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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ

１
１
﹇
２
﹈ 

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践

高校と大学の学びの違いが理解できる。 10 10

ノートの取り方が効果的にできる。 10 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 10 10

図書館の利用法がわかる。 10 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 10 10

基本的なレポートの作成ができる。 10 10 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 10 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
１

１
１
﹇
２
﹈ 

この授業では、４技能（読む・聴く・書く・話す）の基
礎としての文法力を固めるために体系的な文法教育をお
こない、文法的な基礎力に裏打ちされたコミュニケーショ
ン能力の向上をはかることを目標とします。そのために
文法法則の単なる暗記ではなく、英語による自己表現能
力や運用能力の基盤としての文法力を身につけてもらう
ことをめざします。

品詞の性質の違いについて理解できる。 12 8 20

さまざまな時制を英語で適切に表現できる。 12 8 20

標準的な文章の主語と述語動詞を正しく指摘することができる。 12 8 20

５つの文型について正しく判別することができる。 12 8 20

文法にしたがって、正しく和訳することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語グラマー
１の内容を継続・発展させるかたちで、４技能（読む・
聴く・書く・話す）の基礎としての文法力を固めるため
に体系的な文法教育をおこない、文法的な基礎力に裏打
ちされたコミュニケーション能力の向上をはかることを
目標とします。そのために文法法則の単なる暗記ではな
く、英語による自己表現能力や運用能力の基盤としての
文法力を確実に身につけてもらうことをめざします。

受動態をつかって英文を書くことができる。 12 8 20

不定詞の３つの用法について正しく判別することができる。 12 8 20

関係代名詞の用法ならびに種類について正しく理解することができ
る。 12 8 20

that 節や関係詞節など、節を含む構造の文章を正しく和訳すること
ができる。 12 8 20

これまで学習した文法項目を用いて、自分の考えを表現することが
できる。 10 8 2 20

授業科目の貢献度 58 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
１

１
１
﹇
２
﹈

この授業では、リーディング手法を体得してもらうとと
もに、語彙力の向上をはかるようにしていきます。リー
ディングというと英語から日本語に訳すことと思うかも
しれませんが、特に英語の語順のまま英文の内容を把握
する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、内容の要点
を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を意識しながら、音読することができる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が理解できる。 12 8 20

基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使うことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対する理
解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100

大学の目的
大同大学は、教育基本法並びに建学の精神と理念に則り、深い専門の学芸の教育研究を通じて、豊かな教養と専門的能力を有する
質の高い職業人を育成し、社会と産業の発展に寄与することを目的とする。

学部の教育研究上の目的
情報学部は、豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し、創造力に富み主体的に行動できる質
の高い専門職業人を育成するとともに、情報学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする。

学科の教育研究上の目的
情報学部情報システム学科は，情報処理システムや情報通信システムに関する知識と技術を有し，研究から得られる多彩な知恵と
創造力をもって，社会の多方面で活躍できる人材を育成することを目的とする。

学
位
授
与
の
方
針  

A. 英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上さ せ、基礎的なコミュ
ニケーションを行うことができる。

I. 情報学分野における基礎理論を理解し自らの問題に応用できる

B. 外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応で
きる素養を身につけることができる。

J. 情報学分野の専門知識と理論を理解し他者と深く議論できる

C. 規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学
習生活の基礎を身につけている。

K. 実験・実習を通して理論と現象を結びつけて分析・理解・説明でき
る

D. 豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔
軟に考えることができる。

L. 課題解決に必要なツールを探索し使いこなし自らのスキルを向上で
きる

E. 市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多
様性を踏まえた適切な行動が選択できる。

M. 研究的活動も含め、実験・実習を通して問題発見・課題解決できる

F. 自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識
ある判断を下すことができる。

G. 現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりな
がら問題解決に当たることができる。

H. 情報学の基礎として数学、自然科学を活用することができる。

情報学部 情報システム学科 カリキュラムマップ
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グ
ル
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フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
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ミ
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１
１
﹇
２
﹈ 

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践

高校と大学の学びの違いが理解できる。 10 10

ノートの取り方が効果的にできる。 10 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 10 10

図書館の利用法がわかる。 10 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 10 10

基本的なレポートの作成ができる。 10 10 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 10 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
１

１
１
﹇
２
﹈ 

この授業では、４技能（読む・聴く・書く・話す）の基
礎としての文法力を固めるために体系的な文法教育をお
こない、文法的な基礎力に裏打ちされたコミュニケーショ
ン能力の向上をはかることを目標とします。そのために
文法法則の単なる暗記ではなく、英語による自己表現能
力や運用能力の基盤としての文法力を身につけてもらう
ことをめざします。

品詞の性質の違いについて理解できる。 12 8 20

さまざまな時制を英語で適切に表現できる。 12 8 20

標準的な文章の主語と述語動詞を正しく指摘することができる。 12 8 20

５つの文型について正しく判別することができる。 12 8 20

文法にしたがって、正しく和訳することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語グラマー
１の内容を継続・発展させるかたちで、４技能（読む・
聴く・書く・話す）の基礎としての文法力を固めるため
に体系的な文法教育をおこない、文法的な基礎力に裏打
ちされたコミュニケーション能力の向上をはかることを
目標とします。そのために文法法則の単なる暗記ではな
く、英語による自己表現能力や運用能力の基盤としての
文法力を確実に身につけてもらうことをめざします。

受動態をつかって英文を書くことができる。 12 8 20

不定詞の３つの用法について正しく判別することができる。 12 8 20

関係代名詞の用法ならびに種類について正しく理解することができ
る。 12 8 20

that 節や関係詞節など、節を含む構造の文章を正しく和訳すること
ができる。 12 8 20

これまで学習した文法項目を用いて、自分の考えを表現することが
できる。 10 8 2 20

授業科目の貢献度 58 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
１

１
１
﹇
２
﹈

この授業では、リーディング手法を体得してもらうとと
もに、語彙力の向上をはかるようにしていきます。リー
ディングというと英語から日本語に訳すことと思うかも
しれませんが、特に英語の語順のまま英文の内容を把握
する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、内容の要点
を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を意識しながら、音読することができる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が理解できる。 12 8 20

基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使うことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対する理
解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100

大学の目的
大同大学は、教育基本法並びに建学の精神と理念に則り、深い専門の学芸の教育研究を通じて、豊かな教養と専門的能力を有する
質の高い職業人を育成し、社会と産業の発展に寄与することを目的とする。

学部の教育研究上の目的
情報学部は、豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し、創造力に富み主体的に行動できる質
の高い専門職業人を育成するとともに、情報学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする。

学科の教育研究上の目的
情報学部情報システム学科は，情報処理システムや情報通信システムに関する知識と技術を有し，研究から得られる多彩な知恵と
創造力をもって，社会の多方面で活躍できる人材を育成することを目的とする。

学
位
授
与
の
方
針  

A. 英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上さ せ、基礎的なコミュ
ニケーションを行うことができる。

I. 情報学分野における基礎理論を理解し自らの問題に応用できる

B. 外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応で
きる素養を身につけることができる。

J. 情報学分野の専門知識と理論を理解し他者と深く議論できる

C. 規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学
習生活の基礎を身につけている。

K. 実験・実習を通して理論と現象を結びつけて分析・理解・説明でき
る

D. 豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔
軟に考えることができる。

L. 課題解決に必要なツールを探索し使いこなし自らのスキルを向上で
きる

E. 市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多
様性を踏まえた適切な行動が選択できる。

M. 研究的活動も含め、実験・実習を通して問題発見・課題解決できる

F. 自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識
ある判断を下すことができる。

G. 現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりな
がら問題解決に当たることができる。

H. 情報学の基礎として数学、自然科学を活用することができる。

情報学部 情報システム学科 カリキュラムマップ
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目
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( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
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必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語リーディ
ング１の内容を継続・発展させるかたちで、リーディン
グ手法を体得してもらうとともに、語彙力の向上をいっ
そうはかるようにしていきます。リーディングというと
英語から日本語に訳すことと思うかもしれませんが、特
に、英語の正しい発音で音読ができるようにしつつ、英
語の語順のまま内容を把握する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、より正確に
内容の要点を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を理解しながら、より流暢に音読することがで
きる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が瞬時に理解できる。 12 8 20

状況を意識して基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使う
ことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対してよ
り理解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、ますますグローバル化する 21 世紀の中
でコミュニケーションのツールとして重要な英語力の向
上を図ることを狙いとしています。特に、英語のリスニ
ング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともなる語
彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

提示された状況を説明する英語を聞き取り、大まかに理解すること
ができる。 12 5 3 20

基礎的な英語の質問を聞き取り、大まかに理解することができる。 12 5 3 20

状況を大まかに推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、１年次の基礎英語グラマー・基礎英語リー
ディングを基盤として「読む・聴く・書く・話す」など、
英語の総合的運用能力の養成をはかります。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化をはかることにより英
語によるコミュニケーション能力を高め、TOEIC 等の資
格試験に対しても全般的な対応ができる能力を養成しま
す。

