける文学教育(問題展)、高等学校における文

学教育(総論)、高等学校における文学教育(問題

展)などについて応用的な視点から討議する。

実地指導を含む。

西暦奇数年度開講。

対面

0ATAD1

1
古典教育論a 1 1.0 1・2

国語科教育、とくに中等教育における古典に関

する教育についての基礎的な知見を身につけ、

中等教育の教員として求められる資質を高め

る。具体的には古典とはなにか(概説)、古典と

はなにか(問題点)、古典を教育することの意義

(古文)、古典を教育することの意義(漢文)、中

学校における古典教育(古文)、中学校における

古典教育(漢文)、高等学校における古典教育(古

文)、高等学校における古典教育(漢文)などにつ

いて討議する。

実地指導を含む。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

対面
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0ATAD1

2
古典教育論b 1 1.0 1・2

国語教育における古典分野について教員として

ふさわしい指導方法・指導内容を身につける。

具体的には、古典とはなにか(概説)、古典とは

なにか(問題点)、古典を教育することの意義(古

文)、古典を教育することの意義(漢文)、中学校

における古典教育(古文)、中学校における古典

教育(漢文)、高等学校における古典教育(古

文)、高等学校における古典教育(漢文)について

応用的な視点から討議する。それらをもとに古

典分野についてふさわしい教員像について考察

する。

実地指導を含む。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

対面

0ATAD1

3

国語科リテラシー教育

論a
1 1.0 1・2 春AB 火2 8B406 島田 康行

国語教科書の教材を対象として、リテラシー教

育の考え方について実践的に学ぶ。具体的には

国語教育におけるリテラシーの考え方、学習指

導要領にみるリテラシー教育の思想、国語教科

書にみるリテラシー教育の可能性、「話すこ

と・聞くこと」の教材研究(1)中学校教科書か

ら、「話すこと・聞くこと」の教材研究(2)高校

教科書から、「書くこと」の教材研究(1)中学校

教科書から、「書くこと」の教材研究(2)高校教

科書から、「読むこと」の教材研究(1)中学校教

科書から、「読むこと」の教材研究(2)高校教科

書から、リテラシー教育の考え方に立つ国語教

育の在り方などについて概観する。

対面

0ATAD1

4

国語科リテラシー教育

論b
1 1.0 1・2 秋AB 火2 8B406 島田 康行

教材開発の視点と方法を学び、国語科各領域の

リテラシー教材開発を実践的に学ぶ。具体的に

は、リテラシー教育における教材の機能と役

割、教材開発の観点と方法、「話すこと・聞く

こと」の教材開発(1)プレゼンテーション、「話

すこと・聞くこと」の教材開発(2)メディアの活

用、「書くこと」の教材開発(1)説明と描写にお

ける修辞、「書くこと」の教材開発(2)論じると

いうこと、「読むこと」の教材開発(1)近現代の

文学的文章、「読むこと」の教材開発(2)古文・

漢文、「読むこと」の教材開発(3)「実用的な文

章」、総括 -リテラシー教育の考え方に立つ教

材開発のこれからについて討議する。

対面

0ATAD1

5
国語教育特講 1 1.0 1・2 秋B 集中 8B406 長田 友紀

各国の教育課程、PISAの結果、教科書の分析に

基づき、他国・地域と日本の母語教育における

共通点と相違点について討議する。具体的に

は、研究方法としての他国・地域との比較につ

いての概説、PISAの学習環境に関する結果につ

いて、PISAの読解リテラシーに関する結果につ

いて、各国・地域における母語教育の位置づ

け、中国における語文の教育内容、台湾におけ

る国語の教育内容、韓国における国語の教育内

容、東アジアにおける共通教材としての漢文、

他言語文化圏における古典学習の意義について

討議する。

詳細後日周知。

対面

0ATAD1

6
国語科研究法 1 3.0 1・2

春AB秋

AB
応談 勝田 光,石塚 修

国語科の各領域に関する実践研究を収集し、今

日的な課題を把握すると同時に、現時点での達

成水準を理解する。また筑波大学所蔵の現職派

遣生の実践レポートを分析対象として、討議を

とおしてそれらを分析し評価するとともに自ら

提案するための方法を獲得する。その上で実際

に実践レポートを作成する。具体的には、国語

科の実践研究の水準を把握する意義とその方

法、実践研究のレビューの収集、レビュー記述

の観点、話すこと・聞くことの実践に関するレ

ビューの分析、などについて討議する。

全てオンライン

14条対応
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0ATAD1

7
国語科研究法演習 2 3.0 1・2

春AB秋

AB
応談

長田 友紀,稀代

麻也子

国語科における各領域(読むこと、書くこと、話

すこと・聞くこと、日本語の特質、伝統的な言

語文化(古文、漢文)でなされてきた代表的な研

究を概観した上で、各自でそれぞれの領域の研

究を調査し、討論する。また国語科教育におけ

る代表的研究方法を理解した上で、各自でそれ

ぞれの手法から一つを選び調査し演習発表を行

う。その際、研究方法だけでなく、各領域の指

導内容にも十分に注意を払い検討を進める。こ

れらをとおして国語科教育の研究法を向上させ

る。

全てオンライン

14条対応

0ATAD1

8
社会日本語論Ia 1 1.0 1・2 春C 集中 今田 水穂

今後の日本社会における母語教育の必要性と,学

習者が身につけるべき言語能力,およびその指導

法について,主として日本語研究との関わりの中

から考察し,学習者を指導するための基本的な知

識や応用能力を習得する。今年度は主として、

学習指導要領と教科書の関係、および扱われる

言語事項について検討する。

第1-5回 オンデマン

ドによる事前学習

第6回 7月7日(金)3限

第7,8回 7月14日

(金)3〜4限

第9,10回 7月21日

(金)3〜4限

対面(オンライン併用

型)

0ATAD1

9
社会日本語論Ib 1 1.0 1・2 春AB 木3 橋本 修

日本語を主な材料として、社会言語学の主要概

念について論じる。一部受講者による議論を含

む。具体的には、「母語」教育と「国語」教育

について、言語事項から見た国語科と英語科の

連携について、言語事項から見た国語教育と日

本語教育の連携について、多言語多文化社会に

おける言語情報の提供サービスについて、中学

校レベルで求められる言語情報と現在の中学生

向け国語辞典(分担報告を含む)、高等学校レベ

ルで求められる言語情報と現在の国語辞典(分担

報告を含む)、国語教育で求められる言語情報と

日本語教育で求められる言語情報について討議

する。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD2

0
社会日本語論IIa 1 1.0 1・2 春AB 月4 今田 水穂

日本語研究と国語教育との目的や方法論の違い

を理解した上で、論理展開力の育成やアイデン

ティティ・共感力の育成のための母語教育のあ

り方と、それを支援する日本語研究のあり方に

ついて、具体的な事例をもとに検討していく。

今年度は主として、国語教育と語彙・意味論と

の関わりについて検討する。

人文社会科学学位P言

語学SP「国語教育学

A」と共通

対面. オンライン(オ

ンデマンド型)

0ATAD2

1
社会日本語論IIb 1 1.0 1・2 秋AB 月4 今田 水穂

日本語研究と国語教育との目的や方法論の違い

を理解した上で、論理展開力の育成やアイデン

ティティ・共感力の育成のための母語教育のあ

り方と、それを支援する日本語研究のあり方に

ついて、具体的な事例をもとに検討していく。

今年度は主として、言語資源を活用した社会言

語学的研究について検討する。

対面. オンライン(オ

ンデマンド型)

0ATAD2

2
古典日本語論Ia 1 1.0 1・2 春AB 応談 大倉 浩

高校で学んだ古典文法を、実例を確認し再検討

することで、暗記ではない過去の日本語の実態

に迫る。

対面

0ATAD2

3
古典日本語論Ib 1 1.0 1・2 秋AB 応談 大倉 浩

原本コピーを講読しながら、文献資料の扱い

方、語学的な問題のとらえ方、狂言という芸能

に関する知識など、日本語史研究の基本的な事

項にふれてゆく。

対面

0ATAD2

4
古典日本語論IIa 1 1.0 1・2 春AB 火4

人社

A207
大倉 浩

狂言諸台本の日本語史料としての位置づけを本

質的に考える。その手がかりとして江戸期の版

本狂言記を他台本と比較して読む。

場所は人社棟Ａ２０

７

対面

0ATAD2

5
古典日本語論IIb 2 1.0 1・2 秋AB 木3 橋本 修

文法に重点をおいた、日本語史の基本的概念、

基本的知識の習得、定着を行ったのち、応用的

な議論を行う。具体的には、国語教育と情報教

育(ガイダンス)、規範的な日本語と実際の日本

語、コーパスと日本語の分析、各種日本語コー

パスとその利用法について、国語科教科書に記

載された文法事項の記述の検証(分担報告を含

む)、国語科教科書に記載された表記事項の記述

の検証(分担報告を含む)、教科書の使用語彙に

関する分析(分担報告を含む)、日本語教科書の

記述の検証(分担報告を含む)、国語辞書の記述

内容の検証(分担報告を含む)について討議す

る。

オンライン(同時双方

向型)

055



0ATAD2

6
現代日本語論Ia 1 1.0 1・2 春AB 応談 田川 拓海

日本語研究における活用および関連諸現象の位

置付け・分析方法について、これまでの研究に

おける取り扱いを整理することによって主要な

論点と立場を洗い出す。また、自ら形態現象を

分析する際のデータの収集・分析方法について

も、実際の作業を通して検討する。具体的に

は、形態論と文法・音韻論、日本語の活用研究

史、活用(1): 活用と述部複合体、活用(2): 語

の範囲と形態論的カテゴリー、活用(3): 付加と

対立、活用(4): 連用形の分布、活用(5): 未然

形の位置づけ、同形性と補充、日本語の諸方言

の活用などについて討議する。

対面

0ATAD2

7
現代日本語論Ib 1 1.0 1・2 秋AB 応談 那須 昭夫

現代日本語の音声・音韻のしくみについて、自

立拍の特性ならびに各行の音声・音韻の特徴を

中心に学ぶ。音韻史に関する知識についても扱

う。具体的には、現代日本語の拍体系、カ行・

ガ行の音声・音韻、サ行・ザ行の音声・音韻、

タ行・ダ行の音声・音韻、ハ行・バ行・パ行の

音声・音韻、マ行・ナ行の音声・音韻、ヤ行・

ワ行の音声・音韻、ラ行の音声・音韻、ア行(母

音)の音声・音韻、などについて討議する。

西暦偶数年度開講。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD2

8
現代日本語論IIa 1 1.0 1・2 春AB 火5 田川 拓海

日本語研究における語構成の位置付け・分析方

法について、これまでの研究における取り扱い

を整理する。また、自ら形態現象・語彙を分析

する際のデータの収集・分析方法についても、

コーパス等を用いた実際の作業を通して学ぶ。

具体的には、形態論と文法・音韻論、日本語に

特徴的な語構成、語構成(1): 複合動詞、語構成

(2): 動詞由来複合語、語構成(3): 複合形容

詞、語構成(4): 接辞と品詞、語構成(5): 語種

と外来語研究、語構成(6): 外来語動名詞の分布

と分類、コーパスを用いた形態論・語彙研究、

などについて討議する。

対面

0ATAD2

9
現代日本語論IIb 1 1.0 1・2 秋AB 火5 那須 昭夫

現代日本語の韻律のしくみや特徴について理解

を深め、音韻ならびに表記にかかわる国語教育

上の諸課題について考察する力をつける。また

国語教育の問題についても応用的に考える。具

体的には、日本語の拍と音節、撥音の音声と音

韻、促音の音声と音韻、長音の音声と音韻、特

殊拍と表記、共通語アクセント、名詞アクセン

トの特徴、活用語アクセントの特徴、複合語ア

クセントの特徴、付属語アクセントの特徴、清

濁の対立と音韻現象などについて討議する。

西暦奇数年度開講。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD3

0
日本文学研究Ia 1 1.0 1・2

『源氏物語』注釈史が、諸本の問題に不可分に

かかわることを具体的に見、異文発生がケアレ

スにではなく、必然として生じた問題について

あきらかにすることをこころみる。異文が思想

史的な問題を考察する糸口にもなり得ることに

ついて解説する。具体的には『源氏物語』注釈

史概説(古注)、『河海抄』、『源氏物語』注釈

史概説(旧注)、『花鳥余情』、『源氏物語』注

釈史概説(旧注)、連歌師、中世における『源氏

物語』享受、能、『源氏物語』の諸本などにつ

いて討議する。

場所は中央図書館古

典籍室

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

対面

0ATAD3

1
日本文学研究Ib 2 1.0 1・2

『源氏物語』注釈史のなかでも、近代以降、そ

の意味、『源氏物語』理解のための必要性、が

見えにくくなっている注釈書を中心にとりあげ

て、それらがどのような時空のなかで生きてい

たのか考え、わたしたしがうしなってしまった

ものの所在をあきらかにすることをこころみ

る。具体的には中世の『源氏物語』注釈、『河

海抄』、中世の『源氏物語』注釈、『仙源

抄』、『源氏物語』注釈史と字書、『節用

集』、近世の『源氏物語』、契沖、賀茂真淵、

注釈書の諸本についてなどについて討議する。

場所は中央図書館古

典籍室

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

対面
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0ATAD3

2
日本文学研究IIa 1 1.0 1・2 春AB 木4 吉森 佳奈子

虚構の物語作品である『源氏物語』が、注釈史

のある時期に歴史記述によって注されてきた状

況を具体的に見る。あわせて、『源氏物語』注

釈書にのみ伝承される歴史記述のゆくえを見、

官撰国史断絶後、歴史はどのように記されたか

という問題についても考える。具体的には年代

記類概説、官撰国史、類書と歴史記述。『二中

歴』、『源氏物語』注釈書所引の歴史記述、

『帝王編年記』、『源氏物語』注釈書所引の歴

史記述、『神皇正統記』、などについて討議す

る。

場所は中央図書館古

典籍室

西暦奇数年度開講。

対面

0ATAD3

3
日本文学研究IIb 2 1.0 1・2 秋AB 木4 吉森 佳奈子

主として近代以降の『源氏物語』研究におい

て、ジャンルが異なることから殆ど注目される

ことのなかった『三教指帰』注釈書類が『源氏

物語』注釈史の伝承と深くかかわることについ

て具体的に考察する。『源氏物語』が歴史記述

によって注された問題を解きあかすことをここ

ろみる。具体的には『源氏物語』注釈史概説、

古注、旧注、『源氏物語』注釈と私撰国史、

『一代要記』、『源氏物語』注釈と私撰国史、

『一代要記』と『大日本史』、『源氏物語』注

釈と『帝王編年記』、などについて討議する。

場所は中央図書館古

典籍室

西暦奇数年度開講。

対面

0ATAD3

4
日本文学演習Ia 2 1.0 1・2 春AB 火3 8B406 馬場 美佳

日本近代文学のうち主に明治期の文学について

学ぶ。対象とする作品について、担当者が語

釈・注釈・先行研究の調査を行い、それに基づ

いて当該作品の文学的価値や諸問題について、

全体で討論を行う。

0ATAD3

5
日本文学演習Ib 2 1.0 1・2 秋AB 火3 8B406 馬場 美佳

日本近代文学のうち主に大正期の文学について

学ぶ。対象とする作品について、担当者が語

釈・注釈・先行研究の調査を行い、それに基づ

いて当該作品の文学的価値や諸問題について、

全体で討論を行う。

対面

0ATAD3

6
日本文学演習IIa 2 1.0 1・2 春AB 木6 8B406 馬場 美佳

日本現代文学のうち主に昭和期の文学について

学ぶ。対象とする作品について、担当者が語

釈・注釈・先行研究の調査を行い、それに基づ

いて当該作品の文学的価値や諸問題について、

全体で討論を行う。

対面

0ATAD3

7
日本文学演習IIb 2 1.0 1・2 秋AB 木6 8B406 馬場 美佳

日本現代文学のうち主に平成期の文学について

学ぶ。対象とする作品について、担当者が語

釈・注釈・先行研究の調査を行い、それに基づ

いて当該作品の文学的価値や諸問題について、

全体で討論を行う。

対面

0ATAD3

8
日本文学表現論a 1 1.0 1・2 春AB 月6 8B406 谷口 孝介

日本文学の表現が中国文学との交渉を経て形成

される過程について考える。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD3

9
日本文学表現論b 2 1.0 1・2 秋AB 月6 8B406 谷口 孝介

日本文学の表現規範を形成した平安時代の文学

表現について考える。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAD4

0
中国文学研究a 2 1.0 1・2 春AB 火5 稀代 麻也子

『芸文類聚』所収の詩文を読む。 西暦偶数年度開講。

対面

0ATAD4

1
中国文学研究b 2 1.0 1・2 秋AB 火5 稀代 麻也子

『芸文類聚』所収の南北朝の作品を読む。 西暦偶数年度開講。

対面

0ATAD4

2
中国文学演習a 2 1.0 1・2 春AB 火5 8B204 稀代 麻也子

『芸文類聚』所収の作品を読む。 西暦奇数年度開講。

対面

0ATAD4

3
中国文学演習b 2 1.0 1・2 秋AB 火5 稀代 麻也子

『芸文類聚』所収の詩を読む。 西暦奇数年度開講。

対面
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専門基礎科目(社会科教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAE0