英語を通して得た一般常識や時事的な知識を使って、問題を解くこ
とができる。 10 7 2 1 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現の意味を理解し、身につける
ことができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、重要語句や重要表現を 聴き取ることが
できる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、文型や語順、品詞に注意しながら、要
点を把握することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で短い質問をし
たり、答えたりすることができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 33 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、品詞、代名詞、動詞の時制、進行形、完
了などの基礎的な英文法を学習します。交通やインター
ネットなど身の回りの事柄に関する英語の語彙力の強化
も図ります。

主語・動詞や代名詞や助動詞に注意して、英文を正しく解釈するこ
とができる。 12 8 20

語の形や文中での位置から品詞を見分けることができる。 12 8 20

動詞の時制や進行形の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

完了表現の形・意味と用法を理解することができる。　 12 8 20

交通、インターネットなど特定の場面でよく使われる単語の意味を
理解することができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜英語
会話コース＞の内容を継続・発展させながら、英語のリ
スニング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともな
る語彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の対話を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の説明文を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

状況を推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜総合
英語コース＞の内容を継続・発展させながら、「読む・聴
く・書く・話す」の４技能に裏打ちされた実社会で要求
される実用的な英語力の向上をめざします。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化を引き続きはかること
により、英語によるコミュニケーション能力をいっそう
高めます。

一般常識や時事的な知識を、英語を通して自発的に学ぶことができ
る。 10 6 2 2 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現を身につけ、それらが使われ
ている表現の中で、ふさわしい意味を理解することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、その状況を理解しながら、要点を把握
することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、時制や代名詞、接続詞に注意しながら、
話の展開を理解することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で、ある程度ま
とまった情報を伝えたり、相手からの情報を理解することができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 32 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜キャ
リアコース＞の内容を継続・発展させながら、不定詞や
動名詞、関係代名詞などの基礎的な英文法を学びます。
ビジネスにおける人事や顧客サービスなど身の回りの事
柄に関する英語の語彙力も強化します。

受動態や使役表現の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

動名詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

不定詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

who，which，what など基本的な関係代名詞の意味と用法を理解す
ることができる。 12 8 20

会議や接客など特定の場面でよく使われる単語の意味を理解するこ
とができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
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業
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修
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由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語リーディ
ング１の内容を継続・発展させるかたちで、リーディン
グ手法を体得してもらうとともに、語彙力の向上をいっ
そうはかるようにしていきます。リーディングというと
英語から日本語に訳すことと思うかもしれませんが、特
に、英語の正しい発音で音読ができるようにしつつ、英
語の語順のまま内容を把握する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、より正確に
内容の要点を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を理解しながら、より流暢に音読することがで
きる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が瞬時に理解できる。 12 8 20

状況を意識して基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使う
ことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対してよ
り理解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、ますますグローバル化する 21 世紀の中
でコミュニケーションのツールとして重要な英語力の向
上を図ることを狙いとしています。特に、英語のリスニ
ング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともなる語
彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

提示された状況を説明する英語を聞き取り、大まかに理解すること
ができる。 12 5 3 20

基礎的な英語の質問を聞き取り、大まかに理解することができる。 12 5 3 20

状況を大まかに推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、１年次の基礎英語グラマー・基礎英語リー
ディングを基盤として「読む・聴く・書く・話す」など、
英語の総合的運用能力の養成をはかります。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化をはかることにより英
語によるコミュニケーション能力を高め、TOEIC 等の資
格試験に対しても全般的な対応ができる能力を養成しま
す。

英語を通して得た一般常識や時事的な知識を使って、問題を解くこ
とができる。 10 7 2 1 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現の意味を理解し、身につける
ことができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、重要語句や重要表現を 聴き取ることが
できる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、文型や語順、品詞に注意しながら、要
点を把握することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で短い質問をし
たり、答えたりすることができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 33 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、品詞、代名詞、動詞の時制、進行形、完
了などの基礎的な英文法を学習します。交通やインター
ネットなど身の回りの事柄に関する英語の語彙力の強化
も図ります。

主語・動詞や代名詞や助動詞に注意して、英文を正しく解釈するこ
とができる。 12 8 20

語の形や文中での位置から品詞を見分けることができる。 12 8 20

動詞の時制や進行形の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

完了表現の形・意味と用法を理解することができる。　 12 8 20

交通、インターネットなど特定の場面でよく使われる単語の意味を
理解することができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜英語
会話コース＞の内容を継続・発展させながら、英語のリ
スニング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともな
る語彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の対話を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の説明文を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

状況を推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜総合
英語コース＞の内容を継続・発展させながら、「読む・聴
く・書く・話す」の４技能に裏打ちされた実社会で要求
される実用的な英語力の向上をめざします。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化を引き続きはかること
により、英語によるコミュニケーション能力をいっそう
高めます。

一般常識や時事的な知識を、英語を通して自発的に学ぶことができ
る。 10 6 2 2 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現を身につけ、それらが使われ
ている表現の中で、ふさわしい意味を理解することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、その状況を理解しながら、要点を把握
することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、時制や代名詞、接続詞に注意しながら、
話の展開を理解することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で、ある程度ま
とまった情報を伝えたり、相手からの情報を理解することができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 32 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜キャ
リアコース＞の内容を継続・発展させながら、不定詞や
動名詞、関係代名詞などの基礎的な英文法を学びます。
ビジネスにおける人事や顧客サービスなど身の回りの事
柄に関する英語の語彙力も強化します。

受動態や使役表現の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

動名詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

不定詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

who，which，what など基本的な関係代名詞の意味と用法を理解す
ることができる。 12 8 20

会議や接客など特定の場面でよく使われる単語の意味を理解するこ
とができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
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修
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自
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科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング１・２、基礎英語
グラマー１・２、コミュニケーション英語１・２の学習
内容を基に、TOEIC 等の英語の資格試験に対処できる基
礎力を身につけることを目的としています。

動詞の時制や進行形について理解することができる。 7 5 12

名詞や冠詞などについて理解することができる。 7 5 12

疑問詞、形容詞、副詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

200 語程度の英文を読んで、キーワードを見つけ、概要を理解する
ことができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を 聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング 1・2、基礎英語グ
ラマー 1・2、コミュニケーション英語 1・2を踏まえて、
卒業後のビジネスに関わる英語によるコミュニケーショ
ン能力の養成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を大まかに、伝達する
ことができるように音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況を簡易な英語を用いて、口頭で説明することががで
きる。 12 6 2 20

英語で基礎的な質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、基礎的な英語を用いて口頭で対処するこ
とができる。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 100 語程度の英文で書き
表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３＜検定コース
＞の内容を継続・発展させながら、TOEIC 等の英語の資
格試験に対処できる基礎力を身につけることを目的とし
ています。

不定詞、動名詞、助動詞などについて理解することができる。 7 5 12

関係代名詞、分詞、完了、受動態などについて理解することができる。 7 5 12

前置詞、接続詞、代名詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

400 語程度の英文を読んで、事実関係を把握することができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３＜キャリア支
援コース＞の内容を継続・発展させながら、卒業後のビ
ジネスに関わる英語によるコミュニケーション能力の養
成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を伝達することができ
るように正確に音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況について英語を用いて、口頭で説明することができ
る。 12 6 2 20

英語で質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、英語を用いて口頭で対処することができ
る。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 150 語程度の英文で論理
的に書き表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
卓
球
〉

１ １
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100
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Ａ
グ
ル
ー
プ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
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ョ
ン
英
語
３

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング１・２、基礎英語
グラマー１・２、コミュニケーション英語１・２の学習
内容を基に、TOEIC 等の英語の資格試験に対処できる基
礎力を身につけることを目的としています。

動詞の時制や進行形について理解することができる。 7 5 12

名詞や冠詞などについて理解することができる。 7 5 12

疑問詞、形容詞、副詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

200 語程度の英文を読んで、キーワードを見つけ、概要を理解する
ことができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を 聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング 1・2、基礎英語グ
ラマー 1・2、コミュニケーション英語 1・2を踏まえて、
卒業後のビジネスに関わる英語によるコミュニケーショ
ン能力の養成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を大まかに、伝達する
ことができるように音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況を簡易な英語を用いて、口頭で説明することががで
きる。 12 6 2 20

英語で基礎的な質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、基礎的な英語を用いて口頭で対処するこ
とができる。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 100 語程度の英文で書き
表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３＜検定コース
＞の内容を継続・発展させながら、TOEIC 等の英語の資
格試験に対処できる基礎力を身につけることを目的とし
ています。

不定詞、動名詞、助動詞などについて理解することができる。 7 5 12

関係代名詞、分詞、完了、受動態などについて理解することができる。 7 5 12

前置詞、接続詞、代名詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

400 語程度の英文を読んで、事実関係を把握することができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３＜キャリア支
援コース＞の内容を継続・発展させながら、卒業後のビ
ジネスに関わる英語によるコミュニケーション能力の養
成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を伝達することができ
るように正確に音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況について英語を用いて、口頭で説明することができ
る。 12 6 2 20

英語で質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、英語を用いて口頭で対処することができ
る。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 150 語程度の英文で論理
的に書き表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
卓
球
〉

１ １
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
卓
球
〉

１ ２
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ａ

２
３
・
５
文学作品の読解を通じて、言葉と感性に磨きをかけ、人
間と社会について多面的に考察する。

文学作品をはじめとする各種文章の内容を客観的に読み取ることが
できる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的に文章で表現できる。 20 20

文学的文章を通じて、言葉に対する感受性を磨き、自己認識を広げる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
卓
球
〉

１ ２
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ａ

２
３
・
５
文学作品の読解を通じて、言葉と感性に磨きをかけ、人
間と社会について多面的に考察する。

文学作品をはじめとする各種文章の内容を客観的に読み取ることが
できる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的に文章で表現できる。 20 20

文学的文章を通じて、言葉に対する感受性を磨き、自己認識を広げる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ｂ

２
４
・
６
文学作品の読解を通じて、自ら課題を発見し、それに論
理的でかつわかりやすい表現を与える。

文章の構成を正しく捉え、要旨を的確に把握することができる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的でわかりやすい文章
で表現できる。 20 20

文学作品の中から、自分の力で課題を発見、追究することができる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

外国文学の読解を通じて、作家の思考や言語感覚にふれ、
自分が生きる現在とは異なる世界を経験する。また、そ
れを言語化する。

活字や映像を通して文学作品の内容を理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家について、理解を深めることができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、理解を深めることがで
きる。 20 20

自分の考え方との共通点や相違点を意識しながら文学作品を読解で
きる。 20 20

文学作品について、自分の見解などを適切な言葉で書くことができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

外国文学の精読を通じて、異なる時代・文化の深層を理
解し、自分自身の考え方を相対化する視点をもつ。また、
それを言語化する。

活字や映像を通して文学作品のテーマを理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家の思想や伝記について、理解を深めるこ
とができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、現代の文化との共通点
や相違点を理解することができる。 20 20

文学作品の読解を通して自分の考え方を客観的に見直すことができ
る。 20 20

文学作品について、自分の見解などを論理的に書くことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

西洋哲学史の概論を通じて、その世界観に触れるととも
に、自分を知る。

プラトン哲学におけるイデア論について説明できる。 20 20

デカルト哲学におけるコギトの意義について説明できる。 20 20

啓蒙思想の諸相とその功罪について説明できる。 20 20

西欧近代の日本における受容の特質について説明できる。 20 20

知的リフレッシュメントを味わうことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

モラル、道徳の成り立ちについてその系譜を辿り、生き
方を考える。

哲学という学問そのものの意義について理解できる。 20 20

哲学者の考察をふまえ、さまざまな日常的テーマについて哲学的考
察を示すことができる。 20 20

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 20 20

おおまかな倫理思想の流れについて理解することができる。 20 20

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ａ

２
３
・
５
さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

現代における人間像について様々な角度から考えることができる。 20 20

様々な文化を比較することができる。 20 20

習慣の意味が理解できる。 20 20

形のないものの価値について考えることができる。 20 20

現代社会がかかえる問題点について考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ｂ

２
４
・
６
文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて理解できる。 20 20

文化について様々な考え方が理解できる。 20 20

現代社会における通過儀礼の意味が理解できる。 20 20

「変わっていくもの」と「変わらないもの」についてその意味を考え
ることができる。 20 20

コミュニケーションについて様々な捉え方ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ｂ

２
４
・
６
文学作品の読解を通じて、自ら課題を発見し、それに論
理的でかつわかりやすい表現を与える。

文章の構成を正しく捉え、要旨を的確に把握することができる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的でわかりやすい文章
で表現できる。 20 20

文学作品の中から、自分の力で課題を発見、追究することができる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

外国文学の読解を通じて、作家の思考や言語感覚にふれ、
自分が生きる現在とは異なる世界を経験する。また、そ
れを言語化する。

活字や映像を通して文学作品の内容を理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家について、理解を深めることができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、理解を深めることがで
きる。 20 20

自分の考え方との共通点や相違点を意識しながら文学作品を読解で
きる。 20 20

文学作品について、自分の見解などを適切な言葉で書くことができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

外国文学の精読を通じて、異なる時代・文化の深層を理
解し、自分自身の考え方を相対化する視点をもつ。また、
それを言語化する。

活字や映像を通して文学作品のテーマを理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家の思想や伝記について、理解を深めるこ
とができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、現代の文化との共通点
や相違点を理解することができる。 20 20

文学作品の読解を通して自分の考え方を客観的に見直すことができ
る。 20 20

文学作品について、自分の見解などを論理的に書くことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

西洋哲学史の概論を通じて、その世界観に触れるととも
に、自分を知る。

プラトン哲学におけるイデア論について説明できる。 20 20

デカルト哲学におけるコギトの意義について説明できる。 20 20

啓蒙思想の諸相とその功罪について説明できる。 20 20

西欧近代の日本における受容の特質について説明できる。 20 20

知的リフレッシュメントを味わうことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

モラル、道徳の成り立ちについてその系譜を辿り、生き
方を考える。

哲学という学問そのものの意義について理解できる。 20 20

哲学者の考察をふまえ、さまざまな日常的テーマについて哲学的考
察を示すことができる。 20 20

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 20 20

おおまかな倫理思想の流れについて理解することができる。 20 20

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ａ

２
３
・
５
さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

現代における人間像について様々な角度から考えることができる。 20 20

様々な文化を比較することができる。 20 20

習慣の意味が理解できる。 20 20

形のないものの価値について考えることができる。 20 20

現代社会がかかえる問題点について考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ｂ

２
４
・
６
文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて理解できる。 20 20

文化について様々な考え方が理解できる。 20 20

現代社会における通過儀礼の意味が理解できる。 20 20

「変わっていくもの」と「変わらないもの」についてその意味を考え
ることができる。 20 20

コミュニケーションについて様々な捉え方ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

歴
史
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

日本の近代化が進められていく背景や文明開化が社会に
与えた影響を、幕末以降の東アジア各国及び西欧列強と
の関係をもとにして理解する。

日本の近代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につけるこ
とができる。 20 20

国際環境と関連づけて日本の近代史を理解できる。 20 20

西洋的価値観の導入により生じた明治時代の社会の変化を理解でき
る。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

歴
史
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

近代日本が主体的に起こした戦争や戦後に繰り返される
戦闘行為の概要を押さえ、かつそれぞれの発生原因を追
及することにより、戦争の連鎖を断ち切るために何が必
要かを導き出す。

日本の近現代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につける
ことができる。 20 20

東アジアのなかでの近現代日本の位置づけが理解できる。 20 20

日本が関係した近現代の戦争の内実を把握し、戦争と平和について
自ら考えることができる。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え，あらため
て自分を知る。

感覚と知覚の違い，および知覚機能の特徴（錯視など）について，
理解することができる。 20 20

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解することができる。 20 20

欲求と動機，感情の特徴や機能について理解することができる。 20 20

発達という概念，および発達過程の様相について，理解することが
できる。 20 20

パーソナリティという概念，およびそれをとらえる枠組み（特性論・
類型論）と方法（質問紙法・投影法など）について，理解すること
ができる。

20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

他者（たち）との関わり，社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし，あらためて自分のあり
方を考える。

自己概念および自己表出（自己呈示・自己開示）の特徴や機能につ
いて，理解することができる。 20 20

人間の「ものや人に対する見方」（社会的知覚・対人認知）の特徴に
ついて，理解することができる。 20 20

対人魅力と対人関係の進展，および対人的コミュニケーションの特
徴や機能について，理解することができる。 20 20

集団のもつ特徴や機能，および集団内での人間の行動について，理
解することができる。 20 20

集団間関係から生じる問題（内集団びいきやステレオタイプ・偏見）
について、理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し，教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

西洋における教育思想・近代公教育制度の成立とわが国への導入に
ついて、歴史的背景を踏まえて理解することができる。 30 30

国家の教育権・国民の教育権について子どもの学習権と関連づけな
がら理解することができる。 20 20

教育行政・学校経営に関する改革動向を社会的状況と関連づけなが
ら理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
心
理
学

２ ３
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化，他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に，それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し，認知・感情・社会性（愛着
など）の発達の様相を把握することができる。 10 10

発達上の「青年期」の特徴を理解し、青年にまつわる現代的問題に
ついて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

条件づけや観察学習，記憶の基本的なメカニズムを理解することが
できる。 10 10

欲求と適応（／不適応）との関係，およびフラストレーション・コ
ンフリクトの発生メカニズムを理解することができる。 10 10

動機と動機づけの違い，および達成動機と親和動機の関連について
理解することができる。 10 10

「リーダーシップ」や「ソシオメトリー」などの観点から，学級集団
の特徴・構造を把握することができる。 10 10

生徒の「問題行動」の内容・実態を把握し，それらへの対応策につ
いて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

「パーソナリティ」概念，およびそのとらえ方を理解することができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 100



− 31 −

科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

歴
史
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

日本の近代化が進められていく背景や文明開化が社会に
与えた影響を、幕末以降の東アジア各国及び西欧列強と
の関係をもとにして理解する。

日本の近代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につけるこ
とができる。 20 20

国際環境と関連づけて日本の近代史を理解できる。 20 20

西洋的価値観の導入により生じた明治時代の社会の変化を理解でき
る。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