1
社会科教育学特講 4 2.0 1・2

春AB秋

AB
火5

井田 仁康,金 玹

辰

社会科の基本的な概念を学ぶとともに、社会科

のあるべき姿を理論的に、また各地の教育現場

の実地調査を踏まえて探究する。春学期は、社

会科の概念を、学校と地域とのかかわりから、

地域に関わる論文を通して探究していく。これ

により、文献を通じて、社会科の視点より地域

を考察する研究方法を習得する。秋学期は、春

学期で得た知見を活かし、調査地域を選定して

地域調査を行う。地域とかかわって社会科の学

習がいかに行われているかを調査し、その調査

結果を報告書もしくは論文としてまとめるまで

を授業として行う。

0ATAE0

2

社会科教育学内容論

(地理歴史)
1 3.0 1・2 春AB 金1,2

井田 仁康,唐木

清志,國分 麻里,

金 玹辰

中学校社会科及び高等学校公民科の理論と方法

について、特に、授業づくりと授業評価に必要

な資質・能力を身に付けることができる。授業

づくりにあたっては、現代の諸課題の教材化

と、社会的な見方・考え方の育成に焦点を絞っ

て、授業づくりを実施する。さらに、授業評価

では、授業を通して身に付けられる履修者を2~4

人から成る4つのグループに分け、各グループで

教材研究と単元開発を行う。その上で、全員の

前で、模擬授業を行い、授業評価を行う。

0ATAE0

3

社会科教育学内容論

(公民)
1 3.0 1・2 春AB 金1,2

井田 仁康,唐木

清志,國分 麻里,

金 玹辰

中学校社会科及び高等学校公民科の理論と方法

について、特に、授業づくりと授業評価に必要

な資質・能力を身に付けることができる。授業

づくりでは、現代の諸課題の教材化、社会的な

見方・考え方の育成に焦点を当てる。また、授

業評価では、ルーブリック評価やパフォーマン

ス評価といった近年注目される評価論を念頭に

置く。履修者を2~4人から成る4つのグループに

分け、各グループで教材研究と単元開発を行

う。その上で、全員の前で、模擬授業を行い、

授業評価を行う。

0ATAE0

4

社会科教育学実践論

(地理歴史)
2 3.0 1・2 秋AB 金1,2

井田 仁康,唐木

清志,國分 麻里,

金 玹辰

中学校社会科及び高等学校地理歴史科の授業づ

くりについて、高度な教育実践力を身に付ける

ことができる。地理では、特に地域調査に重点

をおき、地域でのフィールドワークを通した授

業づくりを心掛ける。歴史では、史料批判に重

点をおき、多面的・多角的に考えられる資料を

考察し、解釈学習を行うことができるような授

業づくりを行う。履修者を2~4人から成る4つの

グループに分け、各グループで教材研究と単元

開発を行う。その上で、実際に学校現場におい

て実験授業を実施して、その結果を分析する。

0ATAE0

5

社会科教育学実践論

(公民)
2 3.0 1・2 秋AB 金1,2

井田 仁康,唐木

清志,國分 麻里,

金 玹辰

中学校社会科及び高等学校公民科の授業づくり

について、高度な教育実践力を身に付けること

ができる。「社会科教育学内容論(公民)」で習

得した授業づくりに関する理論を基に、作成さ

れた学習指導案を活用して実際に授業を実施す

ることになる。なお、単に授業を実施するだけ

でなく、授業後の評価活動にも積極的に関与し

て、総合的に授業力を高めることに留意する。

履修者を2~4人から成る4つのグループに分け、

各グループで教材研究と単元開発を行う。その

上で、実際に学校現場において実験授業を実施

して、その結果を分析する。
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0ATAE0

6
地理教育特講I 1 1.0 1・2

中等学校での地理教育に関しての講義や討論を

通して地理教育の本質にせまり、それを理解し

たうえで地理授業の構想をたて、実践する。Iで

は特に地理教育の本質を理解することに重点を

おく。具体的には、地理教育課題を文献などか

ら見いだし、その課題についての理論的背景を

考察していく。そのために、地理教育の論文お

よび著書を検討し、批判することはむろんのこ

と、関連する教育学分野は専門分野の論文や著

書についても必要に応じて検討を加える。

西暦偶数年度開講。

0ATAE0

7
地理教育特講II 1 1.0 1・2

中等学校での地理教育に関しての講義や討論を

通して地理教育の本質にせまり、それを理解し

たうえで地理授業の構想をたて、実践する。II

ではIでの成果を踏まえて、教育実践論文や実践

を検討することにより、理論がどのように実践

化されるのか、あるいはできるのかを考察す

る。これにより、地理教育の本質が、授業でど

のように実証化できるのかを検証することがで

き、目標論と内容論、方法論それぞれの理論を

統合した授業の構築が可能となる。

西暦偶数年度開講。

0ATAE0

8
地理教育特講III 1 1.0 1・2

春AB秋

AB
応談 金 玹辰

これまで教育現場で地理として実践してきたこ

とを学問的に位置付け、論文とすることを学

ぶ。自分の実践と関連する地理教育の論文を分

析することを通して、社会科教育学ないしは地

理教育における、自分の実践を位置付けてい

く。それにより、自分が今までやっていた実践

が、社会科教育学および地理教育の中でどのよ

うな意味をもつのかを客観的に評価することが

できる。こうしたことを通して、地理教育論文

の意味や地理教育論文の意義を考え、実践研究

の必要性についての自覚を促していく。

14条対応

0ATAE0

9
地理教育演習I 2 1.0 1・2 春AB 随時 金 玹辰

中等学校での地理教育に関しての講義や討論を

通して地理授業の構想をたて、実践する。Iでは

特に地理授業の構想を立てることに重点をお

く。具体的には、地理授業の本質、先行研究か

ら見る地理授業の特性、地理授業の基になる理

論の概要、地理授業の理論の構築、地理授業の

構成といった、地理授業を構想する際に必要と

なる基礎的・基本的な内容及び方法論について

演習を実施する。本講義で習得した内容及び方

法論に基づき、地理教育演習IIでは、より具体

的に授業実施を目標に置く。

西暦奇数年度開講。

対面

0ATAE1

0
地理教育演習II 2 1.0 1・2 秋AB 随時 金 玹辰

中等学校での地理教育に関しての講義や討論を

通して地理授業の構想をたて、実践する。IIで

は特に地理授業を実践することに重点をおく。

講義ではまず、中学校地理的分野の授業づくり

班と、高等学校地理歴史科地理の授業づくり班

の二つにグループ分けする。その上で、それぞ

れのグループで教材研究を行い、学習指導案を

作成する。さらに、それに基づいて模擬授業を

実施して、学習指導案の再検討を行う。最終的

に、学校教育現場で実験授業を行う。

西暦奇数年度開講。

対面

0ATAE1

1
地理教育演習III 2 1.0 1・2

春AB秋

AB
応談 金 玹辰

地理教育実践に関する単元構想を行い、実際に

模擬授業或いは実験授業を実施して、授業を振

り返って、授業評価を行う。本講義で大切にし

たいことは、授業評価である。学習成果をより

厳密に評価していくことが、実践報告と実践研

究との分かれ目だと考えているため、「地理教

育演習II」と比して、本講義では授業評価に力

点を置く。実践終了後に、履修者は授業の様子

を録画したテープから、発話を文字起こしし

て、授業中に提出された振り返りシート等とと

もに、評価の材料とする。パフォーマンス評価

やルーブリック評価といった最新の評価技術も

ここで学ぶことになる。

14条対応

059



0ATAE1

2
歴史教育特講I 1 1.0 1・2

中等学校での歴史教育に関する基礎を学ぶ。歴

史的には、明治時代から現在までの歴史教育史

について学ぶ。その上で、1947年からの社会科

歴史教育や歴史教育論についての考察を加えて

いく。具体的には、日本や世界の歴史教育に関

する目標や内容、方法について、理論的および

実践的に講義や演習などを通じて学んでいく。

加えて、歴史を学ぶ意味やその必要性について

も、世界の歴史学者や歴史教育者の考えを知り

ながら、自分なりの考えが持てるようにする。

西暦偶数年度開講。

0ATAE1

3
歴史教育特講II 1 1.0 1・2

歴史教育について、多方面より発展的に一層学

んでいくものである。具体的には、日本や世界

の歴史教育に関する資料や論文を比較しながら

読み、それに関する資料も含めて、総合的に考

察していく。学生による報告と討論を通じて、

歴史教育に関するより深い内容や方法を学ぶも

のである。授業の目標は次の2点である。(1)日

本や世界の歴史教育に関する比較の視点で読む

ことができる。(2)多面的・多角的に文献を考察

しながら報告し討論を通じて、自分の意見を相

対化しながら、歴史教育についての理解を深め

るである。

西暦偶数年度開講。

0ATAE1

4
歴史教育特講III 1 1.0 1・2

春AB秋

AB
応談 國分 麻里

日本と世界の歴史教育実践の動向を探り、いく

つかの授業実践記録を丁寧に読んでいく。具体

的には、日本の1945年以後の「初期社会科」と

言われる時代の実践と、アメリカやイギリス、

ドイツの歴史授業実践を検討していく。そうし

た実践に、今まで自分自身が実践してきた授業

を重ね合わせていく。こうした作業をすること

で、これまでの自分の歴史授業実践の位置づけ

を知ることができるとともに、新しい考え方や

内容、方法を吸収することができる。こうした

作業を繰り返し行ない、歴史教育実践の今後に

ついて深く探究する。

14条対応

0ATAE1

5
歴史教育演習I 2 1.0 1・2 春AB 木3 國分 麻里

歴史教育演習Iでは、比較研究を行う国や地域の

歴史、教育に関する論文を分析・検討する。具

体的には、比較研究を行う国や地域として、ア

メリカやイギリス、ドイツを想定している。こ

うした国々の歴史や教育に関する論文を扱うこ

とで、日本の歴史教育との比較研究をより深く

行うことができる。これらの国や地域の論文を

読み、分析・検討という作業を繰り返すこと

で、国家や地域単位の歴史や歴史教育を比較

し、大局から検討する視点を得る。

西暦奇数年度開講。

0ATAE1

6
歴史教育演習II 2 1.0 1・2 秋AB 木3 國分 麻里

歴史教育演習IIでは、教員と受講者全員で対象

地域および国を実際に訪問し、歴史教育に関す

る調査を行う。日本の歴史学や歴史教育の現代

的課題を明らかにし、今後の展望を考える。訪

問する時期や対象地域、国をどこにするかは受

講生と相談しながら決定するが、歴史教育演習I

での論文分析・検討を踏まえる。その際、特に

対象国の歴史学と歴史教育の事前調査を綿密に

行ない、日本の歴史教育との比較・分析を通じ

て、歴史教育の今後の展望を考えていく。

西暦奇数年度開講。

0ATAE1

7
歴史教育演習III 2 1.0 1・2

春AB秋

AB
応談 國分 麻里

日本史や世界史、歴史総合に関する歴史教育実

践の単元構想を行い、検討を行なう。その上

で、実際に模擬授業あるいは実験授業を実施し

て、その授業の目標や内容、方法の妥当性を検

討する。その上で、授業者は授業を振り返り、

自分や受講者による授業評価を行う。このよう

な過程を経ることで、これからの歴史教育実践

の在り方を検討することができる。また、授業

づくりに必要とされる資質・能力を高めること

ができる。特に新設された歴史総合は近現代の

日本史と世界史を扱うものであるから、重点的

に取り上げる。

14条対応
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0ATAE1

8
歴史教育学特講 3 2.0 1・2 通年 集中 國分 麻里

韓国を中心とした東アジアの歴史教育と歴史学

について講義および演習を通じて総合的に考察

する。日本と朝鮮半島は隣国であるがゆえに、

先史以来、様々なレベルで交流が行なわれてき

た。近代や現代を経て、隣国理解、国際理解教

育を推進するために、韓国巡検を実施し、東ア

ジアの歴史に関する現状および教育を理解す

る。具体的には、韓国を中心とした東アジアの

歴史教育と歴史学について、研究動向・教科書

問題・歴史認識などの視点から考察する。

0ATAE1

9
公民教育特講I 1 1.0 1・2

公民教育研究に関する論文を収集して、1時間に

一つの論文を読み進める。履修者は事前に論文

を読んでくることを前提とし、授業では総合的

なディスカッションを行い、公民教育研究(特に

中学校社会科公民的分野)に関する知見を深めて

もらうことにする。論文の選定にあたっては特

に、中学校社会科公民的分野で焦点となってい

る、平和学習、人権学習、主権者教育、グロー

バル経済学習、開発教育といった内容について

中心的に取り扱う。

西暦偶数年度開講。

0ATAE2

0
公民教育特講II 1 1.0 1・2

公民教育研究に関する論文を収集して、1時間に

一つの論文を読み進める。履修者は事前に論文

を読んでくることを前提とし、授業では総合的

なディスカッションを行い、公民教育研究(特に

高等学校公民科)に関する知見を深めてもらうこ

とにする。論文の選定にあたっては、高等学校

公民科で焦点となっている、新科目「公共」、

生命倫理教育、キャリア教育、アントレプレー

ナーシップ教育といった内容について中心的に

取り扱うことにする。

西暦偶数年度開講。

0ATAE2

1
公民教育特講III 1 1.0 1・2

春AB秋

AB
応談 唐木 清志

公民教育実践の動向を探り、いくつかの授業実

践記録を読みながら、そこに自身がこれまでに

実践してきた授業を重ね合わせて、公民教育実

践の今後について深く探究する。授業実践記録

として考えられるのは、初期社会科(昭和20年代

の社会科)における実践記録、政治的中立性と関

連した授業実践、高等学校社会科「現代社会」

と関連した授業実践、そして、近年の社会的な

見方・考え方と関連した授業実践など、社会科

教育史における特徴的な授業記録を取り上げ、

今日の公民教育授業を相対化する目を育てる。

14条対応

0ATAE2

2
公民教育演習I 2 1.0 1・2 春AB 火3 唐木 清志

公民教育実践に関する先行実践を分析しなが

ら、1時間に一つの教材を開発する。履修者はグ

ループで一つのテーマを与えられ、関連する単

元開発(特に中学校社会科公民的分野)を行なっ

てもらうことになる。単元開発にあたっては、

現代の諸課題、社会的な見方・考え方、授業評

価の3つを柱とする。特に、現代の諸課題を教材

化するにあたっては、グループで入念に題材を

選び、それについて深く追究する。その際、課

題の根底には価値の葛藤があることを念頭に置

き、そこから社会的な見方・考え方が導き出さ

れるように工夫をする。

西暦奇数年度開講。

0ATAE2

3
公民教育演習II 2 1.0 1・2 秋AB 火3 唐木 清志

公民教育実践に関する先行実践を分析しなが

ら、1時間に一つの教材を開発する。履修者はグ

ループで一つのテーマを与えられ、関連する単

元開発(特に高等学校公民科)を行なってもらう

ことになる。単元開発にあたっては、現代の諸

課題、社会的な見方・考え方、授業評価の3つを

柱とする。特に、現代の諸課題を教材化するに

あたっては、グループで入念に題材を選び、そ

れについて深く追究する。その際、課題の根底

には価値の葛藤があることを念頭に置き、そこ

から社会的な見方・考え方が導き出されるよう

に工夫をする。

西暦奇数年度開講。
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0ATAE2

4
公民教育演習III 2 1.0 1・2

春AB秋

AB
応談 唐木 清志

公民教育実践に関する単元構想を行い、実際に

模擬授業或いは実験授業を実施して、授業を振

り返って、授業評価を行う。単元開発にあたっ

ては、現代の諸課題、社会的な見方・考え方、

授業評価の3つを柱とする。特に、現代の諸課題

を教材化するにあたっては、グループで入念に

題材を選び、それについて深く追究する。その

際、課題の根底には価値の葛藤があることを念

頭に置き、そこから社会的な見方・考え方が導

き出されるように工夫をする。履修者はそのほ

とんどが現職教員であるため、自身の授業を振

り返りながら単元開発を行う。

14条対応

0ATAE2

5
人文地理学特講I 1 1.0 1・2 春AB 火1 8B306 森本 健弘

農業地理学についての研究成果を講義するとと

もに、農業地理の研究の動向や課題について講

義する。さらに、農業地理だけでなく、他の地

理学でも援用されるGISについて講義するととも

に、地理学における方法論としてGISについて考

察を加える。こうして、GISを援用した農業地理

学の最新の研究動向を概観する。農業地理は地

理学の中でも伝統のある研究分野であることか

ら、これにより地理学のもともとの研究意義を

考えることができる。

0ATAE2

6
人文地理学特講II 1 1.0 1・2 春AB 火2 8B306 井田 仁康

交通地理学および教育地理学について講義す

る。交通地理学は、大きくは経済地理に含まれ

るが、研究内容によっては文化地理に含まれる

こともあり、極めて多様性のある研究分野であ

る。交通地理学の研究系譜をおうことで地理学

全体の研究動向もみえてくる。教育地理学につ

いては、教育現象を地理学的に見ることで、教

育活動を通して地理学は何を追究する学問かが

見えてくる。地理学と教育との関連性を追究

し、地理が実用性のある学問であることを認識

することができる。

対面

0ATAE2

7
人文地理学演習I 2 1.0 1・2 秋AB 火1 8B407 森本 健弘

農業・食料の地理学を中心とする講義と討論を

行う。具体的には、農業・食料を、自然条件と

しての気候、土壌及び地形の観点、経済条件と

しての需要と消費の観点、社会・政治としての

農業の近代化と国家、市場と交通、人口・労働

力・土地所有の観点からそれぞれ探究する。そ

の上で、農業・食料における革新、農業・食料

の文化的枠組み、農業・食料と環境について、

深く協議することを主たる内容とする。このよ

うな追究を通して、現代の日本及び世界情勢の

理解における地理学の方法の重要性について理

解を深めることになる。

対面

0ATAE2

8
人文地理学演習II 2 1.0 1・2

秋AB

春季休業

中

金3

集中
8B407 金 玹辰

交通地理学や教育学地理学の論文を読み、研究

の仕方について学ぶ。また、自分で論文発表を

し、理論的な論文に基づき、自ら教材を構築す

る力を養わせる。また、具体的な対象地域を選

び、地域性を背景とした交通や教育についての

考察を行う。これにより、地理学の研究が地域

性を背景として考察していることを見いだし、

地理学研究の意義や必要性について議論し、人

文地理学についての洞察を深めさせるようにす

る。それとともに地誌学の重要性も認識するこ

とができる。

2/18(土)4-6限ただし

13:30集合、

2/19(日)2-4限8B408

で対面で実施

0ATAE2

9
自然地理学特講I 1 1.0 1・2

地名の謎解きを行う際に自然地理的な知識が役

に立つことを示したうえで、気候・地形・水

文・土壌・植生の地理学的な見方を教授する。

しかるのち、多角的な視点で自然地理学的素材

に関する課題追究を行う。最後に、新たな謎解

きを模索することで自然地理学的なパースペク

ティブを総括する。本授業では、自然地理学を

構成する諸分野の基礎をテーマとし、自然環境

のしくみに関する正しい理解を培うことを到達

目標としているが、本授業のように例えば地名

に注目することは、地理教育の教材研究として

も役立つ視点であると考えている。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE3

0
自然地理学特講II 1 1.0 1・2

自然地理学の意義を問うたうえで、社会的問題

として重要性の高い5つのトピックスについて概

説する。さらに、3つのテーマに沿って課題追究

を行い、思考を深める。総括として、環境との

共生に向けた議論を通じて理解の統合化を図

る。本授業では、自然地理学に関連する話題性

の高いトピックスをテーマとし、机上の知識を

今日的な課題に応用する力を養うともに、分野

横断的な理解を通じて人間社会の望ましい在り

方を考察できるようになることを到達目標とし

ているが、先の5つのトピックスや3つのテーマ

は、地理教育の教材研究としても役立つ視点で

あると考えている。

西暦偶数年度開講。

0ATAE3

1
自然地理学演習I 2 1.0 1・2 春AB 火2 8B407 山中 勤

自然景観を読み取る能力について問題提起した

うえで、つくば市を対象とした基礎的な読図・

図上作業について演習を行う。また、一般的な

調査手順や報告書の作成に関して概説し、実際

に身近な地域の野外調査を体験する。野外調査

にあたっては、等高線抜描図・水系網、土地利

用図・新旧地形図比、地形発達史・ハザード

マップ、風景画シミュレーションの観点を大切

にして準備を進め、実際の調査では、簡易測

量、景観観察、水質調査を中心に進める。

西暦奇数年度開講。

0ATAE3

2
自然地理学演習II 2 1.0 1・2

夏季休業

中
集中 8B407 山中 勤

授業におけるフィールドワークの重要性と課題

について問題提起したうえで、養老山地を対象

とした基礎的な読図・図上作業について演習を

行う。また、ダイナミックな地理的事象が見ら

れる典型的な地域において、野外調査を体験す

る。野外調査にあたっては、地形区分、地形断

面図・立体図、水系網・接峰面図、風景画シ

ミュレーションを大切にして準備を進め、実際

の調査では、火山地域の景観観察、湿原の観

察、湿原の観察、湖水の化学的調査、湖底湧水

調を中心に進める。

0ATAE31履修者に限る

西暦奇数年度開講。

0ATAE3

3
地理学野外実験 3 3.0 1・2 秋BC 集中

井田 仁康,森本

健弘,山中 勤,金

玹辰

調査対象地域を選定して、自然地理および人文

地理の野外調査を実施する。これにより対象地

域の理解を深めるとともに地域の課題を見いだ

し、改善策を考察できるようにする。さらに

は、地域調査の方法を学ぶ。具体的な調査は、

グループごとに調査計画を立案する。次に各グ

ループのテーマに沿って予備調査・本調査・補

足調査等を行い、調査結果についてグループ内

外でディスカッションを行う。得られた成果

は、最終的に冊子体の報告書として刊行する。

0ATAE3

4
日本史特講I 1 1.0 1・2

東郷和彦・波多野澄雄編『歴史問題ハンドブッ

ク』(岩波書店、2015年)をテキストに、現在も

続く様々の「歴史問題」について、フィールド

ワークもと取り入れながら講じる。具体的に

は、東京裁判、植民地支配、靖国神社公式参

拝、歴史教科書問題、領土問題、戦争賠償、原

爆投下問題について取り上げる。その上で、茨

城県内の戦争遺跡、東京大空襲・戦災資料セン

ターを調査する。これらの授業を通して、最終

的には、歴史教育教材を開発する能力を高める

ことを目的とする。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

0ATAE3

5
日本史特講II 1 1.0 1・2

東郷和彦・波多野澄雄編『歴史問題ハンドブッ

ク』(岩波書店、2015年)をテキストに、現在も

続く様々の「歴史問題」について、フィールド

ワークもと取り入れながら講じる。具体的に

は、日米終戦、昭和天皇戦争責任、強制連行・

強制労働、BC級戦犯裁判、シベリア抑留問題、

日朝歴史問題、復員・引き揚げ、戦没者追悼・

慰霊について取り上げる。その上で、国立歴史

民俗博物館を調査する。これらの授業を通し

て、最終的には、歴史教育教材を開発する能力

を高めることを目的とする。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。
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0ATAE3

6
日本史演習I 2 1.0 1・2 春AB 応談 伊藤 純郎

東郷和彦・波多野澄雄編『歴史問題ハンドブッ

ク』(岩波書店、2015年)をテキストに、現在も

続く様々の「歴史問題」について、各自の問題

意識にもとづき報告する。具体的には、東京裁

判、植民地支配、靖国神社公式参拝、歴史教科

書問題、領土問題、戦争賠償、原爆投下問題、

「大東亜戦争」史観について取り上げる。その

上で、最終的には、歴史問題の解決に向けての

協議を行い、いまだに解決しない様々の「歴史

問題」について、戦争責任と戦後責任の視点か

ら問い直す作業を通じて、解決への道筋を考察

する。

西暦奇数年度開講。

詳細後日周知

0ATAE3

7
日本史演習II 2 1.0 1・2 秋AB 応談 伊藤 純郎

東郷和彦・波多野澄雄編『歴史問題ハンドブッ

ク』(岩波書店、2015年)をテキストに、現在も

続く様々の「歴史問題」について、各自の問題

意識にもとづき報告する。具体的には、日米終

戦、昭和天皇の戦争責任、強制連行・強制労

働、BC級戦犯裁判、シベリア抑留問題、日朝歴

史問題、復員・引き揚げ、戦没者追悼・慰霊に

ついて取り上げる。その上で、最終的には、ア

ジアの歴史和解に関する協議を行い、いまだに

解決しない様々の「歴史問題」について、戦争

責任と戦後責任の視点から問い直す作業を通じ

て、解決への道筋を考察する。

西暦奇数年度開講。

詳細後日周知

0ATAE3

8
民俗学実習 3 3.0 1・2

インタビュー調査並びに実地調査を通して、歴

史教育における教材研究の在り方を検討すると

ともに、歴史教育についての理解を深める。具

体的には、日本社会の民俗を改めて捉えなおす

ことを目的とし、長野県の集落を巡り、インタ

ビュー調査並びに実地調査を行い、歴史教育に

関する知識と技能を身に付けることができるよ

うに授業を計画する。実習の事前学習として、

訪問予定の遺跡、博物館、考古学的な成果につ

いてそれぞれまとめて発表をしてから現地の巡

検の基礎とする。また、実際の巡検では、グ

ループ毎に調査するとともに、グループディス

カッションを通して、各グループの調査内容を

共有する。

2023年度開講せず。

0ATAE3

9
考古学特講I 1 1.0 1・2

「ヒト・モノ」を視点として歴史教育の在り方

を探る。それぞれのナショナルアイデンティ

ティを形成する歴史教育はどのようなもので

あったのか、主に先史から古代までを人類学的

な視点から扱い、現代までつながる人類の歴史

や多様性について考察する。また、モノ教育の

視点から、物質文化・非物質文化の保存活用と

歴史教育の役割について事例をもとに議論を深

める。具体的には、中学・高校歴史教科書に見

られる先史時代・古代の扱い、考古学の歴史教

育における役割、人類史視点からみる先史時代

からの東アジア、北東アジアにおける交易シス

テムと中世に触れる。

西暦偶数年度開講。

0ATAE4

0
考古学特講II 1 1.0 1・2

「ヒト・モノ」を視点として歴史教育の在り方

を探る。それぞれのナショナルアイデンティ

ティを形成する歴史教育はどのようなもので

あったのか、主に先史から古代までを人類学的

な視点から扱い、現代までつながる人類の歴史

や多様性について考察する。また、モノ教育の

視点から、物質文化・非物質文化の保存活用と

歴史教育の役割について事例をもとに議論を深

める。具体的には、人類学・考古学的な成果に

よる日本人、日本列島における政治中心と縁辺

部の歴史観、民族誌にみる北方文化と日本、物

質文化と歴史教育、時代のイメージと理解に触

れる。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE4

1
考古学演習I 2 1.0 1・2 春AB 木4 谷口 陽子

モノ資料に着目し、先史時代の日本列島および

周辺地域を俯瞰的に概観し、歴史教育の中で人

類学的視点がどのように利用可能か考える。具

体的には、モノ教育の視点から、物質文化・非

物質文化の保存活用と歴史教育の役割について

事例をもとに議論を深めることになる。歴史を

教える立場として、まず、自分がどこから来た

のか、何者であるのかを、歴史教育の視点から

位置づけることを目標とする。それは、人類の

系譜、先史時代の物質文化、気候変動と新石器

化など俯瞰的な視点から、先史〜古代に関する

出来事を理解することにつながる。

西暦奇数年度開講。

0ATAE4

2
考古学演習II 2 1.0 1・2 秋AB 木4 谷口 陽子

人類が発祥してから、拡散、分化や接触、そし

てグローバルな統合へと向かうプロセスを俯瞰

する視点から書かれた参考図書を利用し、人類

学的な視点から、われわれはどこから来てどこ

に向かっているのか考察する。具体的には、モ

ノ教育の視点から、物質文化・非物質文化の保

存活用と歴史教育の役割について事例をもとに

議論を深めることになる。歴史を教える立場と

して、まず、自分がどこから来たのか、何者で

あるのかを、歴史教育の視点から位置づけるこ

とを目標とする。それは、人類の系譜、先史時

代の物質文化、気候変動と新石器化など俯瞰的

な視点から、先史〜古代に関する出来事を理解

することにつながる。

西暦奇数年度開講。

0ATAE4

3
考古学実習 3 3.0 1・2

夏季休業

中
集中 谷口 陽子

考古遺跡や博物館を利用して物質資料を用いた

歴史教育について理解を深める。本授業では、

北東アジア、東アジアの古代史観を改めて捉え

なおすことを目的とし、東北(青森、岩手周辺)

あるいは中部高地(山梨、長野)の縄文時代を中

心とする遺跡を巡り、遺跡の景観、立地、周辺

環境を体感するとともに、遠隔地との交流を示

す出土資料を見学する。モノ資料による歴史教

育の体感と、歴史教科書に載せられていないよ

うな、広域の文化交流や物質移動の側面につい

ても理解を深める。

9月末に青森県での実

習を予定している(た

だし状況によって

は、変更の可能性が

ある)