歴
史
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

近代日本が主体的に起こした戦争や戦後に繰り返される
戦闘行為の概要を押さえ、かつそれぞれの発生原因を追
及することにより、戦争の連鎖を断ち切るために何が必
要かを導き出す。

日本の近現代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につける
ことができる。 20 20

東アジアのなかでの近現代日本の位置づけが理解できる。 20 20

日本が関係した近現代の戦争の内実を把握し、戦争と平和について
自ら考えることができる。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え，あらため
て自分を知る。

感覚と知覚の違い，および知覚機能の特徴（錯視など）について，
理解することができる。 20 20

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解することができる。 20 20

欲求と動機，感情の特徴や機能について理解することができる。 20 20

発達という概念，および発達過程の様相について，理解することが
できる。 20 20

パーソナリティという概念，およびそれをとらえる枠組み（特性論・
類型論）と方法（質問紙法・投影法など）について，理解すること
ができる。

20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

他者（たち）との関わり，社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし，あらためて自分のあり
方を考える。

自己概念および自己表出（自己呈示・自己開示）の特徴や機能につ
いて，理解することができる。 20 20

人間の「ものや人に対する見方」（社会的知覚・対人認知）の特徴に
ついて，理解することができる。 20 20

対人魅力と対人関係の進展，および対人的コミュニケーションの特
徴や機能について，理解することができる。 20 20

集団のもつ特徴や機能，および集団内での人間の行動について，理
解することができる。 20 20

集団間関係から生じる問題（内集団びいきやステレオタイプ・偏見）
について、理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し，教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

西洋における教育思想・近代公教育制度の成立とわが国への導入に
ついて、歴史的背景を踏まえて理解することができる。 30 30

国家の教育権・国民の教育権について子どもの学習権と関連づけな
がら理解することができる。 20 20

教育行政・学校経営に関する改革動向を社会的状況と関連づけなが
ら理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
心
理
学

２ ３
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化，他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に，それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し，認知・感情・社会性（愛着
など）の発達の様相を把握することができる。 10 10

発達上の「青年期」の特徴を理解し、青年にまつわる現代的問題に
ついて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

条件づけや観察学習，記憶の基本的なメカニズムを理解することが
できる。 10 10

欲求と適応（／不適応）との関係，およびフラストレーション・コ
ンフリクトの発生メカニズムを理解することができる。 10 10

動機と動機づけの違い，および達成動機と親和動機の関連について
理解することができる。 10 10

「リーダーシップ」や「ソシオメトリー」などの観点から，学級集団
の特徴・構造を把握することができる。 10 10

生徒の「問題行動」の内容・実態を把握し，それらへの対応策につ
いて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

「パーソナリティ」概念，およびそのとらえ方を理解することができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

政
治
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する 。 20 20

自由民主主義の理論と政治制度について理解する 。 20 20

議院内閣制と大統領制を比較し、それぞれの特徴を理解する 。 20 20

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する 。 20 20

自分と政治との関わりについて考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代日本を含む先進民主主義諸国の政治的動向について、
政治学理論および制度と動態の視点から考察し、理解を
深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 20 20

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 20 20

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 20 20

現代政治における政党の機能および政党制の展開について理解する。 20 20

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論を身に着け、自分の言葉で説明
することができる。 30 30

資本主義の意味と影響を把握し、説明することができる。 10 10

経済・産業の見取り図を描き、そこに自分や身近な存在を位置づけ、
説明することができる。 20 20

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

経済データを用いて経済関係やその変化を説明することができる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 20 20

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 10 10

日本の企業の特性・構造について説明できる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ａ

２
３
・
５
法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

法の発生過程を説明できる。 10 10

第一次的社会規範と法の違いを説明できる。 20 20

法を解釈することの必要性を説明できる。 20 20

解釈方法の分類ができる。 20 20

社会現象に目を向け，その事に関し意見を持つことができる。 20 20

日常生活での法的知識の重要性を理解し，説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ｂ

２
４
・
６
日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯が説明できる。 10 10

日本国憲法の基本原則が説明できる。 20 20

日本国憲法における国民主権の意味を理解し，説明できる。 20 20

基本的人権の内容と意義を理解し，説明できる。 20 20

表現の自由とその制約原理を説明できる。 20 20

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

社会学のイメージをつかむ 30 30

方法論的個人主義（ヴェーバー）と方法論的集団主義（デュルケーム）
の違いを理解する  20 20

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て考えられる 20 20

「内集団」「外集団」のメカニズムを理解する 20 20

東アジアにおけるヒト・モノ・カネの動きの変化を考えながら、日
本社会のグローバル化を捉えること 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

政
治
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する 。 20 20

自由民主主義の理論と政治制度について理解する 。 20 20

議院内閣制と大統領制を比較し、それぞれの特徴を理解する 。 20 20

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する 。 20 20

自分と政治との関わりについて考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代日本を含む先進民主主義諸国の政治的動向について、
政治学理論および制度と動態の視点から考察し、理解を
深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 20 20

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 20 20

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 20 20

現代政治における政党の機能および政党制の展開について理解する。 20 20

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論を身に着け、自分の言葉で説明
することができる。 30 30

資本主義の意味と影響を把握し、説明することができる。 10 10

経済・産業の見取り図を描き、そこに自分や身近な存在を位置づけ、
説明することができる。 20 20

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

経済データを用いて経済関係やその変化を説明することができる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 20 20

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 10 10

日本の企業の特性・構造について説明できる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ａ

２
３
・
５
法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

法の発生過程を説明できる。 10 10

第一次的社会規範と法の違いを説明できる。 20 20

法を解釈することの必要性を説明できる。 20 20

解釈方法の分類ができる。 20 20

社会現象に目を向け，その事に関し意見を持つことができる。 20 20

日常生活での法的知識の重要性を理解し，説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ｂ

２
４
・
６
日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯が説明できる。 10 10

日本国憲法の基本原則が説明できる。 20 20

日本国憲法における国民主権の意味を理解し，説明できる。 20 20

基本的人権の内容と意義を理解し，説明できる。 20 20

表現の自由とその制約原理を説明できる。 20 20

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

社会学のイメージをつかむ 30 30

方法論的個人主義（ヴェーバー）と方法論的集団主義（デュルケーム）
の違いを理解する  20 20

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て考えられる 20 20

「内集団」「外集団」のメカニズムを理解する 20 20

東アジアにおけるヒト・モノ・カネの動きの変化を考えながら、日
本社会のグローバル化を捉えること 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100



− 34 −

科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

社
会
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

社会学が持つ量的・質的な分析方法を学ぶ。また個人と
集団の間、時代間、地域間などの異なった論理を持つ主
体や社会の間に存在する連続性や変動要因に着目し、理
解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）や社会問題の分析視角について、
イメージをつかむこと。 20 20

個人化という概念について説明できるようになること。 20 20

ネオリベラリズム（新自由主義）という概念について説明できるよ
うになること。 20 20

非正規雇用が増加する社会的背景が説明できるようになること。 30 30

グローバル化が進む中で、日本を含めたアジアが大きく変化しつつ
あることを理解する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ａ

２
３
・
５
質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 20 20

母集団及び標本抽出について理解する。 20 20

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 20 20

統計学的な仮説検定の手順について正しく理解する。 20 20

質的調査の種類とその技法を先行研究から学びとる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ｂ

２
４
・
６

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学び、
それを活用してみる。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 20 20

統計学的手法を用いて因果関係を分析する考え方について理解する。 20 20

疑似相関とシンプソンのパラドクスについて理解し、多変量解析の
重要性を理解する。 20 20

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 20 20

質的調査の調査計画を立てられるようになるとともに、考慮すべき
調査倫理を理解する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ａ

２
３
・
５

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、政治的・経済的・国際的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ｂ

２
４
・
６

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、社会的・思想的・文化的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに，学校自体を一つの社会として捉え，そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 25 25

学校から職場へのトランジションについて、メリトクラシーとの関
連において理解することができる。 25 25

「教育問題」を客観的病理としてではなく、言説によって社会的に構
築されたものとして捉える視角を身につけることができる。 25 25

学校現場における文化的特質を理解し、組織メンバーによるその継
承と使用について理解することができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

生命・身体の仕組みについて学ぶことによって傷害や疾
病などへの理解を深める。

受精の仕組みが理解できる。 10 10

胎内での発育の過程が理解できる。 10 10

乳幼児の特徴が理解できる。 10 10

青年期の特徴が理解できる。 20 20

自分の過去を振り返り発育発達の過程を理解し説明できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 50 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解すること
で身体の働きについての理解を深める。

脳の仕組みがわかる。 10 10

身体の動く仕組みが理解できる。 20 20

人の動きと機械の動きの違いがわかる。 20 20

福祉用具の必要性を理解できる。 30 30

新しいまたは改良型福祉用具を提案できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 30 20 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

社
会
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

社会学が持つ量的・質的な分析方法を学ぶ。また個人と
集団の間、時代間、地域間などの異なった論理を持つ主
体や社会の間に存在する連続性や変動要因に着目し、理
解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）や社会問題の分析視角について、
イメージをつかむこと。 20 20