0ATAE4

4
社会学特講I 1 1.0 1・2

社会学理論と実証的研究の検討をつうじて、社

会学の主たる理論・概念および視角・方法を習

得し、現代社会の諸問題について理解する。具

体的には、以下のテーマを取り扱う。つまり、

社会学の誕生・発展・転回、リスク社会、情

報・メディア社会、個人化と心理化、グローバ

リゼーション、再帰的近代化、ポストモダニズ

ム、親密圏と公共圏である。導入教材として、

日本社会学会理論応用事典刊行委員会『社会学

理論応用事典』(丸善出版、2017年)と日本社会

学会社会学事典刊行委員会『社会学事典』(丸善

出版、2010年)を活用するが、授業ではそれぞれ

関連する基本文献を提示する。

西暦偶数年度開講。

0ATAE4

5
社会学特講II 1 1.0 1・2

社会学理論と実証的研究の検討をつうじて、社

会学の主たる理論・概念および視角・方法を習

得し、現代社会の諸問題について理解する。具

体的には、以下のテーマを取り扱う。つまり、

社会学の見方、福祉レジーム、社会的包摂と社

会的排除、持続可能社会、社会関係資本、監視

社会と生権力、サイバーカルチャーである。導

入教材として、日本社会学会理論応用事典刊行

委員会『社会学理論応用事典』(丸善出版、2017

年)と日本社会学会社会学事典刊行委員会『社会

学事典』(丸善出版、2010年)を活用するが、授

業ではそれぞれ関連する基本文献を提示する。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE4

6
社会学演習I 2 1.0 1・2 春AB 月5 森 直人

社会学のすぐれた実証研究の文献会読をつうじ

て、社会学の視角と主たる概念を用いて、種々

の社会現象を読み解けるようになる。取り上げ

る社会現象は、行為・相互行為・意味、自己・

主体・アイデンティティ、他者・関係・コミュ

ニケーション、生命・身体、ジェンダー・セク

シュアリティ、家族・ライフコース・教育、差

別・逸脱・犯罪、知・言語、歴史・記憶、社会

運動・社会構想である。授業では、社会学の議

論が中心となるが、いずれの視点も公民教育の

教材化にとって重要な視点であるので、本授業

において履修者は授業づくりの能力を高めるこ

とができる。

西暦奇数年度開講。

0ATAE4

7
社会学演習II 2 1.0 1・2 秋AB 月5 森 直人

社会学のすぐれた実証研究の文献会読をつうじ

て、社会学の視角と主たる概念を用いて、種々

の社会現象を読み解けるようになる。取り上げ

る社会現象は、近代・社会変動・社会システ

ム、宗教、権力・支配、法・政治、集団・組

織、労働・産業・市場、階級・階層、表象・文

化・消費、医療・福祉、科学・技術・環境・災

害である。授業では、社会学の議論が中心とな

るが、いずれの視点も公民教育の教材化にとっ

て重要な視点であるので、本授業において履修

者は授業づくりの能力を高めることができる。

西暦奇数年度開講。

0ATAE4

8
政治学特講I 1 1.0 1・2 春AB 金6 鈴木 創

2~3名の班ごとにテーマを設定し、主として高等

学校政治・経済での選挙に関する授業を開発す

ることを念頭に、政治学の学術書・学術論文を

含む文献・資料等にあたり、教材研究を行う。

なお、本授業では、選挙に関して高等学校政

治・経済で取り上げるべきテーマを設定し、政

治学における議論をフォローしながら探求する

とともに、選挙に関わる諸現象を政治学的な視

点を用いて理解することができるようになるこ

とを目的としている。

西暦奇数年度開講。

0ATAE4

9
政治学特講II 1 1.0 1・2 秋AB 金6 鈴木 創

政治学特講Iで行った教材研究をもとに、主とし

て高等学校政治・経済での選挙に関する授業を

開発し、模擬授業を行う。なお、本授業では、

政治学の学術的成果を踏まえて、選挙に関する

授業を開発することができるとともに、開発し

た授業を実践し、その意義と限界、発展可能性

について考察することができるようになること

を目的としている。そのため、模擬授業に際し

ては、有権者の政治意識、選挙制度、選挙運

動、投票行動が主たる教育内容として取り上げ

る。

西暦奇数年度開講。

0ATAE5

0
政治学演習I 2 1.0 1・2

2~3名の班ごとにテーマを設定し、主として高等

学校政治・経済での政策決定の制度や過程に関

する授業を開発することを念頭に、政治学の学

術書・学術論文を含む文献・資料等にあたり、

教材研究を行う。なお、本授業では、政策決定

の制度や過程に関して高等学校政治・経済で取

り上げるべきテーマを設定し、政治学における

議論をフォローしながら探求することができる

とともに、策決定に関わる諸現象を政治学的な

視点を用いて理解することができるようになる

ことを目的としている。

西暦偶数年度開講。

0ATAE5

1
政治学演習II 2 1.0 1・2

2~3名の班ごとにテーマを設定し、主として高等

学校政治・経済での政策決定の制度や過程に関

する授業を開発することを念頭に、政治学の学

術書・学術論文を含む文献・資料等にあたり、

教材研究を行う。なお、本授業では、政治学の

学術的成果を踏まえて、政策決定の制度や過程

に関する授業を開発することができるととも

に、開発した授業を実践し、その意義と限界、

発展可能性について考察することができるよう

になることを目的としている。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE5

2
経済学特講I 1 1.0 1・2

ミクロ経済学の基礎を講義する。また、随時演

習問題を出題する。本授業で取り上げる内容

は、具体的には、ミクロ経済学の目的と概要、

消費者理論の枠組み、需要関数の性質、消費者

理論の応用、消費者余剰、需要の弾力性、企業

理論の枠組み、生産者余剰、市場均衡、厚生経

済学の基本定理といった事柄である。このうち

特に前半の5つの項目(ミクロ経済学かの目的と

概要〜消費者余剰)については丁寧に取り上げ、

ミクロ経済学の基礎について学んでもらう。入

谷純・篠塚友一(2012)『ミクロ経済学講義』日

本経済新聞社と、ポール・クルーグマン、ロビ

ン・ウェルス(2017)『ミクロ経済学』東洋経済

新報をテキストとして採用する。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

0ATAE5

3
経済学特講II 1 1.0 1・2

ミクロ経済学の応用とマクロ経済学の基礎を講

義する。また、随時演習問題を出題する。本授

業で取り上げる内容は、具体的には、ミクロ経

済学の労働市場への応用、労働供給の理論の福

祉政策への応用、政府の政策と労働市場の均

衡、人的資本、マクロ経済学(概観)、国内総生

産(GDP)、経済成長に関する事実、経済成長理

論、金融システム、財政赤字と経済成長といっ

た事柄である。大森義明『労働経済学』日本評

論社、ポール・クルーグマン、ロビン・ウェル

ス(2017)『ミクロ経済学』東洋経済新報社、

ポール・クルーグマン、ロビン・ウェルス

(2009)『マクロ経済学』東洋経済新報社をテキ

ストとして採用する。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

0ATAE5

4
経済学演習I 2 1.0 1・2

ミクロ経済学の基礎を講義する。また、随時演

習問題を出題する。本授業で取り上げる内容

は、具体的には、ミクロ経済学の目的と概要、

消費者理論の枠組み、需要関数の性質、消費者

理論の応用、消費者余剰、需要の弾力性、企業

理論の枠組み、生産者余剰、市場均衡、厚生経

済学の基本定理といった事柄である。このうち

特に後半の5つの項目(需要の弾力性〜厚生経済

学の基本原理)については丁寧に取り上げ、ミク

ロ経済学の基礎について学んでもらう。入谷

純・篠塚友一(2012)『ミクロ経済学講義』日本

経済新聞社と、ポール・クルーグマン、ロビ

ン・ウェルス(2017)『ミクロ経済学』東洋経済

新報をテキストとして採用する。

西暦奇数年度開講。

2023年度開講せず。

0ATAE5

5
経済学演習II 2 1.0 1・2

ミクロ経済学の応用とマクロ経済学の基礎を講

義する。また、随時演習問題を出題する。本授

業で取り上げる内容は、具体的には、ミクロ経

済学の労働市場への応用、労働供給の理論の福

祉政策への応用、政府の政策と労働市場の均

衡、人的資本、マクロ経済学(概観)、国内総生

産(GDP)、経済成長に関する事実、経済成長理

論、金融システム、財政赤字と経済成長といっ

た事柄である。大森義明『労働経済学』日本評

論社、ポール・クルーグマン,ロビン・ウェルス

(2017)『ミクロ経済学』東洋経済新報社、ポー

ル・クルーグマン,ロビン・ウェルス(2009)『マ

クロ経済学』東洋経済新報社グレゴリー・マン

キュー(2014)『マンキュー経済学II マクロ編』

東洋経済新報社をテキストとして取り上げる。

西暦奇数年度開講。

2023年度開講せず。

0ATAE5

6
法律学特講I 1 1.0 1・2

毎回1つないし2つの事例を取り上げ、かかる事

例に対する教育対処と法的対処との可能性及び

限界について検討する。なお、具体的な事例の

選択については、受講者の希望を容れて行うた

め、下記に掲げた具体的な事例は、ある年度に

おける受講者との協議の結果を参考とした標準

的なものである。事例として考えているのは、

スポーツ事故、授業の進行方法と教員の適格

性、学習障害・能力格差、有権者教育、法教

育・道徳教育、児童生徒のSNS利用、売春及び薬

物、児童生徒及び保護者の信仰である。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE5

7
法律学特講II 1 1.0 1・2

毎回1つないし2つの事例を取り上げ、かかる事

例に対する教育対処と法的対処との可能性及び

限界について検討する。なお、具体的な事例の

選択については、受講者の希望を容れて行うた

め、下記に掲げた具体的な事例は、ある年度に

おける受講者との協議の結果を参考とした標準

的なものである。事例として考えているのは、

外国人生徒の扱い、性教育、カンニング、いじ

めとけんか、学校の地域貢献、保護者からのク

レーム、PTAの任意加入、学校の個人情報管理で

ある。

西暦偶数年度開講。

0ATAE5

8
法律学演習I 2 1.0 1・2 春AB 水3 星野 豊

2回の授業ごとに1つの事例を取り上げ、初回の

授業でかかる事例における問題点の所在を洗い

出し、次回の授業の中で、かかるトラブルに対

する教育対処と法的対処との関係及び両対応の

転換点について検討する。なお、具体的な事例

の選択については、受講者の希望を容れて行う

ため、下記に掲げる具体的な事例は、ある年度

における受講者との協議の結果を参考とした標

準的なものである。つまり、授業の進行と教員

の適格性、政治思想教育の在り方、いじめ問

題、カンニングである。

西暦奇数年度開講。

0ATAE5

9
法律学演習II 2 1.0 1・2 秋AB 水3 星野 豊

2回の授業ごとに1つの事例を取り上げ、初回の

授業でかかる事例における問題点の所在を洗い

出し、次回の授業の中で、かかるトラブルに対

する教育対処と法的対処との関係及び両対応の

転換点について検討する。なお、具体的な事例

の選択については、受講者の希望を容れて行う

ため、下記に掲げる具体的な事例は、ある年度

における受講者との協議の結果を参考とした標

準的なものである。つまり、学校改革と教員の

役割、保護者からのクレーム、学校選択制と学

校の統廃合、放射能汚染と風評被害である。

西暦奇数年度開講。

0ATAE6

0
哲学特講I 1 1.0 1・2 春AB 火4 五十嵐 沙千子

現代哲学の問題について主要なテクストを読

み、それが教育にいかに寄与するかディスカッ

ションする。具体的には、言語論的転回に関す

るディスカッションを深めた上で、言語論的転

回が「教室」をいかに変容させるかについてさ

らにディスカッションを行う。近年の公民教育

では、哲学対話が注目されている。旧来の一方

的な教え込みの公民教育ではなく、生徒の自律

性を保障した上での、対話的で協働的な学びを

教室にどのように成立させるのか、この点につ

いて、履修者には教師として授業に臨む姿勢を

身につけさせたい。

西暦奇数年度開講。

0ATAE6

1
哲学特講II 1 1.0 1・2 秋AB 火4 五十嵐 沙千子

現代哲学の問題について主要なテクストを読

み、それが教育にいかに寄与するかディスカッ

ションする。具体的には、現代思想における自

由に関するディスカッションを深めた上で、哲

学が「教室」をいかに変容させるかについてさ

らにディスカッションを行う。近年の公民教育

では、哲学対話が注目されている。旧来の一方

的な教え込みの公民教育ではなく、生徒の自律

性を保障した上での、対話的で協働的な学びを

教室にどのように成立させるのか、この点につ

いて、履修者には教師として授業に臨む姿勢を

身につけさせたい。

西暦奇数年度開講。

0ATAE6

2
哲学演習I 2 1.0 1・2

対話についての主要なテクストを読み、ディス

カッションする。具体的には、現代思想におけ

る対話に関するディスカッションを深めた上

で、対話が「教室」をいかに変容させるかにつ

いてさらにディスカッションを行う。近年の公

民教育では、哲学対話が注目されている。旧来

の一方的な教え込みの公民教育ではなく、生徒

の自律性を保障した上での、対話的で協働的な

学びを教室にどのように成立させるのか、この

点について、履修者には教師として授業に臨む

姿勢を身につけさせたい。

西暦偶数年度開講。
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0ATAE6

3
哲学演習II 2 1.0 1・2

現代思想の主要なテクストを読み、ディスカッ

ションする。具体的には、現代思想においてな

ぜ言語が問題になるのかについて、ウィトゲン

シュタイン、カルナップ、ベンヤミンを取り上

げながらディスカッションを深める。次に、社

会構成主義とは何かについて、ガーデン、デリ

ダを取り上げてディスカッションをさらに深め

る。その上で、最終的には、「教室」を脱構築

することの意義、「授業」を脱構築することの

意義について、総合的なディスカッションを行

う。

西暦偶数年度開講。

0ATAE6

4
倫理学特講I 1 1.0 1・2

倫理学の基本概念について検討する。なお、授

業は受講者が作成したレジュメの発表を基にし

て行う。

西暦奇数年度開講。

2023年度開講せず。

0ATAE6

5
倫理学特講II 1 1.0 1・2

倫理学の基本問題について検討する。なお、授

業は受講者が作成したレジュメを基にして行

う。

西暦奇数年度開講。

2023年度開講せず。

0ATAE6

6
倫理学演習I 2 1.0 1・2

倫理学の根本問題を扱った西洋近現代の著作を

精読し、テキストを読解する能力と倫理学的に

思考する能力を習得する。

西暦偶数年度開講。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAE6

7
倫理学演習II 2 1.0 1・2

倫理学の根本問題を扱った西洋近現代の著作を

精読し、テキストを読解する能力と倫理学的に

思考する能力を発展させる。

西暦偶数年度開講。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAE6

8
東アジア史特講Ⅰ 1 1.0 1・2 春AB 木6 上田 裕之

歴史学の近年の成果に基づく東アジア通史を提

示し、それと突き合わせることを通して、東ア

ジアの歴史に関する様々な説明・イメージに埋

め込まれた〈中心と周縁〉について論じる。特

に、10世紀までを扱う。

西暦奇数年度開講。

0ATAE6

9
東アジア史特講Ⅱ 1 1.0 1・2 秋AB 木6 上田 裕之

歴史学の近年の成果に基づく東アジア通史を提

示し、それと突き合わせることを通して、東ア

ジアの歴史に関する様々な説明・イメージに埋

め込まれた〈中心と周縁〉について論じる。特

に、11世紀以降を扱う。

西暦奇数年度開講。

0ATAE7

0
東アジア史演習Ⅰ 2 1.0 1・2 春AB 木6 上田 裕之

中学校社会科および高校歴史総合・世界史探究

の東アジア史に関わる部分について、受講生に

歴史学分野の関係文献を精読・報告させ、教育

上の可能性と留意点について検討する。特に、

12世紀までを扱う。

西暦偶数年度開講。

0ATAE7

1
東アジア史演習Ⅱ 2 1.0 1・2 秋AB 木6 上田 裕之

中学校社会科および高校歴史総合・世界史探究

の東アジア史に関わる部分について、受講生に

歴史学分野の関係文献を精読・報告させ、教育

上の可能性と留意点について検討する。特に、

13世紀以降を扱う。

西暦偶数年度開講。
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専門基礎科目(数学教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAF0

1
基礎数理学A 1 1.0 1・2 春A 水5,6

増岡 彰,塩谷 真

弘,木下 保,照井

章

学部で学んだ数学をより高い視点から振り返る

ことでより深い理解を得ることを目標として、

微分積分学および線形代数学の理論を現代数学

の立場から捉えなおす。基礎数理学Aでは数の体

系・関数の連続性・微分可能性・ユークリッド

空間の線形写像・初等超越関数について検討す

る。

0ATAF0

2
基礎数理学B 1 1.0 1・2 春B 水5,6

塩谷 真弘,増岡

彰,木下 保,照井

章

基礎数理学Aの内容を前提として、引き続き微分

積分学および線形代数学の理論を現代数学の視

点から捉えなおす。基礎数理学Bでは関数の線形

近似としての微分法・多項式近似としてのテイ

ラーの定理・線形空間と線形写像・行列式とヤ

コビアン・固有値についての再検討する。

0ATAF0

3
基礎数理学C 1 1.0 1・2 春C 水5,6

塩谷 真弘,増岡

彰,木下 保,照井

章

基礎数理学A・Bの内容を前提として、引き続き

微分積分学および線形代数学の理論を現代数学

の視点から捉えなおす。基礎数理学Cでは行列の

固有値と標準形及び非特異値分解、積分法、広

義積分と無限級数、微分形式とその積分につい

て検討する。

0ATAF0

4
総合数理学A 2 1.0 1・2 秋A

月・金

5
8B204

竹山 美宏,木下

保,照井 章,塩谷

真弘,増岡 彰

数学のより深い理解を目指していくつかのテー

マについて専門的に講究し、併せて数学的内容

の説明の仕方について学ぶため、学生の発表お

よび発表後のレポートをもとにして数学のいく

つかのテーマを取り扱う。総合数理学Aでは集合

に関する基礎概念及び選択公理、計算機数学に

ついての基礎概念、特に代表的アルゴリズムと

計算量について取りあつかう。

0ATAF0

5
総合数理学B 2 1.0 1・2 秋B

水・金

4

竹山 美宏,木下

保,照井 章,塩谷

真弘,増岡 彰

総合数理学Aの内容を前提として、数学のより深

い理解を目指していくつかのテーマについて専

門的に講究し、併せて数学的内容の説明の仕方

について学ぶため、学生の発表および発表後の

レポートをもとにして数学のいくつかのテーマ

を取り扱う。総合数理学Bにおいては数理論理の

基礎概念(命題論理及び述語論理)および2回の偏

微分方程式の代表例(双曲型・楕円型・放物型方

程式)について取り扱う。

0ATAF0

6
総合数理学C 2 1.0 1・2 秋C

火4,金

5

竹山 美宏,照井

章,木下 保,塩谷

真弘,増岡 彰

総合数理学A・Bの内容を前提として、数学のよ

り深い理解を目指す。いくつかのテーマについ

て専門的に講究し、併せて数学的内容の説明の

仕方について学ぶため、学生の発表および発表

後のレポートをもとにして数学のいくつかの

テーマを取り扱う。総合数理学Cにおいては代数

学の基礎概念、特に環論および加群のホモロ

ジー代数的理論および外積代数、及びベクトル

解析の基礎理論について取り扱う。

0ATAF0

7
現代数学基礎A 1 1.0 1・2 秋A 月3,4 8B408

川村 一宏,木村

健一郎,竹山 美

宏

現代数学の諸分野を概観し、バランスの取れた

数学観を身につけることを目標とする。現代数

学基礎Aにおいては微分方程式の基礎理論(解の

存在・一意性定理、解の定性的理論、級数解と

特殊関数論)について概観し、また確率論に関す

る基礎概念(確率モデル、条件付確率と事象の独

立性、確率分布、大数の法則と中心極限定理)に

ついて取り扱う。

0ATAF0

8
現代数学基礎B 1 1.0 1・2 秋B 月3,4 8B408

川村 一宏,木村

健一郎,竹山 美

宏

現代数学基礎Aの内容を踏まえて、引き続き現代

数学の諸分野を概観し、バランスの取れた数学

観を身につけることを目指す。現代数学基礎Bで

は主に代数学の基本概念、特に群論と対称性、

多項式と代数方程式、可換環論・可換体論、代

数方程式のガロア理論について取り上げる。
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0ATAF0

9
現代数学基礎C 1 1.0 1・2 秋C 月3,4 8B408

川村 一宏,木村

健一郎,竹山 美

宏

現代数学基礎A・Bの内容を踏まえて、現代数学

の諸分野を概観しバランスのとれた数学観を身

につける。現代数学基礎Cでは幾何学、特に曲面

の曲率と測地線、ガウス・ボンネの定理、及び

複素解析学の基本的な事柄、特に有理型関数と

解析接続・留数計算・リーマン面、について取

り上げる。

0ATAF1

0
現代数学特別研究A 2 1.0 1・2 春A 金4,5

竹山 美宏,木村

健一郎,川村 一

宏

数学のより幅広い理解を目指していくつかの主

題について専門的に講究し、併せて数学的内容

の説明の仕方について学ぶため、学生の発表お

よび発表後のレポートをもとにして数学のいく

つかのテーマを取り扱う。統計学における基本

概念、幾何学における結び目理論の基礎などの

ような，わかりやすい題材を取り上げる。

0ATAF1

1
現代数学特別研究B 2 1.0 1・2 春B 金4,5

竹山 美宏,木村

健一郎,川村 一

宏

現代数学特別研究Aを前提として、数学のより幅

広い理解を目指す。いくつかの主題について専

門的に講究し、併せて数学的内容の説明の仕方

について学ぶため、学生の発表および発表後の

レポートをもとにして数学のいくつかのテーマ

を取り扱う。整数論および複素解析学などのな

かから，やや進んだ題材を取り上げる。

0ATAF1

2
現代数学特別研究C 2 1.0 1・2 春C 金4,5

竹山 美宏,木村

健一郎,川村 一

宏

現代数学特別研究A・Bの内容を前提として、数

学のより幅広い理解を目指す。いくつかの主題

について専門的に講究し、併せて数学的内容の

説明の仕方について学ぶため、学生の発表およ

び発表後のレポートをもとにして数学のいくつ

かのテーマを取り扱う。フーリエ級数・フーリ

エ変換と調和解析、曲面および3次元多様体の幾

何学の基本概念など，発展的な題材を取り上げ

る。

0ATAF1

3
現代数学特別研究D 2 1.0 1・2 通年 応談

木村 健一郎,竹

山 美宏,川村 一

宏

現代数学特別研究A・B・Cの内容を前提として、

数学の幅広く深い理解を目指す。いくつかの主

題について専門的に講究し、併せて数学的内容

の説明の仕方について学ぶため、学生の発表お

よび発表後のレポートをもとにして数学のいく

つかのテーマを取り扱う。数理統計学(推定論・

検定論)および幾何学(結び目理論)などのなかか

ら，より進んだ話題について取り上げる。

0ATAF1

4
現代数学特別研究E 2 1.0 1・2 通年 応談

木村 健一郎,竹

山 美宏,川村 一

宏

現代数学特別研究A・B・C・Dを前提として、数

学のより幅広い理解を目指す。いくつかの主題

について専門的に講究し、併せて数学的内容の

説明の仕方について学ぶため、学生の発表およ

び発表後のレポートをもとにして数学のいくつ

かのテーマを取り扱う。整数論と複素解析学の

関りのような，数学的にやや高度な話題につい

て取り上げる。

0ATAF1

5
現代数学特別研究F 2 1.0 1・2 春C 集中

木村 健一郎,竹

山 美宏,川村 一

宏

現代数学特別研究A・B・C・D・Eの内容を前提と

して、数学のより幅広い理解を目指す。いくつ

かの主題について専門的に講究し、併せて数学

的内容の説明の仕方について学ぶため、学生の

発表および発表後のレポートをもとにして数学

のいくつかのテーマを取り扱う。フーリエ変換

と位相群上の調和解析、曲面および3次元多様体

の幾何学など，現代数学における発展的な話題

を取り上げる。

0ATAF1

6
数学教育研究方法論 1 2.0 1・2

夏季休業

中
集中 8B408 清水 美憲

数学教育における教授・学習に関する研究方法

の理論的前提や認識論的立場について、研究事

例の批評を通して検討する。授業の前半では、

質的データの採取及び分析における前提、手法

の意義と限界について学ぶとともに、最近のい

くつかの研究事例について批判的に検討する。

授業の後半では、数学科授業の分析に焦点化

し、国際比較研究「学習者の観点からの授業研

究(LPS)」による授業・インタビューデータの分

析を実例として、数学科の授業の実証的研究に

おける質的研究方法の意義と限界を探る。

今年は非常勤講師の

先生が担当します。
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0ATAF1

7
数学教育学習論 1 2.0 1・2

春季休業

中
集中 8B408

清水 美憲,礒田

正美,布川 和彦

1970年代から今日までにいたる数学の学習に関

する実証的研究の動向についてのその概略を講

義するとともに、各時代の研究論文を読んで、

その研究方法および知見を知る。特に、数学学

習における内的理解と外的理解の問題、手続き

的知識と概念的知識の関係及びその乖離の問

題、数学の問題解決過程と数学学習の問題、数

学の信念システムやメタ認知の問題、そして教

室における学習と社会的・数学的規範の役割、

学習における文化的要因の影響を中心に研究事

例を検討する。

今年は非常勤講師の

先生が担当します。

対面. オンライン(同

時双方向型)

0ATAF1

8

数学教育カリキュラム

論
1 2.0 1・2

秋AB

秋B

火3,4

集中

人間

A424

蒔苗 直道,小松

孝太郎,礒田 正

美

数学教育におけるカリキュラム開発について、

文献講読を通して考察する。この過程で、数学

教育学研究における基礎的用語や基本概念を理

解するとともに、数学の指導内容やその取扱い

について学習する。また、数学のカリキュラム

の構成原理や数学教育思想など幅広い視点から

の考察を行い、日本の学習指導要領の変遷や海

外のスタンダード、ナショナルカリキュラムな

ど実際の数学のカリキュラムを対象に、その学

術的な分析や考察ができるように、数学教育学

研究の基礎としてカリキュラム開発の理解を深

める。

0ATAF1

9
数学教育内容論 1 2.0 1・2

秋B

秋C

木2

集中
8B408

礒田 正美,宮川

健,川﨑 宣昭

数学者、数学史、数学教育の三領域において突

出した業績をあげたH.Freudenthalの数学的活動

論を前提に、数学化を解説し、再組織化による

指導系統こそが、教育課程の系統をなすことを

確認する。そこでは内容上の矛盾が現れ、生徒

のつまずき、それを解消する弁証法的対話も起

こり得る。本講義では、内容にかかる研究成果

と教科書分析を通して、小学校から高等学校ま

での算数・数学教材を深める。

いずれも1限-5限

対面

0ATAF2

0

数学教育実践論演習

(代数・幾何)
2 2.0 1・2 春AB 火3,4

人間

A424
蒔苗 直道

数学教育における代数・幾何領域に関する実践

的演習を、文献講読に基づいて行う。数学教育

上の実践的な課題に対する調査やデータ分析や

解釈を含むような数学教育学研究を取り上げ

る。高等学校の代数・幾何領域やこれらに関連

する中学校の領域を視野に入れ、これらの実践

的な課題に対する基礎的な研究方法を学習す

る。学習した内容を基に、学生の自身による課

題設定や問題解決を行い、その発表と検討を通

して、成果をまとめる演習を行う。

0ATAF2

1

数学教育実践論演習

(解析・確率統計・ICT

利用)

2 2.0 1・2 春AB
木3,4

集中
8B408 礒田 正美

数学教育における解析・確率統計領域及びICTに

関する実践的演習を、文献講読に基づいて行

う。解析領域では、関数、解析幾何、極限、微

分積分学の基本定理などについての教材研究

に、確率統計領域では統計的推測、ばらつき・

変動性の扱い、データサイエンスなどの統計的

方法を確認したうえでビッグデータ等の扱いに

かかる批判的思考に焦点を当てる。これら領域

および代数・幾何領域におけるICTを活用した数

学探究を実践する。
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専門基礎科目(理科教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAG0

1
理科教育基礎論 1 2.0 1 春AB 水1,2 遠藤 優介

現代理科教育学研究の動向とその成果を理解

し、修士課程で理科教育学研究に取り組み、ま

た修了後、理科教育研究力を有する理科教員と

なるための基礎を形成することを目標とする。

授業全体を通して、歴史的社会的現象である理

科教育を対象化し解明するための基本的な枠組

みと、その研究成果・動向について講義する。

具体的には、理科教育学研究の射程に鑑み、理

科教育目的論、理科教育内容論、理科教授・学

習論、理科教育評価論及び現代理科教育論の基

礎にある科学論等について論究する。

教室は人間系学系棟

B523・524

0ATAG0

2
理科教育学演習 2 2.0 1

秋AB

通年

水1,2

集中
8B210 山本 容子

理科教育学研究を始めるための基礎的演習であ

る。理科教育学研究力とプレゼンテーション力

の向上を図ることをねらいとする。理科教育学

関連の英語論文を読み、理科教育学研究の実

際・困難点・動向を把握する。前半は、理科教

育の代表的な国際誌に掲載された最新の英語論

文を各自で1本以上読み、その論文の内容を和訳

してまとめ、発表し、相互に批判・検討を行

う。後半は、理科教育における科学的な探究も

しくは理科学習論に関する英語論文1本以上を全

員で読み、和訳し、内容を検討する。さらに条

件が整えば、集中にて、理科教育の実践を観察

し討論する機会を設けたい。

0ATAG0

3
理科教育学習論 1 1.0 1・2 春AB 火1 8B210 山本 容子

子どもたちはいかに科学理論を構成するか、そ

して、教師は理科教育において子どもの見方と

考え方をどのように変容させるか、認知心理学

の視点を踏まえ、個別具体的な事例をもとに理

解を深めることを目標とする。構成主義的理科

学習論に関する代表的な書籍を読み、どのよう

な教授学習方法を用いれば、子ども一人一人が

持っている個性的な世界理解を尊重しながら新

たな世界理解を構築できるのか、受講生による

発表と議論を通して考究する。

0ATAG0

4
理科教育研究方法論 1 1.0 1 春C 集中 8B210 遠藤 優介

現代理科教育学研究において用いられる基礎的

な研究方法（アプローチ）について、その背後

にある理論的前提を確認するとともに、具体的

な研究事例を取り上げながら活用の実際を学

ぶ。質的・量的な研究それぞれの特徴とその射

程、調査計画の立て方やデータの集め方、分析

方法などを中心に、解説と受講者による活動を

交えながら実践的に検討する。

詳細後日周知

0ATAG0

5
理科教育実践演習 2 1.0 1・2 秋AB 木5,6 8B210 山本 容子

理科授業づくりの演習を通して、理科教師とし

て授業を構想・実践・改善するための実践的力

量の向上を図ることを目標とする。前半は、理

科の探究活動を中心とした理科授業づくりの理

論・実践に関する資料（書籍・論文）を読み、

内容をまとめ、発表・議論する。後半は、前半

で調べた内容を踏まえて、学校現場で実践する

ことを想定した中高理科の授業を、個人もしく

はグループで構想・実践し、相互評価を行う。

0ATAG0

6
基礎物理学1 1 1.0 1・2 春AB 月3 8B204 森下 將史

教育現場における生徒の物理学への苦手意識払

拭の一助として、理科教員を目指す学生に物理

学の面白さを伝えることを目的とした講義を行

う。物質の成り立ち、光の性質、力学、熱力

学、電磁気学、原子物理学、天文学、素粒子物

理学、物性物理学などのテーマについて、ま

ず、物理学における基本概念と基本法則の誕生

と変遷に注目して講義を行う。また、この中

で、中等教育では触れられない、高度ではある

が興味深い現象や概念についても講義を行う。
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0ATAG0