個人化という概念について説明できるようになること。 20 20

ネオリベラリズム（新自由主義）という概念について説明できるよ
うになること。 20 20

非正規雇用が増加する社会的背景が説明できるようになること。 30 30

グローバル化が進む中で、日本を含めたアジアが大きく変化しつつ
あることを理解する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ａ

２
３
・
５
質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 20 20

母集団及び標本抽出について理解する。 20 20

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 20 20

統計学的な仮説検定の手順について正しく理解する。 20 20

質的調査の種類とその技法を先行研究から学びとる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ｂ

２
４
・
６

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学び、
それを活用してみる。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 20 20

統計学的手法を用いて因果関係を分析する考え方について理解する。 20 20

疑似相関とシンプソンのパラドクスについて理解し、多変量解析の
重要性を理解する。 20 20

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 20 20

質的調査の調査計画を立てられるようになるとともに、考慮すべき
調査倫理を理解する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ａ

２
３
・
５

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、政治的・経済的・国際的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ｂ

２
４
・
６

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、社会的・思想的・文化的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに，学校自体を一つの社会として捉え，そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 25 25

学校から職場へのトランジションについて、メリトクラシーとの関
連において理解することができる。 25 25

「教育問題」を客観的病理としてではなく、言説によって社会的に構
築されたものとして捉える視角を身につけることができる。 25 25

学校現場における文化的特質を理解し、組織メンバーによるその継
承と使用について理解することができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

生命・身体の仕組みについて学ぶことによって傷害や疾
病などへの理解を深める。

受精の仕組みが理解できる。 10 10

胎内での発育の過程が理解できる。 10 10

乳幼児の特徴が理解できる。 10 10

青年期の特徴が理解できる。 20 20

自分の過去を振り返り発育発達の過程を理解し説明できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 50 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解すること
で身体の働きについての理解を深める。

脳の仕組みがわかる。 10 10

身体の動く仕組みが理解できる。 20 20

人の動きと機械の動きの違いがわかる。 20 20

福祉用具の必要性を理解できる。 30 30

新しいまたは改良型福祉用具を提案できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 30 20 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
５
認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 20 20

知覚，記憶といった認知機能の仕組みを説明することができる。 20 20

認知機能の神経機構について説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 20 20

認知科学の哲学的な問題を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
４
・
６
認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学がどういった学問であるかについて，基本的な説明をする
ことができる。 10 10

我々が当たり前のように行っている認知について自発的な疑問を立
て，それに対して参考文献等を用いながら論理的な説明を与えるこ
とができる。

20 20

記憶のメカニズムや分類について説明することができる。 20 20

自覚できない心の働きがどのようなプロセスを経て，人間の行動に
影響しているかを説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーが生じる理由と，それを未然に防ぐ方法について
論じることができる。 20 20

ヒトとヒト以外（ロボット，昆虫，ネアンデルタール人等）の共通
点と相違点を説明することができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ａ

２
３
・
５
環境科学の基本とこれまでの環境問題対策を実例を通じ
て修得する。

地球内部の運動が地球環境に及ぼす影響を理解する。 20 20

地球環境問題のメカニズムの基礎を理解する。 20 20

地球環境問題対策を理解する。 20 20

地球の進化と環境変化を結びつけて理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ｂ

２
４
・
６
環境問題と人間社会の関係を理解し、今後の環境問題へ
のアプローチを考察する。

海洋と大気を総論的に理解する。 20 20

太陽系の惑星と地球環境の違いを理解する。 20 20

生態資源とエネルギー資源枯渇問題を理解する。 20 20

生命の生存条件を理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
５
地球の成り立ちを学び、気象変動を理解する。

与えられたデータから震源決定の方法および，GPSの原理が理解で
きる。 20 20

熱残留磁気の実験から，プレート運動が理解できる。 20 20

鉱物の観察から，結晶構造の特徴を単位格子から読み解けるように
なる。 20 20

水に関する実験を行い，その特性から生物に与える影響が理解でき
る。 20 20

古生物の化石の観察から，生物の進化の歴史が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
６
地球科学の基本を学ぶことから、将来の地球と人間社会
のあり方を考察する。

天体の距離計算の歴史を紐解きながら、最新の観測方法を理解でき
るようにする。 20 20

レンズの原理を理解して，ケプラー式の天体望遠鏡を作成する。 20 20

大気圧および断熱変化の実験を通して、気象の変化を理解する。 20 20

様々な波を観察することによって，津波のメカニズムを理解し，災
害に対する備えを養う。 20 20

地球の運動のデータから暦を原理が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

行
動
生
物
学
Ａ

２
３
・
５
行動生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特
別扱いしない視点を獲得する。

行動生物学の一分野である行動生態学がどういった学問であるか説
明をすることができる。 20 20

現代生物学での細胞や遺伝に関する基本的な用語考え方を説明する
ことができる。 20 20

自然選択における代謝と自己増殖について説明することができる。 20 20

性選択と自然選択の違いについて説明することができる。 20 20

進化に関する基本的な用語を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
５
認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 20 20

知覚，記憶といった認知機能の仕組みを説明することができる。 20 20

認知機能の神経機構について説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 20 20

認知科学の哲学的な問題を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
４
・
６
認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学がどういった学問であるかについて，基本的な説明をする
ことができる。 10 10

我々が当たり前のように行っている認知について自発的な疑問を立
て，それに対して参考文献等を用いながら論理的な説明を与えるこ
とができる。

20 20

記憶のメカニズムや分類について説明することができる。 20 20

自覚できない心の働きがどのようなプロセスを経て，人間の行動に
影響しているかを説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーが生じる理由と，それを未然に防ぐ方法について
論じることができる。 20 20

ヒトとヒト以外（ロボット，昆虫，ネアンデルタール人等）の共通
点と相違点を説明することができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ａ

２
３
・
５
環境科学の基本とこれまでの環境問題対策を実例を通じ
て修得する。

地球内部の運動が地球環境に及ぼす影響を理解する。 20 20

地球環境問題のメカニズムの基礎を理解する。 20 20

地球環境問題対策を理解する。 20 20

地球の進化と環境変化を結びつけて理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ｂ

２
４
・
６
環境問題と人間社会の関係を理解し、今後の環境問題へ
のアプローチを考察する。

海洋と大気を総論的に理解する。 20 20

太陽系の惑星と地球環境の違いを理解する。 20 20

生態資源とエネルギー資源枯渇問題を理解する。 20 20

生命の生存条件を理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
５
地球の成り立ちを学び、気象変動を理解する。

与えられたデータから震源決定の方法および，GPSの原理が理解で
きる。 20 20

熱残留磁気の実験から，プレート運動が理解できる。 20 20

鉱物の観察から，結晶構造の特徴を単位格子から読み解けるように
なる。 20 20

水に関する実験を行い，その特性から生物に与える影響が理解でき
る。 20 20

古生物の化石の観察から，生物の進化の歴史が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
６
地球科学の基本を学ぶことから、将来の地球と人間社会
のあり方を考察する。

天体の距離計算の歴史を紐解きながら、最新の観測方法を理解でき
るようにする。 20 20

レンズの原理を理解して，ケプラー式の天体望遠鏡を作成する。 20 20

大気圧および断熱変化の実験を通して、気象の変化を理解する。 20 20

様々な波を観察することによって，津波のメカニズムを理解し，災
害に対する備えを養う。 20 20

地球の運動のデータから暦を原理が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

行
動
生
物
学
Ａ

２
３
・
５
行動生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特
別扱いしない視点を獲得する。

行動生物学の一分野である行動生態学がどういった学問であるか説
明をすることができる。 20 20

現代生物学での細胞や遺伝に関する基本的な用語考え方を説明する
ことができる。 20 20

自然選択における代謝と自己増殖について説明することができる。 20 20

性選択と自然選択の違いについて説明することができる。 20 20

進化に関する基本的な用語を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

行
動
生
物
学
Ｂ

２
４
・
６
動物の行動の機能を学び、そこから人間行動の特質を進
化的な視点から考察する。

Tinbergen の４つの「なぜ」を用いて人間の行動を行動学的に考える
ことができる。 20 20

生物の様々な進化過程を理解することができる。 20 20

ヒトの進化史を大まかに説明することができる。 20 20

他の動物との比較でヒトの行動の進化を説明することができる。 20 20

現代のヒトと自然との関係について説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２
１
・
３
・
５

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 20 20

科学リテラシーの必要性を理解できる。 20 20

近代科学の特徴を説明できる。 20 20

20 世紀初頭に起こった自然認識の大きな変化を理解できる。 20 20

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２
２
・
４
・
６

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 20 20

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

未来に向かって、物質科学・技術と人間社会のかかわりあいを展望
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ａ

２
３
・
５

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。  20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ｂ

２
４
・
６

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。  20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３
・
５

社会の第一線で活躍中の実務経験豊富な講師を迎え、こ
れからの企業人に必要不可欠なCSR（Corporate Social 
Responsibility ＝企業の社会的責任）を共に考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４
・
６

企業体の危機管理の諸局面について具体的な事例を通じ
て学び、その上でさまざまな制約下でのビジネスモデル
の創出について議論し考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

国
際
事
情

２

集
中
講
義
９
月

現代アジアの国際関係の基本を押さえ、今後の日本の進
路選択とその羅針盤を検討する。

理工系・情報学系の学生が人文社会科学系の国際的教養を身につけ
ることができる。 40 40

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 20 20

国際事情を理解し、人間学との関連で人生を如何に生きるべきかを
考えることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

行
動
生
物
学
Ｂ

２
４
・
６
動物の行動の機能を学び、そこから人間行動の特質を進
化的な視点から考察する。

Tinbergen の４つの「なぜ」を用いて人間の行動を行動学的に考える
ことができる。 20 20

生物の様々な進化過程を理解することができる。 20 20

ヒトの進化史を大まかに説明することができる。 20 20

他の動物との比較でヒトの行動の進化を説明することができる。 20 20

現代のヒトと自然との関係について説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２
１
・
３
・
５

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 20 20

科学リテラシーの必要性を理解できる。 20 20

近代科学の特徴を説明できる。 20 20

20 世紀初頭に起こった自然認識の大きな変化を理解できる。 20 20

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２
２
・
４
・
６

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 20 20

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

未来に向かって、物質科学・技術と人間社会のかかわりあいを展望
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ａ

２
３
・
５

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。  20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ｂ

２
４
・
６

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。  20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３
・
５

社会の第一線で活躍中の実務経験豊富な講師を迎え、こ
れからの企業人に必要不可欠なCSR（Corporate Social 
Responsibility ＝企業の社会的責任）を共に考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４
・
６

企業体の危機管理の諸局面について具体的な事例を通じ
て学び、その上でさまざまな制約下でのビジネスモデル
の創出について議論し考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

国
際
事
情

２

集
中
講
義
９
月

現代アジアの国際関係の基本を押さえ、今後の日本の進
路選択とその羅針盤を検討する。

理工系・情報学系の学生が人文社会科学系の国際的教養を身につけ
ることができる。 40 40

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 20 20

国際事情を理解し、人間学との関連で人生を如何に生きるべきかを
考えることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｃ
グ
ル
ー
プ

社
会
実
践
１

１ ２

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要請
に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を育
成することを目的としています。アクティブラーニング
という学びの手法を用い、チーム作業を通して課題の解
決に取り組みます。「社会実践 1」では、チーム作業を通
して、「課題発見」「課題解決」「発表」という一連の課題
解決の手順を確認し、「社会実践 2」で取り組む実践的な
課題解決をスムーズに行う力を身につけます。　

物事に進んで取り組むことができる。 20 20

他人に働きかけ巻き込むことができる。 20 20

目的を設定し確実に行動することができる。 　 20 20

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 10 10

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 10 10

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 10 10

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 100

社
会
実
践
２

１ ３

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要
請に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を
育成することを目的としています。アクティブラーニン
グという学びの手法を用い、チーム作業を通して課題
の解決に取り組みます。「社会実践 2」では、本格的な
PBL(Project-Based Learning）という学びの方法を用い
て、「社会実践 1」で身につけた 課題解決の手順を実践し、
企業からの課題提示に対し、チームで課題解決に取り組
み、プレゼンテ̶ションを行い、企業の評価を受けます。
　

物事に進んで取り組むことができる。 10 10

他人に働きかけ巻き込むことができる。 10 10

目的を設定し確実に行動することができる。 　 10 10

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 20 20

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 20 20

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 20 20

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 100

専
門
基
礎
科
目
群

情
報
シ
ス
テ
ム
入
門
セ
ミ
ナ

１ １
大学生活全般に関わる指導と支援を行うこと、専門課程
に対する関心や興味を喚起することを目的として、学士
課程教育プログラム、安全教育、キャリア教育、専任教
員の教育研究活動などについて学びます。

学士課程教育プログラムを理解している。 20 10 30

安全に学生生活を送るための知識を把握している。 10 10 20

キャリア形成に関わる知識を把握している。 10 10 20

学科教員教育活動または研究室研究活動を概ね理解している。 20 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 20 0 20 0 100

情
報
概
論

２ １
情報を科学的にとらえ，コンピュータの仕組みや様々な
信号をディジタル信号として扱う方法を概観しながら，
今後学ぶ「情報」関連科目の基本原理と考え方を学びます。

コンピュータでは、すべての情報が 2進数で表される理由を説明で
きる。 10 10 20

10 進数，2進数，16進数を相互に変換することができる。 10 10 20

コンピュータでのプログラム実行のしくみを説明できる。 10 10 20

コンピュータ内で，文字，画像，音などの情報がどのように扱われ
るか説明できる。 10 10 20

アナログ信号をディジタル信号に変換する原理を説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
概
論

２ ２

従来のアナログ通信から近年のデジタル通信への変遷を
概観し，変復調方式ならびに伝送制御手順を学んだうえ
で，インターネットで利用されるOSI7 層モデルや TCP/
IP モデルを学習し，通信プロトコルの概念について理解
を進めます。

伝送制御手順について説明できる。 10 5 15

回線交換とパケット交換の利点欠点をあげることができる。 10 5 15

ＯＳＩ７層モデルについて説明できる。 20 10 30

ＩＳＤＮについて説明できる。 5 5 10

ハブとルータの機能の違いを説明できる。 10 5 15

クライアントサーバシステムについて説明できる。 5 5 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 35 5 0 0 100

情
報
処
理
基
礎

２ １
コンピュータ内での情報の表現方法，情報の表現に必要
な２進数およびその演算方法，コンピュータを構成する
基本的な論理回路，コンピュータの基本的な仕組みや動
作を学びます。

コンピュータ内での情報の表現方法がわかる。 20 20

２進数の演算方法がわかる。 15 5 20

基本的な論理演算がわかる。 15 5 20

コンピュータを構成する基本論理回路がわかる。 15 5 20

コンピュータの基本的な仕組み・動作がわかる。 15 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 20 0 0 100
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
基
礎

２ ２
ディジタル回路の基礎となる基本論理ゲート，論理式の
簡単化，論理回路の実用的な表現方法，真理値表から論
理回路を実現する方法，フリップフロップについて学び
ます。　

基本論理ゲートの機能がわかる。 20 20

カルノー図を用いて論理式を簡単化することができる。 20 10 30

真理値表を論理式で表すことができる。 10 10  20

フリップフロップの機能がわかる。 20 20

フリップフロップのタイミング図を作成することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 30 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｃ
グ
ル
ー
プ

社
会
実
践
１

１ ２

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要請
に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を育
成することを目的としています。アクティブラーニング
という学びの手法を用い、チーム作業を通して課題の解
決に取り組みます。「社会実践 1」では、チーム作業を通
して、「課題発見」「課題解決」「発表」という一連の課題
解決の手順を確認し、「社会実践 2」で取り組む実践的な
課題解決をスムーズに行う力を身につけます。　

物事に進んで取り組むことができる。 20 20

他人に働きかけ巻き込むことができる。 20 20

目的を設定し確実に行動することができる。 　 20 20

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 10 10

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 10 10

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 10 10

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 100

社
会
実
践
２

１ ３

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要
請に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を
育成することを目的としています。アクティブラーニン
グという学びの手法を用い、チーム作業を通して課題
の解決に取り組みます。「社会実践 2」では、本格的な
PBL(Project-Based Learning）という学びの方法を用い
て、「社会実践 1」で身につけた 課題解決の手順を実践し、
企業からの課題提示に対し、チームで課題解決に取り組
み、プレゼンテ̶ションを行い、企業の評価を受けます。
　

物事に進んで取り組むことができる。 10 10

他人に働きかけ巻き込むことができる。 10 10

目的を設定し確実に行動することができる。 　 10 10

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 20 20

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 20 20

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 20 20

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 100

専
門
基
礎
科
目
群

情
報
シ
ス
テ
ム
入
門
セ
ミ
ナ

１ １
大学生活全般に関わる指導と支援を行うこと、専門課程
に対する関心や興味を喚起することを目的として、学士
課程教育プログラム、安全教育、キャリア教育、専任教
員の教育研究活動などについて学びます。

学士課程教育プログラムを理解している。 20 10 30

安全に学生生活を送るための知識を把握している。 10 10 20

キャリア形成に関わる知識を把握している。 10 10 20

学科教員教育活動または研究室研究活動を概ね理解している。 20 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 20 0 20 0 100

情
報
概
論

２ １
情報を科学的にとらえ，コンピュータの仕組みや様々な
信号をディジタル信号として扱う方法を概観しながら，
今後学ぶ「情報」関連科目の基本原理と考え方を学びます。

コンピュータでは、すべての情報が 2進数で表される理由を説明で
きる。 10 10 20

10 進数，2進数，16進数を相互に変換することができる。 10 10 20

コンピュータでのプログラム実行のしくみを説明できる。 10 10 20

コンピュータ内で，文字，画像，音などの情報がどのように扱われ
るか説明できる。 10 10 20

アナログ信号をディジタル信号に変換する原理を説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
概
論

２ ２

従来のアナログ通信から近年のデジタル通信への変遷を
概観し，変復調方式ならびに伝送制御手順を学んだうえ
で，インターネットで利用されるOSI7 層モデルや TCP/
IP モデルを学習し，通信プロトコルの概念について理解
を進めます。