7
基礎化学1 1 1.0 1・2 春AB 火2 8B210

佐藤 智生,一戸

雅聡,長友 重紀

高校化学を教えるために必要な化学の基礎的な

知識を修得できるように、周期表、原子と分子

の構造、化学結合、物質量、気体の状態方程

式、エンタルピー、物質の三態、溶液と固体の

性質など化学の基礎となる項目を講義する。

基礎化学2も受講する

ことが望ましい。

0ATAG0

8
基礎生物学1 1 1.0 1・2 春AB 火4 8B210

中山 剛,出川 洋

介,石川 香

分子生物学、形態、生殖、進化、分類、生態な

どの基礎生物学の内容を、中高生に分かりやす

く説明できるようになる。また、基礎生物学分

野の研究がもたらす社会的側面についても理解

し、討論できるようになる。

0ATAG0

9
基礎地学1 1 1.0 1・2 春AB 火5 8B409

角替 敏昭,上松

佐知子

理科の教員として必要な地学の基礎的な知識の

習得のため、地球史、生命史、大陸形成史の基

礎的な内容について講義する。授業の前半は、

生命の誕生以降の地球の歴史と生物の進化およ

びそれらの相互作用によって作られてきた地球

表層史を俯瞰する。また基本的な化石標本の調

査と処理および同定記載、ならびに生層序対

比、古生物地理、機能形態解析、系統樹作成を

含めた進化理論、化石成因論、古生態復元、古

環境復元、化学化石分析などの具体的な研究例

に基づき、実際の研究を行う上で必要な概念と

手法を理解する。後半は、地球を構成する岩石

のうち、特に火成岩と変成岩について、基礎的

な分類から、その生成過程、起源、テクトニク

ス等に焦点を当てて講義する。本授業により、

知識と理解力および問題解決能力を向上させ

る。

0ATAG1

0
基礎物理学2 1 1.0 1・2 秋AB 月3 8B204

矢花 一浩,森 正

夫

中等教育における物理学の教員が背景知識とし

て習得していることが望ましい、高度ではある

が興味深い現象や概念について講義する。題材

として、結晶構造、相対性理論、フーリエ変

換、数の概念、準周期系、カオス、エントロ

ピー、トポロジー、フラクタル、などを扱う。

ここでは特に、物理学と密接な関わりをもつ数

学との関係に注目し、数学者が作り上げた抽象

的な概念を物理学者が如何に現実の現象に応用

してきたかを講義し、高度な現象や概念の理解

を目指す。

0ATAG1

1
基礎化学2 1 1.0 1・2 秋AB 火2 8B204

佐藤 智生,一戸

雅聡,長友 重紀

高校化学を教えるために不可欠な化学の基礎的

な知識を修得できるように、基礎化学1に引き続

き、化学平衡、酸と塩基、緩衝作用、酸化と還

元、電池、化学熱力学、エントロピー、反応速

度、活性化エネルギー、核化学、原子核、同位

体、有機化学、立体化学、化学分析、クロマト

グラフィーなど化学の基礎となる項目を講義す

る。

基礎化学1を受講して

いることが望まし

い。教室はmanabaに

て通知する。

対面

0ATAG1

2
基礎生物学2 1 1.0 1・2 秋AB 月5 8B409

澤村 京一,八畑

謙介,横井 智之

理科の教員として必要な生物学の基礎的な知識

を習得するため、動物生態学、保全生態学、遺

伝学、進化学、動物系統分類学、動物形態学の

基礎的な内容について講義する。

0ATAG1

3
基礎地学2 1 1.0 1・2 春C 月3,4 8B409

興野 純,藤野 滋

弘

理科の教員として必要な地学の基礎的な知識の

習得のため、地層学・層序学、鉱物学の基礎的

な内容について講義する。授業の前半は堆積

岩・堆積物の分類や生成過程、それらに記録さ

れた情報を読み取る手法を講義する。また、

様々な種類の層序学的手法を用いて地層を対比

し年代の新旧を知る方法についても解説する。

授業の後半では,石英・長石・かんらん石・輝石

などの主要な造岩鉱物の性質や、炭酸塩岩や土

壌を構成する各種鉱物の性質について講義す

る。本授業により、知識と理解力および問題解

決能力を向上させる。
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0ATAG1

4
理科教育実験1 3 1.0 1・2 春AB 金3,4 8B101

森下 將史,八畑

謙介,長友 重紀,

興野 純

物理、化学、生物、地学の各分野について、基

礎的な実験・実習技術を習得し、科学全般の理

解を深める。本実験により、知識と理解力、企

画力、問題解決能力、表現力、創造力を向上さ

せる。

教室は8B101他。

教室は8B101他

基本的に対面での実

習。

１回目は 8B101号室

にて物理の実験を行

う。

その後の日程につい

てはmanaba等で連絡

する。

0ATAG1

5
理科教育実験2 3 1.0 1・2 秋AB 金3,4 8B101

森下 將史,角替

敏昭,八畑 謙介

物理、化学、生物、地学の各分野について、基

礎的な実験・実習技術を習得し、科学全般の理

解を深める。本実験により、知識と理解力、企

画力、問題解決能力、表現力、創造力を向上さ

せる。

教室は8B101他。

0ATAG1

6
物理学教育実験 3 1.0 1・2 秋B 水3-6 8B101

坂本 瑞樹,野村

晋太郎

身近な物理現象の理解と、教育現場における実

習実験に創意工夫を行える技能の習得を目指し

て、実験実習を行う。テーマは大きく2つ行う。

1つは、空気抵抗を受けながら落下する物体や自

らが興味を抱く運動する物体について、デジタ

ルカメラで撮影した動画から画像解析の技術を

用い、物体の運動の解析を行う。もう1つは、エ

レキギターのピックアップ部に着目し、実際に

ピックアップ部を自作して電磁誘導により弦の

振動を電気的に検出し、さらにオシロスコープ

での観測を行う。

0ATAG1

7
化学教育実験 3 1.0 1・2 秋A 水3-6 8B102 長友 重紀

化学実験を行うことを通じて、化学的現象のモ

デル実験、観察、データ処理、教材制作の方法

を研修し、化学教育における実験のあり方を考

究する。本実験では各実験テーマについて「指

導側と被指導側に分かれて行う」ことにより、

化学教育の指導法についての理解力を向上させ,

実践に必要な力を身につけることを目的とす

る。

対面実験を行う。1回

目の集合場所および

実験場所はmanabaに

て通知する。

0ATAG1

8
生物学教育実験 3 1.0 1・2 春B 水3-6 8B104

野村 港二,澤村

京一,八畑 謙介,

中山 剛,横井 智

之,石川 香

中高生を対象とした生物観察・実験の指導がで

きるようになるため、生物学の様々な分野の実

験を行う。

0ATAG1

9
地学教育実験 3 1.0 1・2 春A 水3-6 8B106

藤野 滋弘,興野

純,上松 佐知子

野外巡検の基礎を学ぶ。特に、堆積構造、岩石

中の微細構造などの観察や、ルートマップ作成

方法、クリノメーターでの走向・傾斜の測定方

法、露頭の観察方法などを野外で学習する。本

野外実験では事前学習および事後のレポート作

成を必須とする。この野外実験を履修すること

により、知識と理解力、企画力、問題解決能

力、表現力、創造力を向上させる。地学教育に

欠かせない代表的な実験(例えば化石、地層、岩

石、鉱物などの観察および鑑定)の手法を修得す

る。また野外における調査方法や危機管理方法

を学習し、安全教育を実践する手法を修得す

る。

0ATAG2

2

理科野外実習インター

ンシップ
3 2.0 1・2 春C 集中 藤野 滋弘

附属坂戸高校の野外実習に参加し、野外実習に

おける指導法や安全教育などの実践方法を担当

教員および附属高校の教員から学ぶ。本イン

ターンシップでは、事前学習を含む野外実習の

企画と運営、および事後のレポート作成を必須

とする。事前学習では、附属高校において指導

法や安全教育などの指導方法を学習する。生徒

向け野外活動のしおりなどを作成し、野外活動

の全体を把握する。野外実習では事前学習で指

導を受けた内容を実践する。特に野外での生徒

指導方法や、安全対策、危機管理方法について

学習する。また生徒の野外での研究活動や成果

発表会の指導補助なども行う。事後学習とし

て、附属高校において野外実習の総括を行う。

最後にインターンシップのレポートを作成し、

担当教員および附属高校教員からの指導を受け

る。

事前指導，野外実

習，事後指導の日程

は後日連絡．
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0ATAG2

3
物理学特講 1 1.0 1・2 春AB 月4 8B409

受川 史彦,野村

晋太郎

物理学における基本概念の理解習得と、教育現

場における懐深い授業のための話題提供とし

て、物理学における傑出した研究者たちの人物

像を中心にセミナー形式の授業を行う。ピタゴ

ラス、アルキメデス、アリストテレス、コペル

ニクス、ガリレオ、マックスウェル、アイン

シュタインなどの人物を題材とし、教員が題材

とする研究者について概要を説明した後、さま

ざまな文献で受講生が調査してきた内容を発表

し合い、理解を深めるとともに人物像をより具

体化することを目指す。

対面

0ATAG2

4
化学特講 1 1.0 1・2 春AB 金1 8B204

佐藤 智生,一戸

雅聡,長友 重紀

理科教育を志す受講生が現代化学の広がりと深

みを理解できるように、現代化学のトピックス

をその基礎になる考え方とともに講義する。

対面

0ATAG2

5
生物学特講 1 1.0 1・2 春C 集中

出川 洋介,横井

智之

自然界における生物の相互関係の理解を深める

ため、特に植物・昆虫・菌類の関係を中心に講

義と観察・実習を行う。観察・実習では、自然

観察に必要な目と技術を養うことを目標とす

る。具体的には、野外での昆虫採集方法、標本

の作り方に関する手法を理解させ、野外での昆

虫採集の手法を習得し、標本の作り方、目の同

定を実践する。講義では、昆虫を中心に動物の

分類や生態を紹介し、自然の仕組みとそれを研

究するための基礎的な事項について学習させ

る。最後に、菅平における代表的な自然植生と

人為植生との違いを説明し、理解させる。この

授業を通して、知識と理解力、企画力、問題解

決能力、表現力、創造力を向上させる。

菅平高原実験所にて

実施、2023年度は7月

11日（火）～14日

（金）を予定してい

る。

0ATAG2

7
理科教育学特講 1 1.0 1・2 秋C 集中 8B210

山本 容子,遠藤

優介,大髙 泉

現在展開されている理科教育学研究の最新の知

見を把握し、それらについての理解を深めるこ

とを目標とする。具体的には、主に科学的知

識・概念の獲得という部分に焦点を当て、そこ

に関係する諸側面として特に科学哲学、認識

論、認知心理学研究を取り上げながら、各々に

ついて講義し、議論する。また、それらを踏ま

えた上で、現代理科教育論の基本的立場を再確

認するとともに、今後の理科教育学研究におけ

る課題について総合的に検討する。

詳細後日周知
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専門基礎科目(国際教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAL0

1

Education and an

Interconnected

World

1 2.0 1・2 春AB 金3,4 8B209 菊地 かおり

国際教育に関する諸問題について、相互依存を

深める世界との関連を視野に入れながら考察す

る。授業では、国際バカロレア（IB）を含む国

際教育の定義を検討し、また、日本における国

際化・グローバル化対応の教育政策の動向を概

説することで、国際教育をめぐる国内外の取り

組みについて検討する。まず、ユネスコやIBの

文書、関連論文を手掛かりとして国際教育の定

義を検討する。次に、IBのミッション・ステー

トメント、学習者像、国際的視野の位置づけを

確認する。後半は、日本における動向に焦点を

当て、戦後の国際理解教育の受容や近年のグ

ローバル人材育成をめぐる議論について検討す

る。

This is a required

course and is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。

0ATAL0

2

Research

Methodology
1 1.0 1・2 春AB 火2 8B209 菊地 かおり

修士論文の作成に必要となる研究方法の基礎理

論について検討する。まず、これまでの各自の

研究経験を振り返り、修士論文の作成に向けて

必要となるステップを確認する。次に、研究の

方法論を検討するために、実証主義、構築主

義、批判理論といった研究上のスタンスの相違

を比較検討し、研究上の問いや研究の意義を吟

味する。また、これらのスタンスの相違が研究

方法の選択にどのようにかかわってくるのかを

理解する。最後に、量的研究と質的研究におけ

る代表的なデータ収集の方法として質問紙調査

とインタビュー調査を取り上げ、可能となる分

析や留意点について概説する。

This is a required

course and is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。

0ATAL0

3

Research Design

and Methods
1 2.0 1・2 春C 集中

川口 純,古田 雄

一

修士論文の執筆に必要な理論と実践を修得す

る。前半部分では、研究計画の立案方法、具体

的な「問い」の立て方、先行研究の分析、様々

な研究手法について理論を中心に学習を進め

る。後半部分では、前半に学習した理論を基に

実践力を高める授業を実施する。具体的には、

修士論文作成のためのインタビュー調査、質問

紙調査などを作成し、グループ学習、学校訪

問、被験者の招聘などを通じて実際に調査を試

み、研究スキルを向上させる。

This is a required

course and is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。

0ATAL0

4

Pedagogy for a

Changing World I
1 2.0 1・2 春AB 水3,4

川口 純,菊地 か

おり,Carol

Inugai-Dixon

国際バカロレア(IB)等の国際教育の教育者とし

て、教授上のアイデンティティを理解できるよ

うになることを目標とする。振り返りによる批

判的洞察を伴う経験学習及びその理論の検討を

通して、21世紀の教育者としての行為主体性を

理解する。授業では、国際バカロレアのビジョ

ン、協働的探究、批判的思考、学習理論、社会

的・情緒的・倫理的(SEE)学習、ホリスティック

(包括的)教育、多言語主義、認知的学習的言語

運用能力(CALP)等をトピックとして扱い、国際

教育における教授・学習理論について検討す

る。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。

オンライン(同時双方

向型)
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0ATAL0

5

Pedagogy for a

Changing World II
1 2.0 1・2 秋AB 水3,4

川口 純,菊地 か

おり,Carol

Inugai-Dixon

本授業における学習を通して、国際的な教育者

としての教授上のアイデンティティと行為主体

性の育成を図る。授業では、国際バカロレア

(IB)等にみられる探究に基づく学習の教授実践

の中心的原則である「知の理論(Theory of

Knowledge: TOK)」について検討する。授業で

は、TOKの枠組みである「知るための方法

(WOKs)」と「知識の領域(AOKs)」を手がかりと

して、感覚、芸術、言語、物語、感情、記憶な

どに着目し、批判的思考の育成方法及び変容を

促す教育について理解する。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

Students enrolling

in this course must

have successfully

completed 0ATAL04.

英語で授業。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAL0

6

Assessment for

Learning I
1 2.0 1・2 春AB 金1,2 8B209

川口 純,梅津 静

子

国際バカロレア(IB)を中心とする国際教育にお

ける様々な評価法を理解しながら、学習内容の

評価だけでなく、学びのための評価やフィード

バックについて考察と実践を深める。ICT活用や

ポートフォリトといった取り組みについても学

ぶ。経験学習を通して、協働活動も行う。授業

の前半は、評価に関する理論とIBの各プログラ

ムにおける評価の特徴を理解するとともに、形

成的評価・総括的評価、セルフアセスメント、

ピアアセスメント等の多様な評価方法を整理す

る。後半は、評価課題やルーブリックを作成

し、発表を行う。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。

0ATAL0

7

Assessment for

Learning II
1 2.0 1・2 秋AB 金1,2

川口 純,梅津 静

子

国際バカロレア(IB)を中心とする国際教育にお

ける様々な評価法についての理解を深化させ

る。学習内容の評価だけでなく、学びのための

評価やフィードバックについて実践的に取り組

む。経験学習を通して、協働活動も行い、実際

の評価法についてプランナーを作成しながら検

討する。授業の前半では、発達段階や学習活動

に応じた評価方法について理解を深める。後半

では、それらの理解をもとに各プログラムや発

達段階に対応した評価課題及びルーブリックを

作成し、発表を行う。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

Students enrolling

in this course must

have successfully

completed 0ATAL06.

英語で授業。

0ATAL0

8

Curriculum as

Process I
1 2.0 1・2 春AB 木3,4 8B209

菊地 かおり,梅

津 静子

国際バカロレア（IB）を中心とする国際教育の

理論、カリキュラム概要やフレームワークを理

解する。発達段階やそれぞれの国の文脈に対応

したカリキュラムについても考察する。経験学

習を通して、協働活動や発表も行う。授業で

は、まず、カリキュラム論における議論を参照

し、イデオロギーの相違を整理した上で、IBの

各プログラムのカリキュラムフレームを理解す

る。次に、各国における公的カリキュラムの検

討を行い、その特徴を比較する。最後に、カリ

キュラムのデザインとそのプロセスについて検

討し、発表を行う。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。
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0ATAL0

9

Curriculum as

Process II
1 2.0 1・2 秋AB 木3,4

菊地 かおり,梅

津 静子

国際バカロレア（IB）を中心とする国際教育の

理論、カリキュラム概要やフレームワークを深

く理解する。IBのカリキュラムフレームワーク

を通して、具体的なカリキュラム・プランニン

グやデザインを実践する。討論や協働活動、課

題発表も行い、探究を深める。授業の前半で

は、探究学習、概念学習、学際的・教科横断的

学習、経験学習など学習形態に応じたカリキュ

ラム・プランニングについて検討する。後半で

は、カリキュラム・マッピングを行い、ユニッ

トプランナー（単元指導案）を作成し、発表を

行う。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

Students enrolling

in this course must

have successfully

completed 0ATAL08.

英語で授業。

0ATAL1

0

The IB Primary

Years Programme
1 2.0 1・2 秋AB 火3,4

菊地 かおり,梅

津 静子

国際バカロレア（IB）全体、そして、IBの初等

教育プログラム（Primary Years Programme:

PYP）の教育理論、カリキュラムフレームワーク

や教授法を理解する。様々な状況や文脈での国

際バカロレア教育の導入や実践についても考察

する。IBの教育を模範にしながら、経験学習を

通して、協働活動や発表も行う。授業では、PYP

に着目して、学習と指導の方法、カリキュラム

開発、探究学習、評価について理解を深める。

後半では、PYPの最終の評価課題であるエキジビ

ションに取り組み、その成果を発表する。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

Prerequisites:

0ATAL04, 0ATAL06 &

0ATAL08.

英語で授業。

0ATAL1

1

The IB Middle

Years Programme
1 2.0 1・2 秋AB 火3,4

菊地 かおり,梅

津 静子

国際バカロレア（IB）全体、そして、IBの中等

教育プログラム（Middle Years Programme:

MYP）の教育理論、カリキュラムフレームワーク

や教授法を理解する。様々な状況や文脈での国

際バカロレア教育の導入や実践についても考察

する。IBの教育を模範にしながら、経験学習を

通して、協働活動や発表も行う。授業では、MYP

に着目して、学習と指導の方法、カリキュラム

開発、探究学習、評価について理解を深める。

後半では、MYPの最終の評価課題であるパーソナ

ルプロジェクトに取り組み、その成果を発表す

る。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

Prerequisites:

0ATAL04, 0ATAL06 &

0ATAL08.

英語で授業。

0ATAL1

2

The IB Diploma

Programme
1 2.0 1・2 秋AB 火3,4

川口 純,梅津 静

子

国際バカロレア(IB)全体、そして、IBのディプ

ロマプログラム(Diploma Programme: DP)の教育

理論、カリキュラムフレームワークや教授法を

理解する。様々な状況や文脈での国際バカロレ

ア教育の導入や実践についても考察する。IBの

教育を模範にしながら、経験学習を通して、協

働活動や発表も行う。授業では、DPに着目し

て、学習と指導の方法、カリキュラム開発、探

究学習、評価について理解を深める。後半で

は、DPの最終の評価課題である課題論文に取り

組み、その成果を発表する。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

Prerequisites:

0ATAL04, 0ATAL06 &

0ATAL08.

英語で授業。
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0ATAL1

3

Professional

Learning and

Reflective

Practice

1 1.0 1・2 春AB 月3 8B209

川口 純,Carol

Inugai-Dixon,

佐藤 博志,梅津

静子

国際バカロレア(IB)における振り返りと専門職

能開発を中心として、その役割と意義について

検討する。授業の前半では、IBのカリキュラム

の改訂サイクル、教師に期待されるセルフスタ

ディ及び生涯学習のあり方について検討する。

また、IBによる定期評価及び専門研修の仕組み

について理解する。授業の後半では、振り返り

の方法としてのアクションリサーチ、専門職能

開発としてのポートフォリオに着目し、その意

義と実践方法について理解を深める。

This course is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

Students from

outside the

subprogram in IE

should contact the

instructor before

registering.

英語で授業。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAL1

5
国際理解教育論 1 2.0 1・2 秋AB 金3,4 菊地 かおり

日本における国際理解教育について検討する。

在日コリアンの教育、帰国児童生徒教育、外国

籍児童生徒教育等を事例としながら現代的な教

育課題について考察する。授業では、まず、日

本における国際理解教育の展開について整理

し、その課題の変遷を把握する。次に、個別の

教育課題として、在日コリアンの教育、帰国児

童生徒教育、外国籍児童生徒教育等を事例とし

て、その課題の背景にある社会変化及び関連施

策について理解を深める。授業の後半では、こ

れらの事例に共通する課題として、教育の機会

均等、学校適応、母語保持などを取り上げ、子

どもたちの文化的・言語的多様性に対応した学

校教育のあり方を検討する。

西暦奇数年度開講。

要望があれば英語で

授業

0ATAL1

6
グローバル化と教育 1 2.0 1・2

グローバル時代の教育に影響を与える社会・政

治理論について検討する。ナショナリズム、多

文化主義、新自由主義、シティズンシップ等を

鍵概念としながら、現代の教育改革との関わり

においてその理論的潮流を把握する。授業の前

半では、新自由主義と教育改革に関する文献を

講読する。新自由主義に基づく考え方が、どの

ように教育改革や学校経営、授業実践に影響を

及ぼしているのか、また世界各国でその潮流に

どのような相違がみられるのかを検討する。授

業の後半では、多文化主義・間文化主義などの

多様性と統合に関する文献を講読する。多様な

社会統合モデルを比較検討しつつ、人びとの多

様性を包摂するような社会及び教育のあり方に

ついて検討する。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

要望があれば英語で

授業

0ATAL1

7
国際教育開発論 1 2.0 1・2

春AB秋

AB
水2 川口 純

主に途上国の教育に焦点化し、各国の教育制

度・事情を比較、検討しながら授業を進める。

特に、サブサハラアフリカと東南アジアを事例

として取り上げ、域内の教育制度や最新の教育

改革の動向を検討していく。多くの途上国にお

いては、1990年に開催された「万人のための教

育 (Education For All: EFA) 世界会議」以

降、初等教育の普遍化が国際的目標となり、

2015年をEFA達成の目標年と位置づけ、無償化政

策などを通して教育機会の拡大に尽力してき

た。結果的に、これまで教育の量的拡大には一

定程度、成功してきた。その一方で、教育の質

(特に内部効率性とアウトプット)が低下し、格

差の拡大、教員離職率の上昇など、急激な量的

拡大に伴う様々な課題も引き起こしている。こ

のような状況下において、如何に途上諸国が、

教育の質や公平性を改善しようとしているの

か、最新の教育改革動向を比較、検討してい

く。基本的な授業の進め方としては、担当教員

の講義形式で実施するが、受講者には受け身の

姿勢ではなく、積極的に議論に参加することを

期待する。

西暦奇数年度開講。
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0ATAL1

8
国際教育協力論 1 2.0 1・2

国際教育協力について「理論」と「実践」の両

面から学習を深めていきたい。まず、国際教育

協力に係る仕組みと理論を整理し、概念整理を

実施していく。次に、世界的な国際教育協力の

歴史的変遷を概観しながら、「垂直的な援助」

から「水平的な協力」へと変化してきた実態を

確認する。その後、日本の教育協力について、

ODA(政府開発援助)大綱の改定も踏まえながら、

全体的な仕組みやJICA(国際協力機構)の役割や

機能を確認していく。実際に日本の国際教育協

力事例を取り上げ、映像や資料を参照しながら

具体的な教育課題について議論を深めていく。

当該議論においては途上国の中でも、特に東南

部アフリカの事例と東南アジアの事例を詳細に

取り上げて議論を進めていく計画である。基本

的な授業の進め方としては、担当教員の講義形

式で実施するが、受講者には受け身の姿勢では

なく、積極的に議論に参加することを期待す

る。

西暦偶数年度開講。

2023年度開講せず。

0ATAL1

9
教員養成の国際比較 1 2.0 1・2

世界の教員養成改革について今日的な視点も交

えて、より広い立場から考察したい。現在、世

界中でグローバルに進展する教育改革動向に関

連付けながら、教員を各国、地域が如何に養成

しようとしているのか、最新の教員養成改革の

動向について検証していく。

 また、後半部分では諸外国の教員養成改革を日

本の教員養成改革と相対的に比較、検証する視

点を持ち、現在、日本で進展している教員養成

改革についても見識を深め、理解を促す。授業

は担当教員の講義形式で実施するが、受講者に

は積極的に議論に参加することを期待する。

2023年度開講せず。

0ATAL2

2

Education in

Japan: Principles

Policies and

Practice

1 1.0 1・2 春AB 月4 8B204

川口 純,菊地 か

おり,梅津 静子,

藤田 晃之,清水

美憲,佐藤 博志,

田中 正弘,德永

智子,タスタンベ

コワ クアニシ,

山本 容子,古田

雄一

現代日本の教育をめぐる論点を政策、制度、実

践といった多角的な視点から理解し、またその

課題について十分な知識をもとに論じることが

できるようになることを目標とする。授業で

は、日本の教育をめぐるさまざまなテーマを取

り上げ、その原理、政策、実践を概説する。具

体的には、教育制度、学校経営、数学教育、理

科教育、社会科教育、言語教育政策、道徳教

育、特別支援教育、高等教育をテーマとし、近

年の改革動向とその課題を提示する。授業の内

容をもとに討論を行い、論点についての理解を

深める。なお、主として英語で授業を行う。

英語で授業。

0ATAL2

3

Frontier of

Educational

Research

1 1.0 1・2 秋AB 月3

佐藤 博志,梅津

静子,古田 雄一,

藤田 晃之,德永

智子,遠藤 優介,

川口 純,菊地 か

おり

教育学の研究に関する動向と最前線に関して論

究を行う。特に、国際的な動向を考慮して、解

説と討議を行う。課題の発表や協働学習も行

う。国際的に用いられている教育学の概念の検

討、授業研究、社会学的研究、国際機関や諸外

国の教育施策、学校経営やキャリア教育の国際

比較、日本の教育実態に関する海外への発信、

教育の実践の分析といったトピックについて学

び、受講生の知識と研究能力を向上する。

授業の使用言語：英

語（ただし日本語に

よる補足解説あり）

この授業は英語で行

われるが、日本語に

よる解説も受講者の

希望やニーズに応じ

て加えられる。この

ため、英語話者だけ

ではなく、日本語話

者の授業の履修も推

奨される。研究成果

の海外における発表

を希望する学生は受

講してほしい。国際

教育ＳＰの学生だけ

でなく、教育基礎学

ＳＰ、次世代学校教

育創成ＳＰ，博士後

期課程の学生の履修

も歓迎する。

英語で授業。
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0ATAL2

4
Field Research I 2 1.0 1・2 春C 集中

梅津 静子,菊地

かおり,川口 純

国際バカロレア（IB）認定校においてグローバ

ルな文脈を取り入れた探究学習の授業実践を行

う。まず、事前に学校訪問及び授業参観を行

い、学校の特色や児童生徒の実態を把握しつ

つ、IBの各プログラムの授業について理解を深

める。その後、IB校の教員の助言を受けながら

探究学習のユニットプランナー（単元指導案）

を作成し、実践する。毎回の授業後に振り返り

を行い、授業実践スキルの向上を目指す。指導

後には全体での振り返りを行い、各自の授業実

践の振り返りを共有し、改善方策を検討する。

英語で授業。

0ATAL2

5
Field Research II 2 1.0 1・2 秋B 集中

梅津 静子,菊地

かおり

国際バカロレア（IB）認定校においてグローバ

ルな文脈を取り入れた探究学習の授業実践を行

う。Field Research Iでの学修をより深化さ

せ、IBの各プログラム（PYP, MYP, DP）の特徴

を理解した上で、IB校の教員の助言を受けなが

ら探究学習のユニットプランナー（単元指導

案）を作成し、実践する。授業後に振り返りを

行い、授業実践スキルの熟達を目指す。

英語で授業。
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専門基礎科目(初等教科教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAM0

1
初等国語特講a 1 1.0 1・2 春C 木5,6

大倉 浩,谷口 孝

介

小学校国語科での授業に必要な国語に関する基

礎的な事項を確認したうえで、応用的な知見や

技能を身につけることを目標とする。具体的に

は、小学校での国語科の授業に必要な国語に関

する知識・技能の向上をねらう。特に伝統的な

言語文化と国語の特質に関する事項について、

漢文学や国語学を中心に取り扱う。

開講時期等について

は掲示で指示する。

西暦奇数年度開講。

0ATAM0

2
初等国語特講b 1 1.0 1・2

小学校国語科での授業に必要な国語に関する基

礎的な事項を確認したうえで、応用的な知見や

技能を身につけることを目標とする。具体的に

は、小学校での国語科の授業に必要な国語に関

する知識・技能の向上をねらう。特に伝統的な

言語文化について国文学を中心に取り扱う。ま

た、話すこと・聞くこと・読むこと・書くこと

などの国語に関する技能についてもトレーニン

グしていく。なお、いずれの時間も小学校での

実践的な指導や教材化に関する討議を含む。

詳細後日周知。

西暦偶数年度開講。

オンライン(オンデマ

ンド型). オンライン

(同時双方向型)

0ATAM0

3
初等社会特講 1 1.0 1・2

夏季休業

中
集中 8B204

國分 麻里,唐木

清志,金 玹辰

初等社会科教育課程の内容構成を前提として、

教科「社会」を担当する教員に必要な教科の専

門的知識及び技能を習得してもらうことを目標

とする。本授業では、初等社会科教育課程を構

成する「地域学習」(3・4年)「産業学習」(5年)

「国土学習」(5年)「歴史学習」(6年)「政治学

習」(6年)「国際学習」(6年)について、地理

学・歴史学・社会諸科学(公民)の各学問領域の

立場から、社会科の教材開発に必要な専門的知

識及び技能を身に付けてもらう。

詳細は後日通知予

定。

対面

0ATAM0

4
初等数学特講 1 1.0 1・2

算数の背景にある数学の基礎的概念や,学問とし

ての数学の知識や技能,数学的な論理の展開の方

法を基に,算数についての理解を深めることを目

標とする。

西暦奇数年度開講。

2023年度開講せず。

オンライン(同時双方

向型)