伝送制御手順について説明できる。 10 5 15

回線交換とパケット交換の利点欠点をあげることができる。 10 5 15

ＯＳＩ７層モデルについて説明できる。 20 10 30

ＩＳＤＮについて説明できる。 5 5 10

ハブとルータの機能の違いを説明できる。 10 5 15

クライアントサーバシステムについて説明できる。 5 5 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 35 5 0 0 100

情
報
処
理
基
礎

２ １
コンピュータ内での情報の表現方法，情報の表現に必要
な２進数およびその演算方法，コンピュータを構成する
基本的な論理回路，コンピュータの基本的な仕組みや動
作を学びます。

コンピュータ内での情報の表現方法がわかる。 20 20

２進数の演算方法がわかる。 15 5 20

基本的な論理演算がわかる。 15 5 20

コンピュータを構成する基本論理回路がわかる。 15 5 20

コンピュータの基本的な仕組み・動作がわかる。 15 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 20 0 0 100
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
基
礎

２ ２
ディジタル回路の基礎となる基本論理ゲート，論理式の
簡単化，論理回路の実用的な表現方法，真理値表から論
理回路を実現する方法，フリップフロップについて学び
ます。　

基本論理ゲートの機能がわかる。 20 20

カルノー図を用いて論理式を簡単化することができる。 20 10 30

真理値表を論理式で表すことができる。 10 10  20

フリップフロップの機能がわかる。 20 20

フリップフロップのタイミング図を作成することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 30 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
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開
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学修内容 学修到達目標
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必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
入
門

２ １

情報処理技術者には，コンピュータを利用するだけでな
く，そのプログラム作成する技能が要求されています。
この授業では，初学者を対象に，HTML と JavaScript に
よるWeb プログラミングによる演習を行い，プログラム
の基本的な内容について学習します。

情報機器の使用法，コンピュータ・周辺装置の操作，オペレーティ
ングシステムの利用法，テキストエディタの使い方が分かる。 15 15

ホームページの仕組みが理解でき，ブラウザ上に文字・画像・表を
出力させることができる。 10 10 20

プログラムを作成する一連の作業手順が分かる。 10 5 5 20

変数，処理の分岐，配列，繰り返し処理などの使い方が分かる。 10 5 15

プログラミングに必要な各種演算子の使い方が分かる。 10 5 15

JavaScript のイベントハンドラを使った動的なホームページを作成
することができる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5 20 25 0 100

情
報
数
学

２ ２

情報科学を学ぶためには，数学理論の基礎となる数理理
論の思考法を理解することが重要になります。この授業
では，情報科学を学ぶ上での基礎的な離散数学の内容と
して，集合，論理，関数，写像，グラフ理論などの学習
を行います。情報科学で必要となる数学的概念や表記法
を理解することを目標とします。

集合，論理，関係の基本概念について理解している。 15 5 20

数学における基本的な証明を説明することができる。 10 5 15

集合と要素を記号を用いて表現することができる。 10 5 15

写像と関数の定義について説明することができる。 10 5 15

集合間の関係をグラフで表現することができる。 10 10 20

順序関係を説明することができる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 65 35 0 0 0 100

基
礎
電
気
回
路

２ １

回路技術はあらゆる分野で使われており極めて重要な技
術であり，この授業では情報系学生であっても最低限身
につけてもらいたい回路の常識を，分かりやすい絵とき
を交えて直流電気回路を通じて学びます。この授業では
演習も交えて電気回路の常識を身につけるまで学びます。

電圧と電流の関係がわかる。 20 20

オームの法則を使って電圧、電流、抵抗の値を計算することができる。 15 5 20

直列接続、並列接続された抵抗の値を計算することができる。 10 5 15

電力の値を計算することができる。 10 5 15

分圧・分流の法則がわかる。 10 5 15

キルヒホッフの法則がわかる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 25 0 0 100

数
学
基
礎

２
１
﹇
２
﹈

高等学校の数学から大学の数学への橋渡しとして，三角
関数，指数関数，対数関数，集合と命題について学ぶ。

複素数の範囲で，２次方程式および高次方程式を解ける。 11 5 16

分数式の四則計算と部分分数分解ができる。  6 10 16

弧度法による一般角の三角関数を説明できる。 5 7 12

三角関数の加法定理を用いた計算ができる。 9 5 14

指数法則を理解し，それを用いた計算ができる。 6 8 14

対数の性質を理解し，それを用いた計算ができる。 6 6 12

集合の共通部分と合併集合を理解し，公式を用いた要素の個数の計
算ができる。 12 4 16

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 55 0 45 0 0 0 0 0 100

解
析
学
１

２
１
﹇
２
﹈

1 変数関数の微分積分の基礎理論と基礎的な計算法につ
いて学ぶ。多くの演習を通じて、微分積分の計算に慣れ
るようにする。

導関数の基本公式 ( 定数倍・四則・合成関数 ) を説明できる。 10 7 17

基本関数 ( べき関数，指数・対数関数，三角・逆三角関数 ) の微分公
式を説明できる。 9 6 15

初等関数を微分できる。 8 10 18

不定積分の意味および基本関数の不定積分公式を説明できる。 8 6 14

置換積分法と部分積分法を理解し，それらを応用できる。 6 12 18

定積分と不定積分の関係を理解し，基本的な定積分の計算ができる。 6 12 18

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 47 0 53 0 0 0 0 0 100

解
析
学
２

２
２
﹇
３
﹈

1 変数関数の微分積分の応用理論と発展的な計算法につ
いて学ぶ。多くの演習を通じて、微分積分の応用に慣れ
るようにする。

ライプニッツの公式を理解し，それを積の高階微分計算に応用でき
る。 8 7 15

ロピタルの定理を理解し，それを不定形の極限計算に応用できる。 9 6 15

テーラーの定理を理解し，指数関数・三角関数のテーラー展開がか
ける。 10 8 18

有理関数の不定積分を計算できる。 7 13 20

無理関数・三角関数を含む不定積分を置換積分を用いて計算できる。 6 12 18

定積分の応用として，曲線の長さを計算できる。 6 8 14

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 46 0 54 0 0 0 0 0 100
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ロ
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ラ
ミ
ン
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２ １

情報処理技術者には，コンピュータを利用するだけでな
く，そのプログラム作成する技能が要求されています。
この授業では，初学者を対象に，HTML と JavaScript に
よるWeb プログラミングによる演習を行い，プログラム
の基本的な内容について学習します。

情報機器の使用法，コンピュータ・周辺装置の操作，オペレーティ
ングシステムの利用法，テキストエディタの使い方が分かる。 15 15

ホームページの仕組みが理解でき，ブラウザ上に文字・画像・表を
出力させることができる。 10 10 20

プログラムを作成する一連の作業手順が分かる。 10 5 5 20

変数，処理の分岐，配列，繰り返し処理などの使い方が分かる。 10 5 15

プログラミングに必要な各種演算子の使い方が分かる。 10 5 15

JavaScript のイベントハンドラを使った動的なホームページを作成
することができる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5 20 25 0 100

情
報
数
学

２ ２

情報科学を学ぶためには，数学理論の基礎となる数理理
論の思考法を理解することが重要になります。この授業
では，情報科学を学ぶ上での基礎的な離散数学の内容と
して，集合，論理，関数，写像，グラフ理論などの学習
を行います。情報科学で必要となる数学的概念や表記法
を理解することを目標とします。

集合，論理，関係の基本概念について理解している。 15 5 20

数学における基本的な証明を説明することができる。 10 5 15

集合と要素を記号を用いて表現することができる。 10 5 15

写像と関数の定義について説明することができる。 10 5 15

集合間の関係をグラフで表現することができる。 10 10 20

順序関係を説明することができる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 65 35 0 0 0 100

基
礎
電
気
回
路

２ １

回路技術はあらゆる分野で使われており極めて重要な技
術であり，この授業では情報系学生であっても最低限身
につけてもらいたい回路の常識を，分かりやすい絵とき
を交えて直流電気回路を通じて学びます。この授業では
演習も交えて電気回路の常識を身につけるまで学びます。