0ATAM0

5
初等理科特講 1 1.0 1・2 通年 応談

山本 容子,森下

將史,佐藤 智生,

野村 港二,八畑

謙介,角替 敏昭

本授業では、1小学校理科の内容のうち、物理・

化学・生物・地学分野に関係する基礎的・基本

的知識を身につける、2小学校理科の実験のう

ち、物理・化学・生物・地学分野に関する基礎

的・基本的技能を身につける、の2つを目標とす

る。具体的には、小学校理科(物理・化学・生

物・地学)に関する基礎的・基本的な内容(実験

を含む)について解説・検討するとともに、それ

らの内容から中学校理科の内容への接続という

観点に基づいた議論を行う。

0ATAM0

6
初等英語特講 1 1.0 1・2 秋AB 木4 名畑目 真吾

年少者が外国語として英語を習得・学習する際

のメカニズムを文献講読によって理解し、国内

の小学校英語教育について理論的・批判的に考

えを深めることができることを目標とする。具

体的に、外国語としての英語の習得における年

齢要因について、各技能や動機づけ、方略使用

の観点から検討する。また、小学校学習指導要

領の目標と内容、ならびに学習理論についても

扱い、英語学や応用言語学などの知見にも触れ

ながら、子どもの発達をふまえた複眼的な検討

を行う。

小学校専修免許対応

はR2年度以降の入学

生のみ。

対面

0ATAM0

7
初等図画工作特講 1 1.0 1・2 春C 火3,4 石﨑 和宏

小学校学習指導要領の「図画工作」における目

標と内容の理論的背景を検討しつつ、指導実践

に向けた学習理論について理解することを目標

とする。そのために、本授業では、小学校学習

指導要領の目標と内容、ならびに学習理論につ

いて、表現領域と鑑賞領域ごとに子どもの発達

をふまえて複眼的に検討を行う。具体的には、

描画表現と鑑賞活動における子どもの発達理

論、造形表現と鑑賞を支援する学習方略、造形

表現と鑑賞を支援するツールの開発、表現と鑑

賞をつなぐ図画工作の授業構想について議論す

る。
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0ATAM0

8
初等体育特講 1 1.0 1・2 秋AB 金4 8B204 宮崎 明世

小学校期の身体的・精神的・社会的発達の特徴

を学習し、初等教育における「体育」の重要性

を理解する。それらに対応した、動きづくり、

運動の理解、態度形成と言語活動について専門

的な知識を身に付ける。さらに、学習指導要領

の学習内容に対応した具体的な運動プログラム

を考えられるようになることを目標とする。具

体的には、小学校段階の身体的な発育の特徴と

身体活動の重要性を、講義を通して理解し、基

礎的・発展的な「動きづくり」について検討す

る。また、認知的・精神的な発達の特徴を理解

し、小学校体育で求められる運動に関する理解

について検討する。社会的な発達と特徴につい

て理解し、体育における仲間作りと態度形成、

言語活動とコミュニケーションについて検討す

る。専門的な知識をともに、具体的な学習内容

や指導方法について考える力を身に付ける。

小学校1種免許を取得

している初等専修免

許取得希望者に限

る。
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専門科目(教育基礎科学)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAN0

1
教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

藤井 穂高,平井

悠介,德永 智子,

京免 徹雄,濱田

博文,藤田 晃之,

樋口 直宏,平田

諭治,佐藤 博志,

上田 孝典,田中

マリア,タスタン

ベコワ クアニ

シ,田中 正弘

教育学をテーマとして研究するにあたり、学術

論文を執筆するための基礎的な理論と方法を学

ぶ。

0ATAN0

2
教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

藤井 穂高,平井

悠介,德永 智子,

京免 徹雄,濱田

博文,藤田 晃之,

樋口 直宏,平田

諭治,佐藤 博志,

上田 孝典,田中

マリア,タスタン

ベコワ クアニ

シ,田中 正弘

教育学の基盤を形成する各学問領域に関する最

新の研究論文をそれぞれ2本ずつ選択し、その検

討を通して研究論文の執筆に関わる専門的な知

識と汎用的なスキルを身につける。また後半で

は受講者が研究テーマと論文構想を発表し、全

員で討議を行う。

0ATAN0

3
教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

藤井 穂高,平井

悠介,德永 智子,

京免 徹雄,濱田

博文,藤田 晃之,

樋口 直宏,平田

諭治,佐藤 博志,

上田 孝典,田中

マリア,タスタン

ベコワ クアニ

シ,田中 正弘

各自の研究テーマに即した担当指導教員のもと

で,個別に指導を受けながら修士論文の執筆を進

め,中間と期末に全員参加による発表と質疑応答

を行う全体検討会を実施する。
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専門科目(学校教育・SL)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAP0

1
次世代教育研究I 2 3.0 1 通年 応談

上田 孝典,タス

タンベコワ クア

ニシ,德永 智子,

濱田 博文,佐藤

有耕,樋口 直宏,

平田 諭治,佐藤

博志,藤井 穂高,

古田 雄一,朝倉

雅史

次世代学校教育創成に関心をもつ受講者を対象

に、教育学研究の領域別の特色、成果、課題、

今後の経営戦略とスクールリーダーの役割等に

ついて、研究を展開する上での理論と方法を検

討する。

0ATAP0

2
次世代教育研究II 2 3.0 2 通年 応談

上田 孝典,タス

タンベコワ クア

ニシ,德永 智子,

濱田 博文,佐藤

有耕,樋口 直宏,

平田 諭治,佐藤

博志,藤井 穂高,

古田 雄一,朝倉

雅史

次世代学校教育創成に関心をもつ受講者を対象

に、スクールリーダーおよび高度専門職業人の

基礎的資質と能力形成に向けて、教育学研究の

領域別の実践を分析・考察する。

14条対応

0ATAP0

3
次世代教育研究III 2 3.0 2 通年 応談

上田 孝典,タス

タンベコワ クア

ニシ,德永 智子,

濱田 博文,佐藤

有耕,樋口 直宏,

平田 諭治,佐藤

博志,藤井 穂高,

古田 雄一,朝倉

雅史

次世代学校教育創成に関心をもつ受講者を対象

に、修士論文・実践研究報告書の作成に向けて

各自の専門領域に沿って学習を深め、成果を発

表する。

14条対応
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専門科目(学校教育・英語教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAU0

1
英語教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談 名畑目 真吾

英語教育学研究の基本的な進め方に関して、文

献講読を通して理解を深める。具体的には、ま

ず英語教育研究とは何かを学び、研究の目的や

研究の種類、研究のプロセスについて知る。そ

して、研究テーマの決め方や先行研究とのつな

がりについて理解し、データ収集方法や量的・

質的なデータ分析アプローチについても学ぶ。

さらに、研究成果を公表する方法や論文の構

成、及び引用文献の書き方などの基礎的な知識

を得ることで、英語教育研究を行う素養を身に

付ける。

0ATAU0

2
英語教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談 名畑目 真吾

英語教育学研究の在り方や様々なトピックにつ

いて、文献講読によって理解を深める。具体的

には英語教育研究の学際性について理解し、第

二言語習得論や認知科学、心理言語学といった

関わりの強い分野とのつながりについて学ぶ。

さらに、教育工学や自然言語処理、脳科学と

いった分野との関わりについても知る。そし

て、実際の英語教育研究のトピックとして、4技

能や文法習得、教員養成、異文化理解など幅広

い研究の在り方について学ぶことで、自身が行

う研究を深めることを目指す。

14条対応

0ATAU0

3
英語教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談 名畑目 真吾

英語教育学研究の立案から実施までを行い、そ

の成果を発表する。授業前半では、研究テー

マ、研究方法について検討を重ねて決定するこ

とを目標とする。授業後半では実際のデータ収

集及びデータ解析を行い、分析結果の考察、先

行研究との比較などを通して、研究の教育的・

学術的な示唆を導くようにする。最後に、研究

成果発表に向けての準備を行い、最終的に研究

成果をプレゼンテーションにより発表すること

を目指し、自身の研究成果の公表へとつなげ

る。

14条対応
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専門科目(学校教育・芸術科教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAV0

1
芸術科教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談 石﨑 和宏

芸術科教育におけるさまざまな実践課題の研究

方法についての理解を深め、特定実践課題で立

案した計画を遂行し、その成果と課題について

考察することを目的する。そのため、個別の教

育実践研究テーマから策定した研究の目的と方

法に基づいてリサーチを実施し、その成果と課

題を考察する。具体的には、リサーチプランに

おけるテーマと方法の発表、データ収集の実

施、データの量的・質的分析の検討、先行研究

との比較分析を通して、リサーチに基づく今後

の芸術教育の課題を検討する。

0ATAV0

2
芸術科教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談 石﨑 和宏

芸術科教育におけるさまざまな実践課題の研究

方法についての理解を深め、特定実践課題で立

案した計画を遂行し、その成果と課題について

考察することを目的する。そのため、個別の教

育実践研究テーマから策定した研究の目的と方

法に基づいてリサーチを実施し、その成果と課

題を考察する。具体的には、芸術科教育におけ

るエッセンシャル・クエッション、ピラミッ

ド・ストラクチャーによる研究構想の具体化、

芸術科教育におけるリサーチメソッドの検討、

各自の特定課題リサーチデータの分析を通し

て、リサーチに基づく今後の芸術教育の課題を

検討する。

14条対応

0ATAV0

3
芸術科教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談 石﨑 和宏

芸術科教育における課題解決に向けた研究方法

について理解を深め、受講者の設定した特定課

題についてリサーチを計画し、その遂行と結果

について複眼的に考察することを目的とする。

さらに、修士論文にかかわる個別の研究テーマ

に基づいて研究の目的と方法を具体化し、アー

トベース・リサーチ(Arts-Based Research)の方

法論についての理解を深めつつ、それを活用し

た具体的リサーチを実施し、その成果と課題を

考察する。具体的には、各特定課題に対する

アートベース・リサーチのメリットや限界をふ

まえ、アートベース・リサーチの視点からの

データ分析と解釈を行い、各特定課題に対する

結論を検討する。

14条対応
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専門科目(学校教育・保健体育教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAW0

1
保健体育教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談 宮崎 明世

保健体育教育学研究Iでは、体育のカリキュラム

論、学習指導論、指導方略・指導技術などの観

点から体育科教育学の基礎を学び、理解する。

また、体育科教育学の今日的課題を取り上げて

議論することで、各自の問題意識を明確にす

る。さらに各自の問題意識に基づいた課題を設

定し、課題に応じた基礎となる領域の文献を講

読するとともに先行研究を探し手学習し、自身

の研究についての枠組みををつくる。

0ATAW0

2
保健体育教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談 宮崎 明世

保健体育教育学研究Iで身に付けた基礎をもと

に、各自の問題意識に基づいた課題解決の方法

を検討する。体育科教育学研究の進め方につい

て先行研究をもとにさまざまな角度から学ぶこ

とによって、自らの課題解決に適した研究計画

を立案する。課題解決のためのプロセスを手順

に則って進め、予備的な実践を行ってその成果

と課題を明らかにし、現実的な研究の方法を追

求する。

14条対応

0ATAW0

3

保健体育教育学研究

III
2 3.0 2 通年 応談 宮崎 明世

保健体育教育学IおよびIIにおける学習をもと

に、自ら立案した研究計画に則って研究を進め

る。また、海外を含めた体育科教育学研究の動

向や研究の基礎、進め方についても並行して学

習を進め、自らの研究に役立つ理論や先行研究

の知見を活用できるようにする。授業の中で研

究発表を行って情報を共有するとともに、研究

についての議論を行う。

14条対応
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専門科目(国語教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAQ0

1
国語教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

長田 友紀,馬場

美佳,大倉 浩,谷

口 孝介,石塚

修,島田 康行,橋

本 修,吉森 佳奈

子,稀代 麻也子,

今田 水穂,那須

昭夫,田川 拓海,

勝田 光

国語科の各領域に関する研究を収集し、今日的

な課題を把握すると同時に、現時点での達成水

準を理解する。そのうえで、各自の研究テーマ

についてのレポートを作成し、討議をとおして

それらを分析し評価するとともに自ら新たな視

点を提案するための提案するための知見や方法

を獲得する。

対面

0ATAQ0

2
国語教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

長田 友紀,馬場

美佳,大倉 浩,谷

口 孝介,石塚

修,島田 康行,橋

本 修,吉森 佳奈

子,稀代 麻也子,

今田 水穂,那須

昭夫,田川 拓海,

勝田 光

国語科の各領域に関する研究について、各自の

問題意識に基づき研究目的を明確に設定する。

そのうえで適切な研究手法を選択し、調査を行

う。各自の調査の途中経過について報告会を開

き討議する。

対面

0ATAQ0

3
国語教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

長田 友紀,馬場

美佳,大倉 浩,谷

口 孝介,石塚

修,島田 康行,橋

本 修,吉森 佳奈

子,稀代 麻也子,

今田 水穂,那須

昭夫,田川 拓海,

勝田 光

国語科の各領域に関する研究について、各自の

研究目的にしたがって、適切な研究方法で調査

を行う。そのうえでそれらを総合的に考察し修

士論文を執筆する。適切な研究手法を選択し、

調査を行う。各自の調査の途中経過について報

告会を開き討議する。

対面

090



専門科目(社会科教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAR0

1
地理教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

井田 仁康,森本

健弘,山中 勤,金

玹辰

週一回のペースで定期的に開催されるゼミにお

いて、関心のあるテーマについて、各人が個別

に発表する。発表にあたっては、担当教員から

事前に個別指導を受け、それに基づいて発表に

臨むことにする。なお、ゼミには履修者ととも

に担当教員が複数名参加して、各人の発表に対

して協議を行う。授業では基本的に、1時間に一

人のペースで発表を継続させる。授業で受けた

助言については、次の発表に生かす形で、地理

教育学研究に関する能力を一歩一歩上達させる

ことを目的とする。

0ATAR0

2
地理教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

井田 仁康,森本

健弘,山中 勤,金

玹辰

週一回のペースで定期的に開催されるゼミにお

いて、関心のあるテーマについて、各人が個別

に発表する。地理教育学研究Iで身に付けた基礎

的な知識や技能を活用しながら、履修者は個別

の研究テーマをさらに深め、主として修士論文

の作成を目指して、研究を展開する。修士論文

のテーマとしては、大きく、地理教育学に関す

るものと地理学に関するものの二つが考えられ

る。しかし、この二つは互いに往還するもので

あるため、修士論文には当然これらが統合され

ることが目指されるはずである。

0ATAR0

3
地理教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

井田 仁康,森本

健弘,山中 勤,金

玹辰

地理教育学研究Iと地理教育学研究IIの授業を踏

まえて、2回実施される修士論文指導会(1年次の

2月と2年次の10月)と1回開催される修士論文発

表会(2年次の1月)において個人発表を行い、大

学院2年間の学習成果として修士論文を完成させ

る。また、発表に先立って、指導教員からの個

別指導を受けることを前提とする。修士論文発

表会には、これまで主として地理教育学関連の

教員から受けてきた指導に加え、歴史教育学及

び公民教育学の教員からも指導・助言を受ける

ことになる。こうすることで、地理と歴史と公

民を総合させた社会科教育学としてのアイデン

ティティが担保された修士論文が完成すること

になる。

0ATAR0

4
歴史教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

國分 麻里,谷口

陽子,上田 裕之

週一回のペースで定期的に開催されるゼミにお

いて、関心のあるテーマについて、各人が個別

に発表する。発表にあたっては、担当教員から

事前に個別指導を受け、それに基づいて発表に

臨むことにする。なお、ゼミには履修者ととも

に担当教員が複数名参加して、各人の発表に対

して協議を行う。授業では基本的に、1時間に一

人のペースで発表を継続させる。授業で受けた

助言については、次の発表に生かす形で、歴史

教育学研究に関する能力を一歩一歩上達させる

ことを目的とする。

0ATAR0

5
歴史教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

國分 麻里,谷口

陽子,上田 裕之

週一回のペースで定期的に開催されるゼミにお

いて、関心のあるテーマについて、各人が個別

に発表する。歴史教育学研究Iで身に付けた基礎

的な知識や技能を活用しながら、履修者は個別

の研究テーマをさらに深め、主として修士論文

の作成を目指して、研究を展開する。修士論文

のテーマとしては、大きく、歴史教育学に関す

るものと歴史学に関するものの二つが考えられ

る。しかし、この二つは互いに往還するもので

あるため、修士論文には当然これらが統合され

ることが目指されるはずである。
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0ATAR0

6
歴史教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

國分 麻里,谷口

陽子,上田 裕之

歴史教育学研究Iと歴史教育学研究IIの授業を踏

まえて、2回実施される修士論文指導会(1年次の

2月と2年次の10月)と1回開催される修士論文発

表会(2年次の1月)において個人発表を行い、大

学院2年間の学習成果として修士論文を完成させ

る。また、発表に先立って、指導教員からの個

別指導を受けることを前提とする。修士論文発

表会には、これまで主として地理教育学関連の

教員から受けてきた指導に加え、地理教育学及

び公民教育学の教員からも指導・助言を受ける

ことになる。こうすることで、地理と歴史と公

民を総合させた社会科教育学としてのアイデン

ティティが担保された修士論文が完成すること

になる。

0ATAR0

7
公民教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

唐木 清志,五十

嵐 沙千子,森 直

人,鈴木 創,星野

豊

週一回のペースで定期的に開催されるゼミにお

いて、関心のあるテーマについて、各人が個別

に発表する。発表にあたっては、担当教員から

事前に個別指導を受け、それに基づいて発表に

臨むことにする。なお、ゼミには履修者ととも

に担当教員が複数名参加して、各人の発表に対

して協議を行う。授業では基本的に、1時間に一

人のペースで発表を継続させる。授業で受けた

助言については、次の発表に生かす形で、公民

教育学研究に関する能力を一歩一歩上達させる

ことを目的とする。

0ATAR0

8
公民教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

唐木 清志,五十

嵐 沙千子,森 直

人,鈴木 創,星野

豊

週一回のペースで定期的に開催されるゼミにお

いて、関心のあるテーマについて、各人が個別

に発表する。公民教育学研究Iで身に付けた基礎

的な知識や技能を活用しながら、履修者は個別

の研究テーマをさらに深め、主として修士論文

の作成を目指して、研究を展開する。修士論文

のテーマとしては、大きく、公民教育学に関す

るものと社会諸科学・人文諸科学(社会学、経済

学、法律学、倫理学、哲学等)に関するものの二

つが考えられる。しかし、この二つは互いに往

還するものであるため、修士論文には当然これ

らが統合されることが目指されるはずである。

0ATAR0

9
公民教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

唐木 清志,五十

嵐 沙千子,森 直

人,鈴木 創,星野

豊

公民教育学研究Iと公民教育学研究IIの授業を踏

まえて、2回実施される修士論文指導会(1年次の

2月と2年次の10月)と1回開催される修士論文発

表会(2年次の1月)において個人発表を行い、大

学院2年間の学習成果として修士論文を完成させ

る。また、発表に先立って、指導教員からの個

別指導を受けることを前提とする。修士論文発

表会には、これまで主として地理教育学関連の

教員から受けてきた指導に加え、地理教育学及

び歴史教育学の教員からも指導・助言を受ける

ことになる。こうすることで、地理と歴史と公

民を総合させた社会科教育学としてのアイデン

ティティが担保された修士論文が完成すること

になる。
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専門科目(数学教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAS0

1
数学教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

蒔苗 直道,礒田

正美,小松 孝太

郎

1年生を対象に、数学教育における目標論、数学

教育史、教育課程論、教授学習論、教材開発論

等の多面的な研究動向を踏まえながら、数学教

育研究の指導を行い、教育学における研究方法

論を踏まえ、論文指導を行う。特に、各自の問

題意識に基づいて数学教育に関する諸問題につ

いてレポートをまとめ発表する。レポートに基

づく討議を通して、研究課題を明確化し、修士

論文を作成するための準備を行う。

0ATAS0

2
数学教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

蒔苗 直道,礒田

正美,小松 孝太

郎

2年生を対象に、1年次の学修成果に基づいて、

数学教育における目標論、数学教育史、教育課

程論、教授学習論、教材開発論等の多面的な研

究動向を踏まえながら、数学教育研究の指導を

行い、教育学における研究方法論を踏まえ、論

文指導を行う。特に、各自の問題意識に基づい

て数学教育に関する諸問題についてレポートを

まとめ発表する。レポートに基づく討議を通し

て、修士論文の論構成を行い、内容を整理す

る。

14条対応

0ATAS0

3
数学教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

蒔苗 直道,礒田

正美,川村 一宏,

竹山 美宏,増岡

彰,木下 保,小松

孝太郎,塩谷 真

弘,照井 章,木村

健一郎

数学教育における目標論、数学教育史、教育課

程論、教授学習論、教材開発論等の多面的な研

究動向を踏まえながら、数学教育研究の指導を

行い、教育学における研究方法論を踏まえ、論

文指導を行う。特に、各自の問題意識に基づい

て数学教育に関する諸問題についてレポートを

まとめ発表する。レポートに基づく実証的な討

議を通して、修士論文を執筆する。

14条対応
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専門科目(理科教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAT0

1
理科教育学研究I 3 3.0 1 通年 応談

山本 容子,遠藤

優介,受川 史彦,

坂本 瑞樹,矢花

一浩,野村 晋太

郎,森 正夫,森下

將史,一戸 雅聡,

佐藤 智生,長友

重紀,野村 港二,

中山 剛,澤村 京

一,出川 洋介,八

畑 謙介,石川

香,横井 智之,角

替 敏昭,上松 佐

知子,藤野 滋弘,

興野 純

理科教育の各専門領域ならびに複合領域に関す

る研究方法・教育方法を習得させると共に、理

科教育の観点から修士論文研究着手の指導を行

う。具体的な授業内容は、修士論文完成までの

プロセスの概要説明、研究倫理と情報倫理、中

学校理科における教育方法、高等学校理科にお

ける教育方法、教育方法の観点から見た中学校

理科と高等学校理科の接続・一貫性、理科教育

学研究における研究方法、理科教育学研究にお

ける機器の取り扱い、先行研究の検索方法、外

国語文献・資料の検索方法、研究テーマの構想

と先行研究の収集、先行研究の分析などであ

る。この授業により、知識と理解力、企画力、

問題解決能力、表現力、創造力の向上を図る。

0ATAT0

2
理科教育学研究II 3 3.0 2 通年 応談

山本 容子,遠藤

優介,受川 史彦,

坂本 瑞樹,矢花

一浩,野村 晋太

郎,森 正夫,森下

將史,一戸 雅聡,

佐藤 智生,長友

重紀,野村 港二,

中山 剛,澤村 京

一,出川 洋介,八

畑 謙介,石川

香,横井 智之,角

替 敏昭,上松 佐

知子,藤野 滋弘,

興野 純

理科教育の各専門領域に関する研究方法・教育

方法を習得させると共に、理科教育の観点から

の修士論文作成の指導を行う。具体的な授業内

容は、修士論文作成に関するスケジュールの確

認、研究倫理と情報倫理、年間研究計画の確認

と見直し、修士論文における図・表・引用文献

リストの作成方法、章立ての検討、各章(研究背

景、研究目的、研究方法、研究結果など)の執筆

および推敲である。この授業により、知識と理

解力、企画力、問題解決能力、表現力、創造力

の向上を図る。

14条対応

0ATAT0

3
理科教育学研究III 3 3.0 2 通年 応談

山本 容子,遠藤

優介,受川 史彦,

坂本 瑞樹,矢花

一浩,野村 晋太

郎,森 正夫,森下

將史,一戸 雅聡,

佐藤 智生,長友

重紀,野村 港二,

中山 剛,澤村 京

一,出川 洋介,八

畑 謙介,石川

香,横井 智之,角

替 敏昭,上松 佐

知子,藤野 滋弘,

興野 純

各自の問題意識に基づく研究課題について調

査・分析を行った結果の発表や討論により、研

究内容の問題点を先鋭化し、より理解を深めた

考察を行い、内容の整理を行うとともに、他者

の研究についても議論に参加する

14条対応
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専門科目(国際教育)

科目番号 科目名
授業

方法

単位

数

標準

履修

年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

0ATAX0

1
国際教育学研究I 2 3.0 1 通年 応談

濱田 博文,藤田

晃之,佐藤 博志,

田中 正弘,タス

タンベコワ クア

ニシ,川口 純,菊

地 かおり

国際教育学に関する理論枠組みと研究方法を修

得し、研究計画を定めることを目標とする。そ

のために、国際教育学に関する研究を展開する

上での、基礎的な理論と方法を学ぶ。授業で

は、先行研究の整理及び研究方法について概説

するとともに、教育の国際化・グローバル化、

国際機関(ユネスコ)やOECD、国際バカロレア教

育に関する文献の講読を行い、国際教育学研究

における理論枠組みを検討する。これらの知見

に基づき、各自の研究計画を発表し、フィード

バックを得る。

0ATAX0

2
国際教育学研究II 2 3.0 2 通年 応談

濱田 博文,藤田

晃之,佐藤 博志,

田中 正弘,タス

タンベコワ クア

ニシ,川口 純,菊

地 かおり

国際教育学に関する研究の展開を通して、専門

的な知識と汎用的なスキルを身につけることを

目標とする。国際教育学に関する専門的な知識

を修得し、データの収集・分析を進める。授業

では、教育の国際比較研究、学校改革と教師の

専門性、キャリア教育・シティズンシップ教

育、国際教育協力に関する文献の講読を行い、

国際教育学研究における分析枠組みを検討す

る。これらの知見に基づき、各自の研究の進捗

状況を発表し、フィードバックを得ることに

よって研究の質を向上させる。

14条対応

0ATAX0

3
国際教育学研究III 2 3.0 2 通年 応談

濱田 博文,藤田

晃之,佐藤 博志,

田中 正弘,タス

タンベコワ クア

ニシ,川口 純,菊

地 かおり

国際教育学に関する専門的な知識と汎用的なス

キルをもとに、研究成果の発信方法とその応用

可能性を検討し、教育政策・実践への提言を行

うことを目標とする。国際教育学に関する専門

的な知識に基づき、データの分析・解釈を進め

る。授業では、国際教育に関連する文献を手が

かりとして、データの分析及び解釈の妥当性に

ついて検討を行う。また、各自の研究成果を発

表し、フィードバックを得ることによって研究

成果の発信方法とその応用可能性を検討する。

14条対応

0ATAX0

4

International

Baccalaureate

Education Graduate

Seminar I

2 3.0 1 通年 応談

濱田 博文,藤田

晃之,佐藤 博志,

田中 正弘,タス

タンベコワ クア

ニシ,川口 純,菊

地 かおり

国際バカロレア教育を中心とした教育に関する

理論枠組みと研究方法を修得し、研究計画を定

めることを目標とする。そのために、国際バカ

ロレア教育を中心とした教育研究を展開する上

での、基礎的な理論と方法を学ぶ。授業では、

先行研究の整理及び研究方法について概説する

とともに、教育の国際化・グローバル化、国際

バカロレア教育の教授法・カリキュラム・アセ

スメントに関する文献の講読を行い、国際バカ

ロレア教育研究における理論枠組みを検討す

る。これらの知見に基づき、各自の研究計画を

発表し、フィードバックを得る。

This is a required

course and is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

英語で授業。

0ATAX0

5

International

Baccalaureate

Education Graduate

Seminar II

2 3.0 2 通年 応談

濱田 博文,藤田

晃之,佐藤 博志,

田中 正弘,タス

タンベコワ クア

ニシ,川口 純,菊

地 かおり

国際バカロレア教育を中心とした教育研究の展

開を通して、専門的な知識と汎用的なスキルを

身につけることを目標とする。国際バカロレア

教育に関する専門的な知識を修得し、データの

収集・分析を進める。授業では、国際バカロレ

ア教育の国際比較研究、ディプロマ・プログラ

ム(DP)、中等教育プログラム(MYP)、初等教育プ

ログラム(PYP)、概念学習、探究学習に関する文

献の講読を行い、国際バカロレア教育研究にお

ける分析枠組みを検討する。これらの知見に基

づき、各自の研究の進捗状況を発表し、フィー

ドバックを得ることによって研究の質を向上さ

せる。

This is a required

course and is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

英語で授業。

14条対応
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0ATAX0

6

International

Baccalaureate

Education Graduate

Seminar III

2 3.0 2 通年 応談

濱田 博文,藤田

晃之,佐藤 博志,

田中 正弘,タス

タンベコワ クア

ニシ,川口 純,菊

地 かおり

国際バカロレア教育に関する専門的な知識と汎

用的なスキルをもとに、研究成果の発信方法と

その応用可能性を検討し、教育政策・実践への

提言を行うことを目標とする。国際バカロレア

教育に関する専門的な知識に基づき、データの

分析・解釈を進める。授業では、国際バカロレ

ア教育に関連する文献を手がかりとして、デー

タの分析及び解釈の妥当性について検討を行

う。また、各自の研究成果を発表し、フィード

バックを得ることによって研究成果の発信方法

とその応用可能性を検討する。

This is a required

course and is

aligned with the

learning outcomes

associated with the

IB educator

certificate.

英語で授業。

14条対応
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学術院共通専門基盤科目

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 備考

0AS0102 次世代教育開発研究 1 1.0 1
春C 
秋B

集中
7/9,11/19 
対面

0AS0401 こころの神経科学 1 1.0 1・2
夏季休業

中
集中

9/22-9/23 
オンライン(同時双方向型)

0AS0601
カウンセリング方法論
基礎I

1 1.0 1
春A 

春季休業
中

集中

4/13,4/27,5/18,2/15

0AS0702
研究者のための学術情
報流通論

1 1.0 1 春AB 集中
4/23,5/21,6/25 
対面

専門基礎科目(教育基礎科学)

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 備考

0ATAY31 課題解決提案特別演習 2 1.0 1・2
春季休業

中
集中

英語で授業。 
2/20-2/21

専門基礎科目(学校教育・SL)

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 備考

0ATAB12 学校安全と危機管理 2 2.0 1・2
夏季休業

中
集中

小学校専修免許対応はR2年度以降の入学生のみ。2-6限
に実施。 
9/5-8 
対面

0ATAB15 学習と学級の心理 1 2.0 1・2
秋A 
秋B

集中

小学校専修免許対応はR2年度以降の入学生のみ。 
日程：10月22日、10月23日、11月12日、11月13日、い
ずれも時間は２限から６限まで。 
10/22, 10/23,11/12, 11/13 
対面

0ATAB17
心理教育的アセスメン
ト

1 2.0 1・2
夏季休業

中
集中

小学校専修免許対応はR2年度以降の入学生のみ。 
8/29-30,9/5-6

0ATAB18
スクールカウンセリン
グ論

1 2.0 1・2
夏季休業

中
集中

小学校専修免許対応はR2年度以降の入学生のみ。 
9/8,9/9,9/12,9/13 
対面

専門基礎科目(学校教育・保健体育教育)

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 備考

0ATAK01 保健体育教育内容論 1 3.0 1・2
春AB秋AB 
春C秋C

金2 
集中

0ATAK02
保健体育教育実践論演
習I

2 1.0 1
春季休業

中
集中

3/22（火）9:00-（対面） 
体育研究棟B407セミナー室 
3/22 
対面

0ATAK03
保健体育教育実践論演
習II

2 1.0 2 春AB 集中

授業はいずれも11:25－15:00 
4/15,22,5/6,13,14 
4/9,4/14,4/21,4/28,5/12 
対面

専門基礎科目(国語教育)

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 備考

0ATAD07 表現教育論a 1 1.0 1・2 春C 集中

実地指導を含む。 
西暦偶数年度開講。 
詳細後日周知。 
西暦偶数年度開講。 
8/4-8/5 
対面

0ATAD08 表現教育論b 1 1.0 1・2 秋C 集中

西暦偶数年度開講。 
詳細後日周知。 
西暦偶数年度開講。 
1/29-1/30 
対面

昨年度の集中授業日程一覧です。今年の集中授業が、何月頃に開講されるかの目安としてご使用くださ

い。ただし、日程の変更がありえることをご承知おきください。
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0ATAD15 国語教育特講 1 1.0 1・2 秋B 集中
詳細後日周知。 
12/17-18 
対面

0ATAD18 社会日本語論Ia 1 1.0 1・2 春C 集中

多言語多文化社会,情報化社会に対応した言語能力や情
報処理能力を身につけるために母語教育で習得すべき
事項について検討する。 
7月 11日（月）2～4限　2､3限はオンデマンド、4限は
オンライン 
    15日（金）2～4限　2､3限はオンデマンド、4限は
オンライン 
    22日（金）2～5限　2､3限はオンデマンド、4､5限
はオンライン 
すでに1回目から5回目のオンデマンド資料はmanabaに
アップしてあります。 
それぞれ、オンデマンド資料で基本的な事項の学習を
したあとディスカッショ 
ンを行います。 
 
7/11,7/15,7/22 
オンライン(オンデマンド型). 対面

専門基礎科目(社会科教育)

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 備考

0ATAE18 歴史教育学特講 3 2.0 1・2 通年 集中

0ATAE28 人文地理学演習II 2 1.0 1・2
秋AB 

春季休業
中

金3 
集中

2/18(土)4-6限ただし13:30集合、2/19(日)2-4限8B408
で対面で実施 
2/18(土)、2/19(日)

0ATAE33 地理学野外実験 3 3.0 1・2 秋BC 集中
0ATAE 31履修者に限る 
11/20-11/23

0ATAE38 民俗学実習 3 3.0 1・2 秋AB 集中
10/29-11/2

0ATAE43 考古学実習 3 3.0 1・2
夏季休業

中
集中

9月末に青森県での実習を予定している(ただし状況に
よっては、変更の可能性がある) 
8/30-9/2

専門基礎科目(数学教育)

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 備考

0ATAF17 数学教育学習論 1 2.0 1・2
秋AB 

春季休業
中

木3,4 
集中

2/20,2/21,2/22 
オンライン(同時双方向型). 対面

0ATAF19 数学教育内容論 1 2.0 1・2
秋B 
秋C

木2 
集中

いずれも1限-5限 
1/21（土）、2/2（木） 
対面

専門基礎科目(理科教育)

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 備考

0ATAG04 理科教育研究方法論 1 1.0 1 春C 集中

いずれも1時限から5時限まで実施 
01B7041と同一。 
7/17、8/2

0ATAG21 地学教育野外実験2 3 1.0 1・2 秋B 集中

事前学習の日程については別途連絡 
実施場所：埼玉県秩父市，埼玉県小鹿野町，群馬県神
流町 
 
01B7452と同一。 
12/10,12/11

0ATAG22
理科野外実習インター
ンシップ

3 2.0 1・2 春C 集中

7/21(事前指導）、7/29-8/1(野外実習）、事後指導の
日程未定 
7/21,7/29-8/1

0ATAG25 生物学特講 1 1.0 1・2
夏季休業

中
集中

菅平高原実験所にて実施 
9/6-9/9
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0ATAG27 理科教育学特講 1 1.0 1・2 秋C 集中

2/11（土）2～5限 2/12（日）2～3限（対面）8B210
残り4コマは前後のいずれかの日程で行う。 
2/11,2/12

専門基礎科目(国際教育)

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 備考

0ATAL01
Education and an
Interconnected World

1 2.0 1・2 春C 集中

This is a required course and is aligned with the
learning outcomes associated with the IB educator
certificate. Students from outside the subprogram
in IE should contact the instructor before
registering. 
英語で授業。 
7/10, 7/19, 7/26, 7/27, 7/28 
オンライン(同時双方向型)

0ATAL02 Research Methodology 1 1.0 1・2 春B 集中

This is a required course and is aligned with the
learning outcomes associated with the IB educator
certificate. Students from outside the subprogram
in IE should contact the instructor before
registering. 
英語で授業。 
5/28,6/18 
オンライン(同時双方向型)

0ATAL03
Research Design and
Methods

1 2.0 1・2 春C 集中

This is a required course and is aligned with the
learning outcomes associated with the IB educator
certificate. Students from outside the subprogram
in IE should contact the instructor before
registering. 
英語で授業。 
7/8, 7/12, 7/15, 7/30

0ATAL14 Field Research 2 1.0 1・2
春C夏季
休業中

集中
英語で授業。 
7/20-7/22,8/24-8/26

0ATAL21
Education in Japan:
Principles Policies
and Practice II

1 2.0 1・2 春C 集中

春Cは集中授業として実施する。 
英語で授業。 
7/7, 7/13, 7/14, 7/16

専門基礎科目(初等教科教育)

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 備考

0ATAM01 初等国語特講a 1 1.0 1・2 春C 集中

7月 7日(木) ①2時間目（ガイダンス：矢澤） 
            ②3・③4時間目（日本語学分野：矢澤） 
　 14日(木) ④2・⑤3・⑥4時間目（日本学分野：矢
澤） 
　 26日(火) ⑦2・⑧3・⑨4・⑩5時間目（漢文分野：
稀代） 
いずれもオンライン（一部オンデマンド）で行う 
01B2350と同一。 
7/7,7/14,7/26
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0ATAM03 初等社会特講 1 1.0 1・2
夏季休業

中
集中

詳細は後日通知予定。 
9/10（土）8:30-16:30 
9/11（日）13:30-16:30 
9/10,9/11 
対面

0ATAM04 初等数学特講 1 1.0 1・2
春季休業

中
集中

３月１０日（金）３、４時間目 
３月１４日（火）３～６時間目 
３月１７日（金）３～６時間目 
形式：対面（人間A424） 
教科書：新・教職課程演習　第13巻　初等算数科教育
協同出版（各自購入） 
01B2353と同一。 
3/10,3/14,3/17
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履修⽅法・修了要件 

教育学学位プログラム全体 
教育基礎科学 SP 
次世代 SP 
国際教育 SP 
達成度評価について 
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ેخՌʀՌསर๏๑ʤ㻞㻜㻞㻞ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⪅⏝ʥ

ʽگүેخՌָγϔϕϫήϧϞʾ
(1) ଠָҒϕϫήϧϞՌͶͯ͏ͱɼγϔϕϫήϧϞگүճ٠Ͷ͕͏ͱگү༙ӻͳΌΔ

ΗͪͶݸΕɼरಚͪ͢ୱҒΝેخՌͳ͢ͱఈͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽͪͫ͢ɼਕؔ૱
Ռ಼ָ܊ڂݜՌͺ��ୱҒɼଠ܊ڂݜઅՌɼָढ़Ӆڠ௪خ൭Ռٶ;ָӅڠ
௪Ռͺ̔ୱҒΝݸͳͤΖɽ

(2) ՌͶͯ͏ͱͺɼ࣏͏ͥΗ͖Ռ܊ΝསरͤΖ͞ͳɽ
ʀگүָڂݜᶙʛᶛ
ʀگޢࠅүָڂݜᶙʛᶛ
ʀஏཀྵگүָڂݜᶙʛᶛ
ʀྼگ࢛үָڂݜᶙʛᶛ
ʀޮگүָڂݜᶙʛᶛ
ʀ਼ָگүָڂݜᶙʛᶛ
ʀཀྵՌگүָڂݜᶙʛᶛ
ʀӵگޢүָڂݜᶙʛᶛ
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ʽ࣏େָگߏүγϔϕϫήϧϞʀָگߏүҮʾ
(1) ેخՌͶͯ͏ͱͺɼͶԢͣͱɼҐԾՌ͖܊Δ��ୱҒҐΝསरͤΖ͞ͳɽ
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Ռ൬�$7$%ߺ��ʛ�$7$%20
ʨӵگޢүʩ㻔 㻞㻜㻞㻞ᖺᗘධᏛ⪅䛛䜙㐺⏝㻕

Ռ൬�$7$ߺ+��ʛ�$7$+��Νචरͳ͢ɾ�$7$%��ʛ�$7$%20͖Δ�ୱҒҐསर
ʨܵढ़Ռگүʩ㻔 㻞㻜㻞㻞ᖺᗘධᏛ⪅䛛䜙㐺⏝㻕

Ռ൬�$7$ߺ-��ʛ�$7$-��Νචरͳ͢ɾ�$7$%��ʛ�$7$%20͖Δ�ୱҒҐསर
ʨฯ݊ରүگүʩ㻔 㻞㻜㻞㻞ᖺᗘධᏛ⪅䛛䜙㐺⏝㻕

Ռ൬�$7$ߺ.��ʛ�$7$.��Νචरͳ͢ɾ�$7$%��ʛ�$7$%20͖Δ�ୱҒҐསर

(2) ଠָҒϕϫήϧϞՌͶͯ͏ͱɼҮճ٠Ͷ͕͏ͱگү༙ӻͳΌΔΗͪͶݸΕɼ
रಚͪ͢ୱҒΝેخՌͳ͢ͱఈͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽͪͫ͢ɼਕؔ૱Ռ಼ָ܊ڂݜՌ
ͺ��ୱҒɼଠ܊ڂݜઅՌɼָढ़Ӆڠ௪خ൭Ռٶ;ָӅڠ௪Ռͺ̔ୱҒΝ
ݸͳͤΖɽ

(3) ՌͶͯ͏ͱͺɼण࣎ݩͶسͪ͢ͶͳͰ͏ͱɼ࣏Ռ܊ΝསरͤΖ͞ͳɽ
ʀ࣏େگүڂݜ,ࠥ,,,�

ʀӵگޢүָڂݜ,f,,,�
ʀܵढ़Ռگүָڂݜ,ࠥ,,,�

ʀฯ݊ରүگүָڂݜ,ʛ,,,

ʽ࣏େָگߏүγϔϕϫήϧϞʀگޢࠅүҮʾ
(1) ેخՌͶͯ͏ͱͺɼՌ൬�$7$ߺ'��ʛ�$7$'��Ռ͖Δ̒ୱҒҐΝསरͤΖ

͞ͳɽ
(2) ଠָҒϕϫήϧϞՌͶͯ͏ͱɼҮճ٠Ͷ͕͏ͱگү༙ӻͳΌΔΗͪͶݸΕɼ

रಚͪ͢ୱҒΝેخՌͳ͢ͱఈͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽͪͫ͢ɼਕؔ૱Ռ಼ָ܊ڂݜՌ
ͺ��ୱҒɼଠ܊ڂݜઅՌɼָढ़Ӆڠ௪خ൭Ռٶ;ָӅڠ௪Ռɼָ܊द
ͳͤΖɽݸՌͺ̔ୱҒΝۂ

(3) ՌͶͯ͏ͱͺɼ࣏Ռ܊ΝསरͤΖ͞ͳɽ
ʀگޢࠅүָڂݜᶙʛᶛ

ʽ࣏େָگߏүγϔϕϫήϧϞʀऀճՌگүҮʾ
(1) ેخՌͶͯ͏ͱͺɼՌ൬�$7$ߺ(��ʛ�$7$(��ՌΝསरͤΖ͞ͳɽ
(2) ଠָҒϕϫήϧϞՌͶͯ͏ͱɼҮճ٠Ͷ͕͏ͱگү༙ӻͳΌΔΗͪͶݸΕɼ

रಚͪ͢ୱҒΝેخՌͳ͢ͱఈͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽͪͫ͢ɼਕؔ૱Ռ಼ָ܊ڂݜՌ
ͺ��ୱҒɼଠ܊ڂݜઅՌɼָढ़Ӆڠ௪خ൭Ռٶ;ָӅڠ௪Ռͺ̔ୱҒΝ
ݸͳͤΖɽ

(3) ՌͶͯ͏ͱͺɼ࣏D�ʛF�Ռ܊䛾䛔䛪䜜䛛ΝསरͤΖ͞ͳɽ
D�ஏཀྵگүָڂݜᶙʛᶛ
E�ྼگ࢛үָڂݜᶙʛᶛ
F�ޮگүָڂݜᶙʛᶛ
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ʽ࣏େָگߏүγϔϕϫήϧϞʀ਼ָگүҮʾ
(1) ેخՌͶͯ͏ͱͺɼՌ൬�$7$ߺ)��ʛ�$7$)��Ռ͖Δ�ୱҒҐɼ͖ͯ

�$7$)��ʛ�$7$)��Ռ͖Δ�ୱҒҐΝསरͤΖ͞ͳɽ
(2) ଠָҒϕϫήϧϞՌͶͯ͏ͱɼҮճ٠Ͷ͕͏ͱگү༙ӻͳΌΔΗͪͶݸΕɼ

रಚͪ͢ୱҒΝેخՌͳ͢ͱఈͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽͪͫ͢ɼਕؔ૱Ռ಼ָ܊ڂݜՌ
ͺ��ୱҒɼଠ܊ڂݜઅՌɼָढ़Ӆڠ௪خ൭Ռٶ;ָӅڠ௪Ռͺ̔ୱҒΝ
ݸͳͤΖɽ

(3) ՌͶͯ͏ͱͺɼ࣏Ռ܊ΝསरͤΖ͞ͳɽ
ʀ਼ָگүָڂݜᶙʛᶛ

ʽ࣏େָگߏүγϔϕϫήϧϞʀཀྵՌگүҮʾ
(1) ેخՌͶͯ͏ͱͺɼՌ൬�$7$ߺ*��ɼ�$7$*��ɼ�$7$*��ɼ�$7$*��ՌΝསर

͢ɼ�$7$*��ʛ�$7$*7$�;ٶ��$*��ʛ�$7$*��Ռ͖Δ̔ୱҒҐΝསरͤΖ͞
ͳɽ

(2) ଠָҒϕϫήϧϞͶͱरಚͪ͢ୱҒɼٶ;ɼָढ़Ӆڠ௪خ൭ՌΉͪͺָӅڠ௪Ռ͖
Δरಚͪ͢ୱҒͺɼҮճ٠Ͷ͕͏ͱگү༙ӻͳΌΔΗͪͶݸΕɼ̔ୱҒΝݸͶ
ેخՌͳ͢ͱఈͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζɽ୴ΉͪͺࢨگҽΝ௪ͣͱਅ੧ͤΖɽསरਅ੧
͗Ή͢͏ɽ

(3) ՌͶͯ͏ͱͺɼ࣏Ռ܊ΝསरͤΖ͞ͳɽ
ʀཀྵՌگүָڂݜᶙʛᶛ
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ʽگࡏࠅүγϔϕϫήϧϞʾ
(1) ેخՌͶͯ͏ͱͺɼՌ൬�$7$ߺ/��ʛ�$7$/��ՌΝསरͤΖ͞ͳɽ
(2) ેخՌͶͯ͏ͱͺɼଠָҒϕϫήϧϞָӅϪϗϩՌʤਕؔ૱Ռ಼ָ܊ڂݜ

ଠָҒϕϫήϧϞٶ;ଠ܊ڂݜઅՌɼָढ़Ӆڠ௪خ൭ՌɼָӅڠ௪ՌʥΝ
སर͢ͱΓ͏ɽͪͫ͢͞ɼ৾Ε͓͗ΌΔΗΖͺ̔ୱҒΉͲͳͤΖɽ

(3) ՌͶͯ͏ͱͺɼD��ΉͪͺE��Ռ܊ΝསरͤΖ͞ͳɽ
D�گࡏࠅ�үָڂݜᶙʛᶛ
E��,QWHUQDWLRQDO�%DFFDODXUHDWH�(GXFDWLRQ�*UDGXDWH�6HPLQDUᶙʛᶛ

ʥࡏࠅώΩϫϪΠگҽ֪ࣁʤ,%�HGXFDWRU�FHUWLILFDWHVʥΝखಚ͢Γ͑ͳͤΖंͺɼՌમͶ͍
ͪͮͱ,%گҽٶ֪ࣁ;໖ڒয়खಚͶචགྷ͵ୱҒ਼ΝຮͪͤΓ͑ͤྂߡΖ͞ͳɽ
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達成度評価について
筑波⼤学の学位プログラムでは学⽣が修了時に⾝につけるべき知識・能⼒等を「コンピテンス」 とし

て設定しています。教育学学位プログラムでは、ディプロマ・ポリシーに揚げる知識・能⼒として以下
の９項⽬を揚げています。 

表．ディプロマ・ポリシーに掲げる知識・能⼒ 

教育学学位プログラムでは、在学期間中に２回以上(１学年⽬の終了時や修⼠論⽂提出時など)、コン
ピテンスに基づいた達成度評価を⾏います。年度の途中で実施する「達成度評価（⾃⼰評価）説明会」
で配布する「達成度⾃⼰評価シート」により、達成度の⾃⼰評価を⾏い、全ての「コンピテンス」を満
遍なく満たすように、必要に応じて履修計画、学修の⽅向性の変更などを検討して下さい。教育学学位
プログラムでは、学会発表や TA・インターンシップ経験などの、授業以外の活動についても、積極的に
評価します。 
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各種資格の取得について 
教育職員免許状の取得について 
教員免許取得に係る科⽬⼀覧（初等・教育学）
学校心理士資格について  
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㸰 ᩍ⫱⫋ဨචチ≧ྲྀࡢᚓ࡚࠸ࡘ 

 

Ꮫᰯᩍ⫱ἲ䛻ᐃ䜑䜛ᑠᏛᰯ䚸୰Ꮫᰯ䚸㧗➼Ꮫᰯ䚸୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ䠄୰㧗 6 ᖺ୍㈏ᩍ⫱ᰯ䠅䚸≉ูᨭᏛᰯཬ䜃ᗂ⛶ᅬ䛾

ᩍㅍ䚸㣴ㆤᩍㅍ䚸ᰤ㣴ᩍㅍ➼䛻䛺䜝䛖䛸䛩䜛⪅䛿䚸ᩍ⫱⫋ဨචチἲ䠄௨ୗ䛂චチἲ䛃䛸䛔䛖䠅䛻ᇶ䛵䛟ᩍ⫱⫋ဨචチ≧䠄௨ୗ

䛂චチ≧䛃䛸䛔䛖䠅䜢᭷䛩䜛⪅䛷䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹චチ≧䛿䚸චチἲ䛾ᐃ䜑䜛㈨᱁せ௳䜢‶䛯䛧䛯䛾䛱䚸ྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱

ጤဨ䛻⏦ㄳ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᤵ䛥䜜䜛䜒䛾䛷䛩䚹 

 

(1) චチ≧䛾✀㢮➼  

ᮏᏛᏛ㝔䛻䛚䛔䛶ྲྀᚓ䛷䛝䜛චチ≧䛾✀㢮䛿ᑓಟචチ≧䛷䛒䜚䚸୍✀චチ≧䠄≉ูᨭᏛᰯᩍㅍ䜢㝖䛟䠅䛿ྲྀᚓ䛷

䛝䜎䛫䜣䚹චチ≧䛾✀㢮䛸㈨᱁䛿ู⾲䠍䚸ྛᏛ⾡㝔䞉◊✲⩌䛷ྲྀᚓ䛷䛝䜛චチ≧䛾✀㢮ཬ䜃ᩍ⛉䛿ู⾲䠎䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹 

䛺䛚䚸Ꮫ⾡㝔䞉◊✲⩌䛷ྲྀᚓ䛷䛝䜛චチ≧䛾✀㢮ཬ䜃ᩍ⛉䛷䛒䛳䛶䜒䚸ᙜヱᏛ⾡㝔䞉◊✲⩌䛾චチ≧ྲྀᚓ䛻ᚲせ䛺

ᡤᐃ䛾༢ᩘ䜢ಟᚓ䛧䚸㈨᱁せ௳䜢䛯䛧䛯ሙྜ䛿ྲྀᚓྍ⬟䛷䛩䚹 

 

(2) ᑓಟචチ≧ྲྀᚓ䛾䛯䜑䛾㈨᱁せ௳  

ᑓಟචチ≧䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛻䛿䚸ᙜヱᩍ⛉➼䛾୍✀චチ≧䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚸䛒䜛䛔䛿ᙜヱᩍ⛉➼䛾୍✀චチ≧䛾㈨᱁

せ௳䜢‶䛯䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸䛣䜜䜙䛻ຍ䛘䛶䚸ᇶ♏㈨᱁䛸䛧䛶䈜䠍ಟኈ䛾Ꮫ䜢᭷䛩䜛䛣䛸ཬ䜃ᡤᐃ䛾༢ᩘ䜢

ಟᚓ䛾ୖ䚸ྛ㒔㐨ᗓ┴ᡤᐃ䛾⏦ㄳ䠄චチἲ➨䠑᮲⏦ㄳ䠅䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸චチ≧䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹 

ᑓಟචチ≧ྲྀᚓ䛻ᚲせ䛺༢ᩘ 

䐟ᑠᏛᰯᩍㅍᑓಟචチ≧  

䐠୰Ꮫᰯᩍㅍᑓಟචチ≧  

䐡㧗➼Ꮫᰯᩍㅍᑓಟචチ≧    䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䈜䠎䛂Ꮫ䛜⊂⮬䛻タᐃ䛩䜛⛉┠䛃䜢䠎䠐༢௨ୖ 

䐢㣴ㆤᩍㅍᑓಟචチ≧  

䐣ᰤ㣴ᩍㅍᑓಟචチ≧  

䐤≉ูᨭᏛᰯᩍㅍᑓಟචチ≧䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䈜䠏䛂≉ูᨭᩍ⫱䛻㛵䛩䜛⛉┠䛃䜢䠎䠐༢௨ୖ  

   

 䈜䠍䛾ಟኈ䛾Ꮫ䜢᭷䛩䜛䛣䛸䛻䛿䚸ᙜヱᏛ⾡㝔䞉◊✲⩌䛻䛚䛔䛶䚸䠍ᖺ௨ୖᅾᏛ䛧䚸ᑓಟචチ≧ྲྀᚓ䛻ᚲせ䛺༢

ᩘ䠎䠐༢௨ୖ䜢ྵ䜑䛶䠏䠌༢௨ୖ䠄ಟせ௳௨እ䛾༢䜢ྵ䜐䠅䜢ಟᚓ䛧䛯Ꮫྲྀᚓぢ㎸⪅䜢ྵ䜏䜎䛩䚹 

䈜䠎䛾䛂Ꮫ䛜⊂⮬䛻タᐃ䛩䜛⛉┠䛃䜢䠎䠐༢௨ୖ䛾䛂䠎䠐༢䛃䛸䛿䚸ู⾲䠍䛂චチ≧䛾✀㢮䛸㈨᱁䛃䛾Ꮫ䛻䛚䛡䜛

᭱పಟᚓ༢䛾䛂Ꮫ䛜⊂⮬䛻タᐃ䛩䜛⛉┠䛃ḍ䛾ᑓಟචチ≧䛾᭱పಟᚓ༢ᩘ䛛䜙ྠḍ䛾୍✀චチ≧䛾᭱

పಟᚓ༢ᩘ䜢ᕪ䛧ᘬ䛔䛯༢ᩘ䜢♧䛧䜎䛩䚹 

     䈜䠏䜒ྠᵝ䛻䛂≉ูᨭᩍ⫱䛻㛵䛩䜛⛉┠䛃ḍ䛾ᑓಟචチ≧䛾᭱పಟᚓ༢ᩘ䠄䠑䠌༢䠅䛛䜙ྠḍ䛾୍✀චチ≧䛾

᭱పಟᚓ༢ᩘ䜢ᕪ䛧ᘬ䛔䛯༢ᩘ䜢♧䛧䜎䛩䚹 

 

୍✀චチ≧䜢᭷䛧䛶䛔䛺䛔ሙྜ䛿䚸䛭䛾㈨᱁せ௳䜢‶䛯䛩䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛒䜚䚸ᕼᮃ䛩䜛චチ≧䛜ྲྀᚓ䛷䛝䜛ᏛᏛ㒊

➼䛾⛉┠➼ᒚಟ⏕➼䛻䛚䛔䛶䚸චチ≧ྲྀᚓ䛻ᚲせ䛺ᡤᐃ䛾༢➼䜢ಟᚓ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄ᮏᏛᏛ⩌䛾⛉┠➼ᒚಟ⏕䛻

ᅾ⡠䛧䛶ಟᚓ䛩䜛䛣䛸䜒ྍ⬟䛷䛩䛜䚸චチ≧䛾✀㢮䜔ᩍ⛉䛻䜘䛳䛶䛿䚸ᒚಟ䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䠅 

୍✀චチ≧䛾ྲྀᚓ䜢ᕼᮃ䛩䜛⪅䛿䚸୍✀චチ≧䛾㈨᱁せ௳䜢‶䛯䛧䛯ᚋ䚸ಶே⏦ㄳ䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠄ḟ㡯

䛾䛂(䠐) චチ≧ྲྀᚓ䛾䛯䜑䛾⏦ㄳ 䕿ಶே⏦ㄳ 䜢ཧ↷䠅 

䛺䛚䚸୍✀චチ≧䛾㈨᱁せ௳䜢‶䛯䛧䛶䛔䜛ሙྜ䛿䚸୍✀චチ≧䜢᭷䛧䛶䛔䛺䛟䛸䜒䚸ᑓಟචチ≧䛾㈨᱁せ௳䜢‶䛯

䛩䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᑓಟචチ≧䛿ྲྀᚓ䛷䛝䜎䛩䚹䛯䛰䛧䚸ᑓಟචチ䛾୍ᣓ⏦ㄳ䠄11 ᭶㡭䠅䛻୍✀䛾䛶䛾༢➼䛜ಟᚓ䛷䛝

䛶䛔䜛䛣䛸䛜᮲௳䛷䛩䚹 

䜎䛯䚸≉ูᨭᏛᰯᩍㅍ୍✀චチ≧䛿䚸ே㛫⥲ྜ⛉ᏛᏛ⾡㝔㞀ᐖ⛉ᏛᏛ䝥䝻䜾䝷䝮䛷㛤タ䛥䜜䛶䛔䜛⛉┠䛛䜙䚸

ᚲせ䛺ᡤᐃ䛾༢䜢ಟᚓ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚ྲྀᚓྍ⬟䛷䛩䚹 
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⌧⫋ᩍဨ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᩍ⫋Ṕ䛻䜘䛳䛶䛿㍍ῶᥐ⨨䛜䛸䜙䜜䜛ሙྜ䠄චチἲ➨䠒᮲⏦ㄳ䠅䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䚸ᚲせ䛺༢ᩘ

➼䛻䛴䛔䛶䚸⏦ㄳ䛩䜛ྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ䛻☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

 

(3) Ꮫ䛜⊂⮬䛻タᐃ䛩䜛⛉┠  

ᮏᏛᏛ㝔䛻䛚䛡䜛䛂Ꮫ䛜⊂⮬䛻タᐃ䛩䜛⛉┠䛃䛿䚸ู⾲䠏䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹 

䜎䛯䚸䛣䜜䜙䛾⛉┠䛿䚸චチ≧ྲྀᚓ䛾䛯䜑䛾༢䛷䛒䜛䛸ྠ䛻䚸ಟ䛻ᚲせ䛺༢䛸䛧䛶ᩘ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹䠄Ꮫ

⾡㝔䞉◊✲⩌䛾⛉┠䛾ᢅ䛔䛻䛴䛔䛶䚸ᡤᒓ䛾◊✲⩌䛻䛚ၥྜ䛫䛟䛰䛥䛔䠅 

 

(4) චチ≧ྲྀᚓ䛾䛯䜑䛾⏦ㄳ 

චチ≧䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛯䜑䛾⏦ㄳ䛿䚸Ꮫ䛜⏦ㄳ⪅䛻௦䜟䛳䛶Ⲉᇛ┴ᩍ⫱ጤဨ䛻⏦ㄳ䛩䜛䛂୍ᣓ⏦ㄳ䛃䛸䚸ಶே䛜䛭䜜

䛮䜜䛾ᒃఫ䛩䜛㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ䛻⏦ㄳ䛩䜛䛂ಶே⏦ㄳ䛃䛜䛒䜚䜎䛩䚹 

䕿୍ᣓ⏦ㄳ 

ᮏᏛಟኈㄢ⛬䞉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬䛻䛚䛡䜛䠏᭶ᮎಟணᐃ⪅ཬ䜃୍㈏ไ༤ኈㄢ⛬䛷䠏᭶ᮎ䛾Ꮫグᤵᘧ䛻䛚䛔䛶

ಟኈ䛾Ꮫ䜢ྲྀᚓ䛧䠏᭶ᮎ᪥㏥Ꮫணᐃ⪅䛻㝈䜚䚸Ꮫグᤵᘧ䛻චチ≧䜢䛷䛝䜛䜘䛖㓄៖䛧䛯⏦ㄳ᪉ἲ䛸䛧䛶䚸

⏦ㄳ⪅䛻௦䜟䛳䛶ᮏᏛ䛜㛵ಀ᭩㢮䜢୍ᣓ䛧䛶Ⲉᇛ┴ᩍ⫱ጤဨ䛻⏦ㄳ䛩䜛䜒䛾䛷䛩䚹 

䛺䛚䚸⌧⫋ᩍဨ䛻䛴䛔䛶䜒䚸Ꮫグᤵᘧᚋ䠐᭶䜎䛷䛻චチ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䛺䛹䚸≉ู䛺䛜䛒䜛ሙྜ䛿䚸⏦ㄳ䛩

䜛䛣䛸䛜ฟ᮶䜎䛩䛾䛷䚸ᡤᒓ䛾ᨭᐊᏛ㝔ᩍົᢸᙜ䛷☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

୍ᣓ⏦ㄳᕼᮃ⪅䛿䚸ᚲせ᭩㢮䜢ᡤᐃ䛾ᮇ㛫䠄ᖺ䠍䠍᭶㡭䠅䛻ᥦฟ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿ᥖ♧䛻䜘

䜚࿘▱䛧䜎䛩䛾䛷䚸ぢⴠ䛸䛧䛾䛺䛔䜘䛖ὀព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

䜎䛯䚸୍ᣓ⏦ㄳ䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛䛾䛿䚸ᮏᏛᏛ㝔䛻䛚䛔䛶ㄆᐃ䜢ཷ䛡䛶䛔䜛චチ≧䛾✀㢮ཬ䜃ᩍ⛉䠄ู⾲䠎ཧ↷䠅䛾

䜏䛷䛩䚹䛘䜀୰Ꮫᰯᩍㅍ୍✀චチ≧➼䛻䛴䛔䛶䛿ᑐ㇟䛸䛺䜚䜎䛫䜣䛾䛷䚸ಶே⏦ㄳ䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

䕿ಶே⏦ㄳ 

Ꮫ㝔ಟኈㄢ⛬ཬ䜃༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ಟ䛻ୖグ୍ᣓ⏦ㄳ䜢⾜䜟䛺䛛䛳䛯⪅䚸୍㈏ไ༤ኈㄢ⛬䛾ᅾᏛ⏕䚸ಟ

⏕ཬ䜃චチ≧䛾㊊༢䜢Ꮫ㝔⛉┠➼ᒚಟ⏕䛺䛹䛷ಟᚓ䛩䜛⪅䛿䚸ಶே⏦ㄳ䛻䜘䜚චチ䜢ྲྀᚓ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

ಶே⏦ㄳ䛾⏦ㄳඛ䛿䚸ᒃఫᆅ䛾ྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ䛻䛺䜛䛾䛷䚸⏦ㄳ䛾᪉ἲ䜔⏦ㄳ᭩㢮䜢☜ㄆୖ䚸ྛ⮬䛷⏦

ㄳ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

Ⲉᇛ┴䛻⏦ㄳ䛩䜛ሙྜ䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡䡡Ⲉᇛ┴ᩍ⫱ᗇᏛᰯᩍ⫱㒊ᩍ⫱ᨵ㠉ㄢேᮦ⫱ᡂᢸᙜ䠄ᩍဨචチ䠅 

䛈310-8588 Ⲉᇛ┴Ỉᡞᕷ➟ཎ⏫ 978-6   䖲029-301-5274 

 

ಶே⏦ㄳ䜢⾜䛖ሙྜ䛻ᚲせ䛺䛂Ꮫຊ䛻㛵䛩䜛ド᫂᭩䛃䠄ู⣬䠎䛾චチ≧䛾✀㢮䛸ᩍ⛉䛻㝈䜛䠅䛿䚸Ꮫグᤵᘧᚋ䚸

ᮏே䛾⏦ㄳ䛻䜘䜚ྛᨭᐊ䠄Ꮫ㝔ᩍົᢸᙜ䠅䛻䛚䛔䛶䜢ཷ䛡䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

 

(䠑) ༤ኈᚋᮇㄢ⛬䛷䛾ᩍဨචチ≧䛾ྲྀᚓ䛻䛴䛔䛶 

  ༤ኈᚋᮇㄢ⛬䛷䛿䚸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛾ᩍ⫋ㄢ⛬ㄆᐃ䜢ཷ䛡䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ᑓಟචチ≧䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛣䛸䛿䛷䛝䜎䛫䜣䚹ᑓಟ

චチ≧䛾ྲྀᚓ䜢ᕼᮃ䛩䜛⪅䛿䚸༤ኈ๓ᮇㄢ⛬䛾⛉┠➼ᒚಟ⏕䛸䛧䛶ู⾲䠏䛻ᥖ䛢䜛⛉┠䜢ಟᚓ䛧䚸ಶே⏦ㄳ䛻䜘䜚ྲྀᚓ

䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹 

   䛺䛚䚸ᑓಟචチ≧䜢ྲྀᚓ䛩䜛䛻䛿䚸୍✀චチ≧䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛣䛸ཪ䛿୍✀චチ≧䛾㈨᱁せ௳䜢‶䛯䛧䛶䛔䜛䛣䛸䚸ཬ䜃

ಟኈ䛾Ꮫ䜢ྲྀᚓ䠄䠍ᖺ௨ୖᅾᏛ䛧䚸䠏䠌༢௨ୖྲྀᚓ䛧䛯Ꮫྲྀᚓぢ㎸⪅䜢ྵ䜐䠅䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛜ᚲせ䛷䛩䚹 
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≦ᑓಟචチࠉ㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ᆅ⌮Ṕྐ

≦ᑓಟචチࠉ㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ බࠉࠉẸ

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ Ꮫࠉࠉᩘ

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ ⛉ࠉࠉ⌮

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ 㡢ࠉࠉᴦ

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ ⾡ࠉࠉ⨾

≦ᑓಟචチࠉ㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ᕤࠉࠉⱁ

≦ᑓಟචチࠉ㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ᭩ࠉࠉ㐨

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ ಖయ⫱

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ ಖ����

≦ᑓಟචチࠉ㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ㆤࠉࠉ┳

≦ᑓಟචチࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍࠉ ᢏࠉࠉ⾡

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ ᐙࠉࠉᗞ

≦ᑓಟචチࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍࠉ ᴗࠉࠉ⫋

≦ᑓಟචチࠉ㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ࠉࠉሗ

≦ᑓಟචチࠉ㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ㎰ࠉࠉᴗ

≦ᑓಟචチࠉ㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ᕤࠉࠉᴗ

≦ᑓಟචチࠉ㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ᴗࠉࠉၟ

≦ᑓಟචチࠉ㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ Ỉࠉࠉ⏘

≦ᑓಟචチࠉ㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ♴ࠉࠉ⚟

≦ᑓಟචチࠉ㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ ⯪ࠉࠉၟ

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ ⫋ᴗᣦᑟ

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ ⱥࠉࠉㄒ

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ ㄒࢶࢻ

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ 䝣䝷䞁䝇ㄒ

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ ୰�ᅜ�ㄒ

≦ᑓಟචチࠉ୰Ꮫᰯᩍㅍ㸪㧗➼Ꮫᰯᩍㅍࠉ ᩍࠉࠉ᐀

≦���ᑓಟචチࠉ�������������㣴ㆤᩍㅍࠉ

≦��ᑓಟචチࠉ��������������ᰤ㣴ᩍㅍࠉ

≦ᑓಟචチ≧㸪୍✀චチࠉࠉࠉࠉࠉᨭᏛᰯᩍㅍู≉ࠉ

ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⩌ே 㛫 ⥲ ྜ ⛉ Ꮫ Ꮫ ⾡ 㝔

ู⾲㸰ࠉචチ≧ࡢ✀㢮ཬࡧᩍ⛉㸦௧㸰ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⪅⏝㸧

◊✲⩌Ꮫ⾡㝔

ேᩥ♫⛉Ꮫ◊✲⩌

ᩘ⌮≀㉁⛉Ꮫ◊✲⩌

ேᩥ♫䝡䝆䝛䝇⛉ᏛᏛ⾡㝔

⏕ᆅ⌫⛉Ꮫ◊✲⩌

⌮ ᕤ  ሗ ⏕  Ꮫ ⾡ 㝔
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චチ✀
༊
ศ

⛉䚷┠
␒䚷ྕ

༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

චチ✀
༊
ศ

⛉䚷┠
␒䚷ྕ

༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

0ATAM01 ึ➼ᅜㄒ≉ㄽ䠝 1 0ATAL01
Education and an Interconnected
World

2

0ATAM02 ึ➼ᅜㄒ≉ㄽ䠞 1 0ATAL02 Research Methodology 1

0ATAM03 ึ➼♫≉ㅮ 1 0ATAL03 Research Design and Methods 2

0ATAM04 ึ➼ᩘᏛ≉ㅮ 1 0ATAL04
Pedagogy for a Changing World
䊠

2

0ATAM05 ึ➼⌮⛉≉ㅮ 1 0ATAL05
Pedagogy for a Changing World
䊡

2

0ATAM06 ึ➼ⱥㄒ≉ㅮ 1 0ATAL06 㻭㼟㼟㼑㼟㼟㼙㼑㼚㼠㻌㼒㼛㼞㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌䊠 2

0ATAM07 ึ➼ᅗ⏬ᕤస≉ㅮ 1 0ATAL07 㻭㼟㼟㼑㼟㼟㼙㼑㼚㼠㻌㼒㼛㼞㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌䊡 2

0ATAM08 ึ➼య⫱≉ㅮ 1 0ATAL08 㻯㼡㼞㼞㼕㼏㼡㼘㼡㼙㻌㼍㼟㻌㻼㼞㼛㼏㼑㼟㼟㻌䊠 2

0AS0101 ᩍ⫱Ꮫ⌮ㄽ◊✲ 1 㻜㻭㼀㻭㻸㻜㻥 㻯㼡㼞㼞㼕㼏㼡㼘㼡㼙㻌㼍㼟㻌㻼㼞㼛㼏㼑㼟㼟㻌䊡 2

0AS0102 ḟୡ௦ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ 1 0ATAL10 The IB Primary Years Programme 2

0AS0103 Theory of International Education 1 0ATAL11 The IB Middle Years Programme 2

0ATAB01 Ꮫᰯᩍ⫱ㄽ 2 0ATAL12 The IB Diploma Programme 2

0ATAB02 Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ 2 0ATAL13
Professional Learning and Reflective
Practice

1

0ATAB03 䝇䜽䞊䝹䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥ㄽ 2 0ATAL15 ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ㄽ 2

0ATAB04 㟷ᖺ䛾Ⓨ㐩 2 0ATAL16 䜾䝻䞊䝞䝹䛸ᩍ⫱ 2

0ATAB05 ᅜ㝿䞉ከᩥᩍ⫱ㄽ 2 0ATAL17 ᅜ㝿ᩍ⫱㛤Ⓨㄽ 2

0ATAB06 ⏕ᾭᏛ⩦ㄽ 2 0ATAL18 ᅜ㝿ᩍ⫱༠ຊㄽ 2

0ATAB11 Ꮫᰯ䛾♫Ꮫ 2 㻜㻭㼀㻭㻸㻝㻥 ᩍဨ㣴ᡂ䛾ᅜ㝿ẚ㍑ 2

0ATAB07 㐨ᚨ䛸ேᶒ 2 0ATAL22
Education in Japan: Principles
Policies and Practice

1

0ATAB12 ᏛᰯᏳ䛸༴ᶵ⟶⌮ 2 0ATAL23 Frontier of Educational Research 1

0ATAB13 Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲ 2 24 0ATAL24 Field Research I 1 24

0ATAB15 Ꮫ⩦䛸Ꮫ⣭䛾ᚰ⌮ 2 ༢ 0ATAL25 Field Research II 1 ༢

0ATAB16 Ꮫᰯ⮫ᗋᚰ⌮ 2  0ATAN01 ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3 

㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻥 ᩍᖌ䛾⫋⬟Ⓨ㐩ㄽ 2 ௨ 0ATAN02 ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3 ௨

0ATAB20 ᩍ⫱ᨻ⟇䛸Ꮫᰯᨵ㠉 2 ୖ 0ATAN03 ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3 ୖ

0ATAA01 ᪥ᮏᩍ⫱ྐ≉ㅮ 2 0ATAP01 ḟୡ௦ᩍ⫱◊✲Ϩ 3

0ATAA02 ᪥ᮏᩍ⫱ྐ₇⩦ 2 0ATAP02 ḟୡ௦ᩍ⫱◊✲ϩ 3

0ATAA03 ᩍ⫱ဴᏛ≉ㅮ 2 0ATAP03 ḟୡ௦ᩍ⫱◊✲Ϫ 3

0ATAA04 ᩍ⫱ဴᏛ₇⩦ 2 0ATAX01 ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ◊✲Ϩ 3

0ATAA05 ⏕ᾭᏛ⩦䞉♫ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 0ATAX02 ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ◊✲ϩ 3

0ATAA06 ⏕ᾭᏛ⩦䞉♫ᩍ⫱Ꮫ₇⩦ 2 0ATAX03 ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ◊✲Ϫ 3

0ATAA07 ᩍ⫱ไᗘᏛ≉ㅮ 2 0ATAX04
International Baccalaureate
Education Graduate Seminar I

3

0ATAA08 ᩍ⫱ไᗘᏛ₇⩦ 2 0ATAX05
International Baccalaureate
Education Graduate Seminar II

3

㻜㻭㼀㻭㻭㻜㻥 Ꮫᰯ⤒ႠᏛ≉ㅮ 2 0ATAX06
International Baccalaureate
Education Graduate Seminar III

3

0ATAA10 Ꮫᰯ⤒ႠᏛ₇⩦ 2 0ATAB17 ᚰ⌮ᩍ⫱ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖 2

0ATAA11 ẚ㍑䞉ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 0ATAB18 ㄽࢢࣥࣜࢭ࣮ࣥ࢘࢝ࣝࢡࢫ 2

0ATAA12 ẚ㍑䞉ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ₇⩦ 2 0ATAA17 ᩍ⫱᪉ἲᏛ≉ㅮ 2

0ATAA15 䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ≉ㅮ 2 0ATAA18 ᩍ⫱᪉ἲᏛ₇⩦ 2

0ATAA16 䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ₇⩦ 2 0ATAB14 Ꮫ⩦ᣦᑟᤵᴗ 2

0ATAA21 ᩍ⫱♫Ꮫ≉ㅮ 2 0ATAC01 ᩍ⫱⮫ᗋᏛ≉ㅮ 2

0ATAA22 ᩍ⫱♫Ꮫ₇⩦ 2 0ATAC02 ᩍ⫱⮫ᗋᏛ₇⩦ 2

0ATAA27 ᩍᖌᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 0ATAA25 ≉ูάືᏛ≉ㅮ 2

0ATAA28 ᩍᖌᩍ⫱Ꮫ₇⩦ 2 0ATAA26 ≉ูάືᏛ₇⩦ 2

㻜㻭㼀㻭㻭㻞㻥 ᩍ⫱ᨻ⟇Ꮫ≉ㅮ 2 㻜㻭㼀㻭㻭㻝㻥 ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮࣜࣕ࢟ 2

0ATAA30 ᩍ⫱ᨻ⟇Ꮫ₇⩦ 2 0ATAA20 ⩦ᩍ⫱Ꮫ₇ࣜࣕ࢟ 2

ྑẁ䜈⥆䛟

ᑠ
䚷
Ꮫ
䚷
ᰯ
䚷
ᩍ
䚷
ㅍ

ᩍ
⫱
䛾
ᇶ
♏
ⓗ
⌮
ゎ
䛻
㛵
䛩
䜛
⛉
┠

ᑠ
䚷
Ꮫ
䚷
ᰯ
䚷
ᩍ
䚷
ㅍ

㻌㻌㻌㻌㻌ᖺᗘ㛤ㅮ䛧䛺䛔⛉┠䜒䛒䜛䛾䛷ὀព䛩䜛䛣䛸䚹

ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ᤵ ᴗ ⛉ ┠

ᩍ
⛉
ཬ
䜃
ᩍ
⛉
䛾
ᣦ
ᑟ
ἲ
䛻

㛵
䛩
䜛
⛉
┠

㐨
ᚨ

䦼
⥲
ྜ
ⓗ
䛺
Ꮫ
⩦
䛻

㛫
➼
䛾
ᣦ
ᑟ
ἲ
ཬ
䜃

⏕
ᚐ
ᣦ
ᑟ

䦼
ᩍ
⫱
┦
ㄯ
䛻
㛵
䛩
䜛
⛉
┠

ᩍ
⫱
䛾
ᇶ
♏
ⓗ
⌮
ゎ
䛻
㛵
䛩
䜛
⛉
┠

別表３　大学が独自に設定する科目
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චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

0ATAD01 ᅜㄒ⛉ᩍ⫱Ꮫ㼍 1

0ATAD02 ᅜㄒ⛉ᩍ⫱Ꮫ㼎 1

0ATAD03 ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ྐ◊✲䠽 1

0ATAD04 ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ྐ◊✲䠾 1

0ATAD05 ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ◊✲䠽 2

0ATAD06 ᅜㄒ⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ◊✲䠾 1

0ATAD07 ⾲⌧ᩍ⫱ㄽ㼍 1

0ATAD08 ⾲⌧ᩍ⫱ㄽ㼎 1

0ATAD09 ᩥᏛᩍ⫱ㄽ㼍 1

0ATAD10 ᩥᏛᩍ⫱ㄽ㼎 1

0ATAD11 ྂᩍ⫱ㄽ䠽 1

0ATAD12 ྂᩍ⫱ㄽ䠾 1

0ATAD13 ᅜㄒ⛉䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱ㄽ䠽 1

0ATAD14 ᅜㄒ⛉䝸䝔䝷䝅䞊ᩍ⫱ㄽ䠾 1

0ATAD15 ᅜㄒᩍ⫱≉ㅮ 1

0ATAD16 ᅜㄒ⛉◊✲ἲ 3

0ATAD17 ᅜㄒ⛉◊✲ἲ₇⩦ 3

0ATAD18 ♫᪥ᮏㄒㄽ䊠䠽 1 24

0ATAD19 ♫᪥ᮏㄒㄽ䊠䠾 1 ༢

0ATAD20 ♫᪥ᮏㄒㄽ䊡䠽 1 

0ATAD21 ♫᪥ᮏㄒㄽ䊡䠾 1 ௨

0ATAD22 ྂ᪥ᮏㄒㄽ䊠䠽 1 ୖ

0ATAD23 ྂ᪥ᮏㄒㄽ䊠䠾 1

0ATAD24 ྂ᪥ᮏㄒㄽ䊡䠽 1

0ATAD25 ྂ᪥ᮏㄒㄽ䊡䠾 1

0ATAD26 ⌧௦᪥ᮏㄒㄽ䊠䠽 1

0ATAD27 ⌧௦᪥ᮏㄒㄽ䊠䠾 1

0ATAD28 ⌧௦᪥ᮏㄒㄽ䊡䠽 1

0ATAD29 ⌧௦᪥ᮏㄒㄽ䊡䠾 1

0ATAD30 ᪥ᮏᩥᏛ◊✲䊠㼍 1

0ATAD31 ᪥ᮏᩥᏛ◊✲䊠㼎 1

0ATAD32 ᪥ᮏᩥᏛ◊✲䊡䠽 1

0ATAD33 ᪥ᮏᩥᏛ◊✲䊡䠾 1

0ATAD34 ᪥ᮏᩥᏛ₇⩦䊠㼍 1

0ATAD35 ᪥ᮏᩥᏛ₇⩦䊠㼎 1

0ATAD36 ᪥ᮏᩥᏛ₇⩦㻵㻵㻌㼍 1

0ATAD37 ᪥ᮏᩥᏛ₇⩦㻵㻵㻌㼎 1

0ATAD38 ᪥ᮏᩥᏛ⾲⌧ㄽ㼍 1

0ATAD39 ᪥ᮏᩥᏛ⾲⌧ㄽ㼎 1

0ATAD40 ୰ᅜᩥᏛ◊✲㼍 1

0ATAD41 ୰ᅜᩥᏛ◊✲㼎 1

0ATAD42 ୰ᅜᩥᏛ₇⩦䠽 1

0ATAD43 ୰ᅜᩥᏛ₇⩦䠾 1

0ATAQ01 ᅜㄒᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵 3

0ATAQ02 ᅜㄒᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵㻵 3

0ATAQ03 ᅜㄒᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵㻵㻵 3

ᅜ

ㄒ

ᩍ
⛉
ཬ
䜃
ᩍ
⛉
䛾
ᣦ
ᑟ
ἲ
䛻
㛵
䛩
䜛
⛉
┠

䈜ᩍ⫱䛾ᇶ♏ⓗ⌮ゎ䛻㛵䛩䜛⛉┠䛚䜘䜃㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㛫
➼䛾ᣦᑟἲཬ䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦ㄯ䛻㛵䛩䜛⛉┠䠄ᚋẁཧ↷䠅
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චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

0ATAE01 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 0ATAE54 ⤒῭Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE02 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫෆᐜㄽ䠄ᆅ⌮Ṕྐ䠅 3 0ATAE55 ⤒῭Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE03 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫෆᐜㄽ䠄බẸ䠅 3 0ATAE56 ἲᚊᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE04 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫᐇ㊶ㄽ䠄ᆅ⌮Ṕྐ䠅 3 0ATAE57 ἲᚊᏛ≉ㅮ䊡 1

0ATAE05 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫᐇ㊶ㄽ䠄බẸ䠅 3 0ATAE58 ἲᚊᏛ₇⩦䊠 1

0ATAE06 ᆅ⌮ᩍ⫱≉ㅮ䊠 1 0ATAE59 ἲᚊᏛ₇⩦䊡 1

0ATAE07 ᆅ⌮ᩍ⫱≉ㅮ䊡 1 0ATAE60 ဴᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE08 ᆅ⌮ᩍ⫱≉ㅮ䊢 1 0ATAE61 ဴᏛ≉ㅮ䊡 1 24

0ATAE09 ᆅ⌮ᩍ⫱₇⩦䊠 1 0ATAE62 ဴᏛ₇⩦䊠 1 ༢

0ATAE10 ᆅ⌮ᩍ⫱₇⩦䊡 1 0ATAE63 ဴᏛ₇⩦䊡 1 

0ATAE11 ᆅ⌮ᩍ⫱₇⩦䊢 1 0ATAE64 ⌮Ꮫ≉ㅮ䊠 1 ௨

0ATAE12 Ṕྐᩍ⫱≉ㅮ䊠 1 0ATAE65 ⌮Ꮫ≉ㅮ䊡 1 ୖ

0ATAE13 Ṕྐᩍ⫱≉ㅮ䊡 1 0ATAE66 ⌮Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE14 Ṕྐᩍ⫱≉ㅮ䊢 1 0ATAE67 ⌮Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE15 Ṕྐᩍ⫱₇⩦䊠 1 0ATAE68 ᮾ䜰䝆䜰ྐ≉ㅮ䊠 1

0ATAE16 Ṕྐᩍ⫱₇⩦䊡 1 0ATAE69 ᮾ䜰䝆䜰ྐ≉ㅮ䊡 1

0ATAE17 Ṕྐᩍ⫱₇⩦䊢 1 㻜㻭㼀㻭㻱㻣㻜㻌 ᮾ䜰䝆䜰ྐ₇⩦䊠 1

0ATAE18 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 㻜㻭㼀㻭㻱㻣㻝㻌 ᮾ䜰䝆䜰ྐ₇⩦䊡 1

0ATAE19 බẸᩍ⫱≉ㅮ䊠 1 0ATAR01 ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAE20 බẸᩍ⫱≉ㅮ䊡 1 0ATAR02 ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAE21 බẸᩍ⫱≉ㅮ䊢 1 0ATAR03 ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAE22 බẸᩍ⫱₇⩦䊠 1 0ATAR04 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAE23 බẸᩍ⫱₇⩦䊡 1 0ATAR05 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAE24 බẸᩍ⫱₇⩦䊢 1 24 0ATAR06 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAE25 ேᩥᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊠 1 ༢ 0ATAR07 බẸᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAE26 ேᩥᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊡 1  0ATAR08 බẸᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAE27 ேᩥᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊠 1 ௨ 0ATAR09 බẸᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAE28 ேᩥᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊡 1 ୖ

0ATAE29 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊠 1

0ATAE30 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊡 1

0ATAE31 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE32 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE33 ᆅ⌮Ꮫ㔝እᐇ㦂 3

0ATAE34 ᪥ᮏྐ≉ㅮ䊠 1

0ATAE35 ᪥ᮏྐ≉ㅮ䊡 1

0ATAE36 ᪥ᮏྐ₇⩦䊠 1

0ATAE37 ᪥ᮏྐ₇⩦䊡 1

0ATAE38 ẸᏛᐇ⩦ 3

0ATAE39 ⪃ྂᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE40 ⪃ྂᏛ≉ㅮ䊡 1

0ATAE41 ⪃ྂᏛ₇⩦䊠 1

0ATAE42 ⪃ྂᏛ₇⩦䊡 1

0ATAE43 ⪃ྂᏛᐇ⩦ 3

0ATAE44 ♫Ꮫ≉ㅮ䊠 1

0ATAE45 ♫Ꮫ≉ㅮ䊡 1

0ATAE46 ♫Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE47 ♫Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE48 ᨻᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE49 ᨻᏛ≉ㅮ䊡 1

0ATAE50 ᨻᏛ₇⩦䊠 1

0ATAE51 ᨻᏛ₇⩦䊡 1

0ATAE52 ⤒῭Ꮫ≉ㅮ䊠 1

0ATAE53 ⤒῭Ꮫ≉ㅮ䊡 1
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චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

0ATAE01 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 0ATAE03 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫෆᐜㄽ䠄බẸ䠅 3

0ATAE02 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫෆᐜㄽ䠄ᆅ⌮Ṕྐ䠅 3 0ATAE05 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫᐇ㊶ㄽ䠄බẸ䠅 3

0ATAE04 ♫⛉ᩍ⫱Ꮫᐇ㊶ㄽ䠄ᆅ⌮Ṕྐ䠅 3 0ATAE19 බẸᩍ⫱≉ㅮ䊠 1

0ATAE06 ᆅ⌮ᩍ⫱≉ㅮ䊠 1 0ATAE20 බẸᩍ⫱≉ㅮ䊡 1

0ATAE07 ᆅ⌮ᩍ⫱≉ㅮ䊡 1 0ATAE21 බẸᩍ⫱≉ㅮ䊢 1

0ATAE08 ᆅ⌮ᩍ⫱≉ㅮ䊢 1 0ATAE22 බẸᩍ⫱₇⩦䊠 1

0ATAE09 ᆅ⌮ᩍ⫱₇⩦䊠 1 0ATAE23 බẸᩍ⫱₇⩦䊡 1

0ATAE10 ᆅ⌮ᩍ⫱₇⩦䊡 1 0ATAE24 බẸᩍ⫱₇⩦䊢 1

0ATAE11 ᆅ⌮ᩍ⫱₇⩦䊢 1 0ATAE44 ♫Ꮫ≉ㅮ䊠 1

0ATAE12 Ṕྐᩍ⫱≉ㅮ䊠 1 0ATAE45 ♫Ꮫ≉ㅮ䊡 1

0ATAE13 Ṕྐᩍ⫱≉ㅮ䊡 1 0ATAE46 ♫Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE14 Ṕྐᩍ⫱≉ㅮ䊢 1 0ATAE47 ♫Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE15 Ṕྐᩍ⫱₇⩦䊠 1 0ATAE48 ᨻᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE16 Ṕྐᩍ⫱₇⩦䊡 1 0ATAE49 ᨻᏛ≉ㅮ䊡 1 24

0ATAE17 Ṕྐᩍ⫱₇⩦䊢 1 0ATAE50 ᨻᏛ₇⩦䊠 1 ༢

0ATAE18 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 24 0ATAE51 ᨻᏛ₇⩦䊡 1 

0ATAE25 ேᩥᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊠 1 ༢ 0ATAE52 ⤒῭Ꮫ≉ㅮ䊠 1 ௨

0ATAE26 ேᩥᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊡 1  0ATAE53 ⤒῭Ꮫ≉ㅮ䊡 1 ୖ

0ATAE27 ேᩥᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊠 1 ௨ 0ATAE54 ⤒῭Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE28 ேᩥᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊡 1 ୖ 0ATAE55 ⤒῭Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE29 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊠 1 0ATAE56 ἲᚊᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE30 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ≉ㅮ䊡 1 0ATAE57 ἲᚊᏛ≉ㅮ䊡 1

0ATAE31 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊠 1 0ATAE58 ἲᚊᏛ₇⩦䊠 1

0ATAE32 ⮬↛ᆅ⌮Ꮫ₇⩦䊡 1 0ATAE59 ἲᚊᏛ₇⩦䊡 1

0ATAE33 ᆅ⌮Ꮫ㔝እᐇ㦂 3 0ATAE60 ဴᏛ≉ㅮ䊠 1

0ATAE34 ᪥ᮏྐ≉ㅮ䊠 1 0ATAE61 ဴᏛ≉ㅮ䊡 1

0ATAE35 ᪥ᮏྐ≉ㅮ䊡 1 0ATAE62 ဴᏛ₇⩦䊠 1

0ATAE36 ᪥ᮏྐ₇⩦䊠 1 0ATAE63 ဴᏛ₇⩦䊡 1

0ATAE37 ᪥ᮏྐ₇⩦䊡 1 0ATAE64 ⌮Ꮫ≉ㅮ䊠 1

0ATAE38 ẸᏛᐇ⩦ 3 0ATAE65 ⌮Ꮫ≉ㅮ䊡 1

0ATAE39 ⪃ྂᏛ≉ㅮ䊠 1 0ATAE66 ⌮Ꮫ₇⩦䊠 1

0ATAE40 ⪃ྂᏛ≉ㅮ䊡 1 0ATAE67 ⌮Ꮫ₇⩦䊡 1

0ATAE41 ⪃ྂᏛ₇⩦䊠 1 0ATAE68 ᮾ䜰䝆䜰ྐ≉ㅮ䊠 1

0ATAE42 ⪃ྂᏛ₇⩦䊡 1 0ATAE69 ᮾ䜰䝆䜰ྐ≉ㅮ䊡 1

0ATAE43 ⪃ྂᏛᐇ⩦ 3 㻜㻭㼀㻭㻱㻣㻜㻌 ᮾ䜰䝆䜰ྐ₇⩦䊠 1

0ATAR01 ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3 㻜㻭㼀㻭㻱㻣㻝㻌 ᮾ䜰䝆䜰ྐ₇⩦䊡 1

0ATAR02 ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3 0ATAR07 බẸᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAR03 ᆅ⌮ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3 0ATAR08 බẸᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAR04 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3 0ATAR09 බẸᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAR05 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAR06 Ṕྐᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

䈜ᩍ⫱䛾ᇶ♏ⓗ⌮ゎ䛻㛵䛩䜛⛉┠䛚䜘䜃㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾㛫
➼䛾ᣦᑟἲཬ䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦ㄯ䛻㛵䛩䜛⛉┠䠄ᚋẁཧ↷䠅
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චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

0ATAF01 ᇶ♏ᩘ⌮Ꮫ㻭 1 0ATAG01 ⌮⛉ᩍ⫱ᇶ♏ㄽ 2

0ATAF02 ᇶ♏ᩘ⌮Ꮫ㻮 1 0ATAG02 ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ₇⩦ 2

0ATAF03 ᇶ♏ᩘ⌮Ꮫ㻯 1 0ATAG03 ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ⩦ㄽ 1

0ATAF04 ⥲ྜᩘ⌮Ꮫ㻭 1 0ATAG04 ⌮⛉ᩍ⫱◊✲᪉ἲㄽ 1

0ATAF05 ⥲ྜᩘ⌮Ꮫ㻮 1 0ATAG05 ⌮⛉ᩍ⫱ᐇ㊶₇⩦ 1

0ATAF06 ⥲ྜᩘ⌮Ꮫ㻯 1 0ATAG06 ᇶ♏≀⌮Ꮫ㻝 1

0ATAF07 ⌧௦ᩘᏛᇶ♏㻭 1 0ATAG07 ᇶ♏Ꮫ㻝 1

0ATAF08 ⌧௦ᩘᏛᇶ♏㻮 1 0ATAG08 ᇶ♏⏕≀Ꮫ㻝 1

0ATAF09 ⌧௦ᩘᏛᇶ♏㻯 1 24 0ATAG09 ᇶ♏ᆅᏛ㻝 1

0ATAF10 ⌧௦ᩘᏛ≉ู◊✲㻭 1 ༢ 0ATAG10 ᇶ♏≀⌮Ꮫ㻞 1

0ATAF11 ⌧௦ᩘᏛ≉ู◊✲㻮 1  0ATAG11 ᇶ♏Ꮫ㻞 1 24

0ATAF12 ⌧௦ᩘᏛ≉ู◊✲㻯 1 ௨ 0ATAG12 ᇶ♏⏕≀Ꮫ㻞 1 ༢

0ATAF13 ⌧௦ᩘᏛ≉ู◊✲㻰 1 ୖ 0ATAG13 ᇶ♏ᆅᏛ㻞 1 

0ATAF14 ⌧௦ᩘᏛ≉ู◊✲㻱 1 0ATAG14 ⌮⛉ᩍ⫱ᐇ㦂㻝 1 ௨

0ATAF15 ⌧௦ᩘᏛ≉ู◊✲㻲 1 0ATAG15 ⌮⛉ᩍ⫱ᐇ㦂㻞 1 ୖ

0ATAF16 ᩘᏛᩍ⫱◊✲᪉ἲㄽ㻌 2 0ATAG16 ≀⌮Ꮫᩍ⫱ᐇ㦂 1

0ATAF17 ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ⩦ㄽ 2 0ATAG17 Ꮫᩍ⫱ᐇ㦂 1

0ATAF18 ᩘᏛᩍ⫱䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ 2 0ATAG18 ⏕≀Ꮫᩍ⫱ᐇ㦂 1

0ATAF19 ᩘᏛᩍ⫱ෆᐜㄽ 2 0ATAG19 ᆅᏛᩍ⫱ᐇ㦂 1

0ATAF20 ᩘᏛᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦䠄௦ᩘ䞉ᗄఱ䠅䚷 2 0ATAG20 ᆅᏛᩍ⫱㔝እᐇ㦂㻝 1

0ATAG21 ᆅᏛᩍ⫱㔝እᐇ㦂㻞 1

0ATAG22 ⌮⛉㔝እᐇ⩦䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥 1

0ATAS01 ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3 0ATAG23 ≀⌮Ꮫ≉ㅮ 1

0ATAS02 ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3 0ATAG24 Ꮫ≉ㅮ 1

0ATAS03 ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3 0ATAG25 ⏕≀Ꮫ≉ㅮ 1

0ATAG27 ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 1

0ATAT01 ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵� 3

0ATAT02 ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵㻵 3

0ATAT03 ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵㻵㻵 3

චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

0ATAH01 ⱥㄒᩍ⫱◊✲᪉ἲㄽ 2 0ATAJ01 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱≉ㅮ㻭 1

0ATAH02 ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ⩦ㄽ 2 24 0ATAJ02 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱≉ㅮ㻮 1

0ATAH03 ⱥㄒᩍ⫱ෆᐜㄽ 2 ༢ 0ATAJ03 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦㻭 1

0ATAH04 ⱥㄒᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ 2  0ATAJ04 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦㻮 1 24

0ATAU01 ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵 3 ௨ 0ATAJ05 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻭㻙㻝 1 ༢

0ATAU02 ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵㻵 3 ୖ 0ATAJ06 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻭㻙㻞 1 

0ATAU03 ⱥㄒᩍ⫱Ꮫ◊✲㻵㻵㻵 3 0ATAJ07 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻮㻙㻝 1 ௨

0ATAJ08 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻮㻙㻞 1 ୖ

0ATAV01 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAV02 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAV03 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3
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ᩍ
⛉
䛾
ᣦ
ᑟ
ἲ
䛻
㛵
䛩
䜛
⛉
┠

䈜ᩍ⫱䛾ᇶ♏ⓗ⌮ゎ䛻㛵䛩䜛⛉┠䛚䜘䜃㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾
㛫➼䛾ᣦᑟἲཬ䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦ㄯ䛻㛵䛩䜛⛉┠䠄ᚋẁཧ

↷䠅

ⱥ

ㄒ

䈜ᩍ⫱䛾ᇶ♏ⓗ⌮ゎ䛻㛵䛩䜛⛉┠䛚䜘䜃㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾
㛫➼䛾ᣦᑟἲཬ䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦ㄯ䛻㛵䛩䜛⛉┠䠄ᚋẁཧ
↷䠅
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චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

0ATAJ01 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱≉ㅮ㻭 1 0ATAK01 ಖయ⫱ᩍ⫱ෆᐜㄽ 3

0ATAJ02 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱≉ㅮ㻮 1 0ATAK02 ಖయ⫱ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦䊠 1

0ATAJ03 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦㻭 1 0ATAK03 ಖయ⫱ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦䊡 1 24

0ATAJ04 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦㻮 1 24 0ATAK04 ಖయ⫱ᩍ⫱ᐇ㊶ㄽ₇⩦䊢 1 ༢

0ATAJ05 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻭㻙㻝 1 ༢ 0ATAK05 ಖయ⫱䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ 1 

0ATAJ06 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻭㻙㻞 1  0ATAK06 ಖయ⫱ᤵᴗ䛵䛟䜚ㄽ 1 ௨

0ATAJ07 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻮㻙㻝 1 ௨ 0ATAW01 ಖయ⫱ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3 ୖ

0ATAJ08 ⱁ⾡㚷㈹ㄽ㻮㻙㻞 1 ୖ 0ATAW02 ಖయ⫱ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAV01 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3 0ATAW03 ಖయ⫱ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAV02 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAV03 ⱁ⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

ᕤ

ⱁ

䈜ᩍ⫱䛾ᇶ♏ⓗ⌮ゎ䛻㛵䛩䜛⛉┠䛚䜘䜃㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾
㛫➼䛾ᣦᑟἲཬ䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦ㄯ䛻㛵䛩䜛⛉┠䠄ᚋẁཧ
↷䠅
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䈜ᩍ⫱䛾ᇶ♏ⓗ⌮ゎ䛻㛵䛩䜛⛉┠䛚䜘䜃㐨ᚨ䚸⥲ྜⓗ䛺Ꮫ⩦䛾
㛫➼䛾ᣦᑟἲཬ䜃⏕ᚐᣦᑟ䚸ᩍ⫱┦ㄯ䛻㛵䛩䜛⛉┠䠄ᚋẁཧ
↷䠅
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චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

චチ
ᩍ⛉

༊
ศ

⛉┠␒ྕ ᤵ ᴗ ⛉ ┠ ༢ᩘ
ᑓಟචチ≧
ಟᚓ༢ᩘ

0AS0101 ᩍ⫱Ꮫ⌮ㄽ◊✲ 1 0ATAL07 㻭㼟㼟㼑㼟㼟㼙㼑㼚㼠㻌㼒㼛㼞㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌䊡 2

0AS0102 ḟୡ௦ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ 1 0ATAL08 㻯㼡㼞㼞㼕㼏㼡㼘㼡㼙㻌㼍㼟㻌㻼㼞㼛㼏㼑㼟㼟㻌䊠 2

0AS0103 㼀㼔㼑㼛㼞㼥㻌㼛㼒㻌㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚 1 0ATAL09 㻯㼡㼞㼞㼕㼏㼡㼘㼡㼙㻌㼍㼟㻌㻼㼞㼛㼏㼑㼟㼟㻌䊡 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻝 Ꮫᰯᩍ⫱ㄽ 2 0ATAL10 㼀㼔㼑㻌㻵㻮㻌㻼㼞㼕㼙㼍㼞㼥㻌㼅㼑㼍㼞㼟㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙㼙㼑 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻞 Ꮫᰯᚰ⌮Ꮫ 2 0ATAL11 㼀㼔㼑㻌㻵㻮㻌㻹㼕㼐㼐㼘㼑㻌㼅㼑㼍㼞㼟㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙㼙㼑 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻟 䝇䜽䞊䝹䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥ㄽ 2 0ATAL12 㼀㼔㼑㻌㻵㻮㻌㻰㼕㼜㼘㼛㼙㼍㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙㼙㼑 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻠 㟷ᖺ䛾Ⓨ㐩 2 0ATAL13
㻼㼞㼛㼒㼑㼟㼟㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌㼍㼚㼐
㻾㼑㼒㼘㼑㼏㼠㼕㼢㼑㻌㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼑

1

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻡 ᅜ㝿䞉ከᩥᩍ⫱ㄽ 2 0ATAL15 ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ㄽ 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻢 ⏕ᾭᏛ⩦ㄽ 2 0ATAL16 䜾䝻䞊䝞䝹䛸ᩍ⫱ 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻝 Ꮫᰯ䛾♫Ꮫ 2 0ATAL17 ᅜ㝿ᩍ⫱㛤Ⓨㄽ 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻜㻣 㐨ᚨ䛸ேᶒ 2 0ATAL18 ᅜ㝿ᩍ⫱༠ຊㄽ 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻞 ᏛᰯᏳ䛸༴ᶵ⟶⌮ 2 0ATAL19 ᩍဨ㣴ᡂ䛾ᅜ㝿ẚ㍑ 2

㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻟 Ꮫᰯ⤒Ⴀ◊✲ 2 0ATAL22
㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼕㼚㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻦㻌㻼㼞㼕㼚㼏㼕㼜㼘㼑㼟
㻼㼛㼘㼕㼏㼕㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻼㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼑

1

㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻡 Ꮫ⩦䛸Ꮫ⣭䛾ᚰ⌮ 2 㻜㻭㼀㻭㻸㻞㻟㻌 㻲㼞㼛㼚㼠㼕㼑㼞㻌㼛㼒㻌㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔 1

㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻢㻌 Ꮫᰯ⮫ᗋᚰ⌮ 2 㻜㻭㼀㻭㻸㻞㻠㻌 㻲㼕㼑㼘㼐㻌㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻵 1

㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻥 ᩍᖌ䛾⫋⬟Ⓨ㐩ㄽ 2 0ATAL25 㻲㼕㼑㼘㼐㻌㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻵㻵 1

㻜㻭㼀㻭㻮㻞㻜 ᩍ⫱ᨻ⟇䛸Ꮫᰯᨵ㠉 2 0ATAN01 ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊠 3

0ATAA01 ᪥ᮏᩍ⫱ྐ≉ㅮ 2 0ATAN02 ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊡 3

0ATAA02 ᪥ᮏᩍ⫱ྐ₇⩦ 2 0ATAN03 ᩍ⫱Ꮫ◊✲䊢 3

0ATAA03 ᩍ⫱ဴᏛ≉ㅮ 2 㻜㻭㼀㻭㻼㻜㻝 ḟୡ௦ᩍ⫱◊✲Ϩ 3

0ATAA04 ᩍ⫱ဴᏛ₇⩦ 2 㻜㻭㼀㻭㻼㻜㻞 ḟୡ௦ᩍ⫱◊✲ϩ 3 24

0ATAA05 ⏕ᾭᏛ⩦䞉♫ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 㻜㻭㼀㻭㻼㻜㻟 ḟୡ௦ᩍ⫱◊✲Ϫ 3 ༢

0ATAA06 ⏕ᾭᏛ⩦䞉♫ᩍ⫱Ꮫ₇⩦ 2 0ATAX01 ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ◊✲Ϩ 3 

0ATAA07 ᩍ⫱ไᗘᏛ≉ㅮ 2 24 0ATAX02 ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ◊✲ϩ 3 ௨

0ATAA08 ᩍ⫱ไᗘᏛ₇⩦ 2 ༢ 0ATAX03 ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ◊✲Ϫ 3 ୖ

0ATAA09 Ꮫᰯ⤒ႠᏛ≉ㅮ 2  0ATAX04
㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻮㼍㼏㼏㼍㼘㼍㼡㼞㼑㼍㼠㼑
㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻳㼞㼍㼐㼡㼍㼠㼑㻌㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㻵

3

0ATAA10 Ꮫᰯ⤒ႠᏛ₇⩦ 2 ௨ 0ATAX05
㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻮㼍㼏㼏㼍㼘㼍㼡㼞㼑㼍㼠㼑
㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻳㼞㼍㼐㼡㼍㼠㼑㻌㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㻵㻵

3

0ATAA11 ẚ㍑䞉ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 ୖ 0ATAX06
㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻮㼍㼏㼏㼍㼘㼍㼡㼞㼑㼍㼠㼑
㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㻳㼞㼍㼐㼡㼍㼠㼑㻌㻿㼑㼙㼕㼚㼍㼞㻌㻵㻵㻵

3

0ATAA12 ẚ㍑䞉ᅜ㝿ᩍ⫱Ꮫ₇⩦ 2 㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻣 ᚰ⌮ᩍ⫱ⓗ䜰䝉䝇䝯䞁䝖 2

0ATAA15 䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ≉ㅮ 2 0ATAA17 ᩍ⫱᪉ἲᏛ≉ㅮ 2

0ATAA16 䜹䝸䜻䝳䝷䝮ㄽ₇⩦ 2 0ATAA18 ᩍ⫱᪉ἲᏛ₇⩦ 2

0ATAA21 ᩍ⫱♫Ꮫ≉ㅮ 2 㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻠 Ꮫ⩦ᣦᑟᤵᴗ 2

0ATAA22 ᩍ⫱♫Ꮫ₇⩦ 2 㻜㻭㼀㻭㻮㻝㻤 ㄽࢢࣥࣜࢭ࣮ࣥ࢘࢝ࣝࢡࢫ 2

0ATAA27 ᩍᖌᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2 㻜㻭㼀㻭㻯㻜㻝 ᩍ⫱⮫ᗋᏛ≉ㅮ 2

0ATAA28 ᩍᖌᩍ⫱Ꮫ₇⩦ 2 㻜㻭㼀㻭㻯㻜㻞 ᩍ⫱⮫ᗋᏛ₇⩦ 2

0ATAA29 ᩍ⫱ᨻ⟇Ꮫ≉ㅮ 2 0ATAA25 ≉ูάືᏛ≉ㅮ 2

0ATAA30 ᩍ⫱ᨻ⟇Ꮫ₇⩦ 2 0ATAA26 ≉ูάືᏛ₇⩦ 2

0ATAL01
㻱㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻌㼍㼚㼐㻌㼍㼚
㻵㼚㼠㼑㼞㼏㼛㼚㼚㼑㼏㼠㼑㼐㻌㼃㼛㼞㼘㼐

2 0ATAA19 䠆ࣜࣕ࢟ᩍ⫱Ꮫ≉ㅮ 2

0ATAL02 㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻹㼑㼠㼔㼛㼐㼛㼘㼛㼓㼥 1 0ATAA20 䠆ࣜࣕ࢟ᩍ⫱Ꮫ₇⩦ 2

0ATAL03 㻾㼑㼟㼑㼍㼞㼏㼔㻌㻰㼑㼟㼕㼓㼚㻌㼍㼚㼐㻌㻹㼑㼠㼔㼛㼐㼟 2

0ATAL04
㻼㼑㼐㼍㼓㼛㼓㼥㻌㼒㼛㼞㻌㼍㻌㻯㼔㼍㼚㼓㼕㼚㼓㻌㼃㼛㼞㼘㼐
䊠

2

0ATAL05
㻼㼑㼐㼍㼓㼛㼓㼥㻌㼒㼛㼞㻌㼍㻌㻯㼔㼍㼚㼓㼕㼚㼓㻌㼃㼛㼞㼘㼐
䊡

2

0ATAL06 㻭㼟㼟㼑㼟㼟㼙㼑㼚㼠㻌㼒㼛㼞㻌㻸㼑㼍㼞㼚㼕㼚㼓㻌䊠 2
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筑波⼤学⼤学院⼈間総合科学研究群/研究科「学校⼼理⼠」資格申請⽤ 科⽬対応表（R5 年度⽤） 
令和 5 年 4 ⽉   

 
 学校⼼理⼠指定科⽬ 
 

障害科学学位プログラム 
           (単位数、開講学期、曜時限：担当者) 

教育学学位プログラム科⽬ 
      (単位数、開講学期、曜時限：担当者) 

学校⼼理学  学校⼼理学(２単位、春AB、⽔１・２）：飯⽥（順） 
教授・学習⼼理学  学習と学級の⼼理（２単位、秋学期・集中）：⾮常勤講師 

：⻄暦偶数年度開講(令和５年度開講せず) 
学習指導と授業（2単位、春AB、⾦５・６）：樋⼝ 

 発達⼼理学 臨床発達⼼理学（２単位、春AB（⽉４）春C（⽉３・４））：⼤六 ⻘年の発達（2単位、秋AB、⽕１・２）：佐藤 
 臨床⼼理学 
 

⾏動臨床⼼理学 
（２単位、オンデマンド 7/8,9,15,16）：野呂・佐々⽊ 
（隔年開講：令和６年度開講せず） 

学校臨床⼼理（２単位、秋学期）：⾮常勤講師：⻄暦偶数
年度開講(令和５年度開講せず) 

⼼理教育的アセスメント 
（基礎実習も含む） 

臨床発達⼼理査定法特講 
（２単位、集中講義：6/24,6/25,7/1,7/2）：岡崎・原島・野呂 

⼼理教育的アセスメント（2単位、通年集中）：⾮常勤講
師：⻄暦偶数年度開講(令和５年度開講せず) 

学校カウンセリング・コ
ンサルテーション 
（基礎実習も含む） 

⾏動問題⾯接指導法特講 
（２単位、春AB（⾦１）、春C（⾦１・２））：野呂 

 スクールカウンセリング論 (２単位、夏季集中)：正保(
⾮常勤講師)：⻄暦奇数年度開講(令和５年度開講) 

 特別⽀援教育 
 

知的・発達障害指導法特講 
（２単位、春AB（⽊１）春C（⽊１・２））： 熊⾕・岡崎 

 
 

⽣徒指導・教育相談・キャ
リア教育 

教育臨床発達援助論 
（２単位）：熊⾕・野呂・佐々⽊ 
（隔年開講：令和５年度開講せず） 

 
 

＊「発達⼼理学」「臨床⼼理学」「⼼理教育的アセスメント」「学校カウンセリング・コンサルテーション」は、２科⽬中 1 科⽬の単位を取得すればよい。 
＊ 科⽬の追加等の変更があった際には、改めて掲⽰等でお知らせします。 
 

連絡先：野呂⽂⾏（障害科学学位 P：noro@human.tsukuba.ac.jp）、⽯﨑和宏（教育学学位 P：ishizaki@geijutsu.tsukuba.ac.jp） 
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その他の情報へのリンク 
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履修に関する情報の⼊⼿⽅法： 

・筑波⼤学 https://www.tsukuba.ac.jp/
・⼤学院便覧 https://www.tsukuba.ac.jp/education/g-courses-handbook/index.html
・科⽬情報の確認：教育課程編成⽀援システム（KdB） https://kdb.tsukuba.ac.jp/
・履修申請：TWINS https://twins.tsukuba.ac.jp/

集中授業の情報確認：

・Web掲⽰板 https://twins.tsukuba.ac.jp/campusweb/campusportal.do
および掲⽰板、メーリングリスト

授業に関する諸連絡：Manaba  https://manaba.tsukuba.ac.jp 

ご不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。 

l 基礎科学サブプログラムの学⽣は、基本的に指導教員にお尋ねください。
指導教員の連絡先がわからない場合には、特任助教の早瀬先⽣にご連絡ください。
hayase.hironori.gm@u.tsukuba.ac.jp

l 次世代学校教育創成サブプログラム／国際教育サブプログラムの学⽣は、事務室にお
尋ねください。

jimu-education-mp@un.tsukuba.ac.jp 
電話：029-853-4604 
開室時間：８時半〜17 時 15 分まで（昼休みは 12 時 15 分〜13 時 15 分まで） 
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