電圧と電流の関係がわかる。 20 20

オームの法則を使って電圧、電流、抵抗の値を計算することができる。 15 5 20

直列接続、並列接続された抵抗の値を計算することができる。 10 5 15

電力の値を計算することができる。 10 5 15

分圧・分流の法則がわかる。 10 5 15

キルヒホッフの法則がわかる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 25 0 0 100

数
学
基
礎

２
１
﹇
２
﹈

高等学校の数学から大学の数学への橋渡しとして，三角
関数，指数関数，対数関数，集合と命題について学ぶ。

複素数の範囲で，２次方程式および高次方程式を解ける。 11 5 16

分数式の四則計算と部分分数分解ができる。  6 10 16

弧度法による一般角の三角関数を説明できる。 5 7 12

三角関数の加法定理を用いた計算ができる。 9 5 14

指数法則を理解し，それを用いた計算ができる。 6 8 14

対数の性質を理解し，それを用いた計算ができる。 6 6 12

集合の共通部分と合併集合を理解し，公式を用いた要素の個数の計
算ができる。 12 4 16

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 55 0 45 0 0 0 0 0 100

解
析
学
１

２
１
﹇
２
﹈

1 変数関数の微分積分の基礎理論と基礎的な計算法につ
いて学ぶ。多くの演習を通じて、微分積分の計算に慣れ
るようにする。

導関数の基本公式 ( 定数倍・四則・合成関数 ) を説明できる。 10 7 17

基本関数 ( べき関数，指数・対数関数，三角・逆三角関数 ) の微分公
式を説明できる。 9 6 15

初等関数を微分できる。 8 10 18

不定積分の意味および基本関数の不定積分公式を説明できる。 8 6 14

置換積分法と部分積分法を理解し，それらを応用できる。 6 12 18

定積分と不定積分の関係を理解し，基本的な定積分の計算ができる。 6 12 18

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 47 0 53 0 0 0 0 0 100

解
析
学
２

２
２
﹇
３
﹈

1 変数関数の微分積分の応用理論と発展的な計算法につ
いて学ぶ。多くの演習を通じて、微分積分の応用に慣れ
るようにする。

ライプニッツの公式を理解し，それを積の高階微分計算に応用でき
る。 8 7 15

ロピタルの定理を理解し，それを不定形の極限計算に応用できる。 9 6 15

テーラーの定理を理解し，指数関数・三角関数のテーラー展開がか
ける。 10 8 18

有理関数の不定積分を計算できる。 7 13 20

無理関数・三角関数を含む不定積分を置換積分を用いて計算できる。 6 12 18

定積分の応用として，曲線の長さを計算できる。 6 8 14

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 46 0 54 0 0 0 0 0 100
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目
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開
講
期
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必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

解
析
学
３

２
３
﹇
４
﹈

解析学１, ２を基にして，多変数関数 ( 主に２変数関数 )
の微分，積分法の基礎理論とその応用について学ぶ。

偏導関数の意味を理解し，初等関数の偏導関数を求めることができ
る。 8 6 14

２変数関数についての合成関数の微分公式 ( 連鎖律 ) を理解し，それ
を応用できる。 6 10 16

２変数関数の極値を調べることができる。 6 14 20

２重積分の意味と基本性質を説明できる。 10 5 15

反復積分公式を使って２重積分を計算できる。 5 15 20

変数変換公式を用いる２重積分の計算ができる。 6 9 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 41 0 59 0 0 0 0 0 100

常
微
分
方
程
式

２
４
﹇
５
﹈

解析学１, ２の基本事項を基にして，１変数関数の微分方
程式である常微分方程式の解法について学ぶ。

常微分方程式とその解の意味を説明できる。 9 6 15

変数分離形および同次形の微分方程式が解ける。 4 12 16

１階線形および完全微分形の微分方程式が解ける。 5 16 21

斉次線形微分方程式の解の性質を説明できる。 10 5 15

定数係数斉次線形微分方程式が解ける。 7 10 17

２階非斉次線形微分方程式の特殊解の求めかたを理解し，それを応
用できる。 5 11 16

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 40 0 60 0 0 0 0 0 100

線
形
代
数
１

２ １
行列式および行列の基本性質，演算方法を学び，１次連
立方程式の解法に応用する。複素数の基本事項について
も学ぶ。

行列式の基本性質を説明できる。 12 4 16

余因子展開を使って行列式の計算ができる。 10 8 18

行列の和・積等の計算ができる。 7 8 15

逆行列を求めることができる。 9 9 18

クラメルの公式を使って連立方程式の解を表すことができる。 6 10 16

複素数の極形式を使った計算ができる。 8 9 17

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 52 0 48 0 0 0 0 0 100

線
形
代
数
２

２ ２高等学校で学んだベクトルをさらに詳しく学んだ後，新しくベクトルの外積を学び，空間図形の解析に応用する。

空間における平面の方程式・直線の方程式を説明できる。 14 4 18

内積の定義および演算法則を説明できる。 8 2 10

成分計算を含め内積を使った計算ができる。 4 8 12

外積の基本性質を説明できる。 8 2 10

成分による外積の計算ができる。 4 8 12

外積を使って，三角形の面積および四面体の体積を計算できる。 8 10 18

固有直交行列によって表される空間の回転の回転軸を求めることが
できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 56 0 44 0 0 0 0 0 100

線
形
代
数
３

２ ３

情報理系に必要な数学の基礎として、平面・空間のベク
トルを一般化した多次元ベクトル空間（線形空間）のと
らえ方を学んだ上で、連立一次方程式などへの応用を意
図しつつ、行列から直交基底系を生成する方法ならびに
行列の固有値分解・対角化について学びます。

一次独立とは何か理解できる。 20 20

ベクトル空間の基底系とは何か理解できる。 20 20

グラム・シュミットの方法で直交基底系を作ることができる 20 20

正方行列の固有値と固有ベクトルを求めることができる。 20 20

行列の対角化ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

情
報
統
計
学

２ ４

この授業では，コンピュータを利用して膨大な情報（デー
タ）を効率的かつ迅速に処理するために必要な統計処理
の最も基本的な知識・技術の習得を目的とします。統計
に関する講義に加えて表計算ソフトウェアの関数機能を
利用した統計処理の演習を行います。

Excel で統計の関数が扱える。 20 20

度数分布表を作成できる 10 5 15

標準偏差を説明できる。 10 5 15

簡単な回帰分析ができる。 10 5 15

正規分布を説明できる。 10 5 15

検定方法を説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 40 30 0 100

確
率
・
統
計

２ ３

集合・事象・標本空間など出発点の考え方を知った上で、
確率変数と確率密度関数、分布関数、期待値、分散など
重要な量とそれらに関わる定理を学びます。また、ポア
ソン分布・正規分布など代表的な確率分布についても学
びます。

集合の和と積を説明できる。 25 25

順列と組合せを説明できる。 25 25

集合を使って確率を説明できる。 25 25

正規分布の平均と分散を知っている。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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修
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自
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専
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解
析
学
３

２
３
﹇
４
﹈

解析学１, ２を基にして，多変数関数 ( 主に２変数関数 )
の微分，積分法の基礎理論とその応用について学ぶ。

偏導関数の意味を理解し，初等関数の偏導関数を求めることができ
る。 8 6 14

２変数関数についての合成関数の微分公式 ( 連鎖律 ) を理解し，それ
を応用できる。 6 10 16

２変数関数の極値を調べることができる。 6 14 20

２重積分の意味と基本性質を説明できる。 10 5 15

反復積分公式を使って２重積分を計算できる。 5 15 20

変数変換公式を用いる２重積分の計算ができる。 6 9 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 41 0 59 0 0 0 0 0 100

常
微
分
方
程
式

２
４
﹇
５
﹈

解析学１, ２の基本事項を基にして，１変数関数の微分方
程式である常微分方程式の解法について学ぶ。

常微分方程式とその解の意味を説明できる。 9 6 15

変数分離形および同次形の微分方程式が解ける。 4 12 16

１階線形および完全微分形の微分方程式が解ける。 5 16 21

斉次線形微分方程式の解の性質を説明できる。 10 5 15

定数係数斉次線形微分方程式が解ける。 7 10 17

２階非斉次線形微分方程式の特殊解の求めかたを理解し，それを応
用できる。 5 11 16

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 40 0 60 0 0 0 0 0 100

線
形
代
数
１

２ １
行列式および行列の基本性質，演算方法を学び，１次連
立方程式の解法に応用する。複素数の基本事項について
も学ぶ。

行列式の基本性質を説明できる。 12 4 16

余因子展開を使って行列式の計算ができる。 10 8 18

行列の和・積等の計算ができる。 7 8 15

逆行列を求めることができる。 9 9 18

クラメルの公式を使って連立方程式の解を表すことができる。 6 10 16

複素数の極形式を使った計算ができる。 8 9 17

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 52 0 48 0 0 0 0 0 100

線
形
代
数
２

２ ２高等学校で学んだベクトルをさらに詳しく学んだ後，新
しくベクトルの外積を学び，空間図形の解析に応用する。

空間における平面の方程式・直線の方程式を説明できる。 14 4 18

内積の定義および演算法則を説明できる。 8 2 10

成分計算を含め内積を使った計算ができる。 4 8 12

外積の基本性質を説明できる。 8 2 10

成分による外積の計算ができる。 4 8 12

外積を使って，三角形の面積および四面体の体積を計算できる。 8 10 18

固有直交行列によって表される空間の回転の回転軸を求めることが
できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 56 0 44 0 0 0 0 0 100

線
形
代
数
３

２ ３

情報理系に必要な数学の基礎として、平面・空間のベク
トルを一般化した多次元ベクトル空間（線形空間）のと
らえ方を学んだ上で、連立一次方程式などへの応用を意
図しつつ、行列から直交基底系を生成する方法ならびに
行列の固有値分解・対角化について学びます。

一次独立とは何か理解できる。 20 20

ベクトル空間の基底系とは何か理解できる。 20 20

グラム・シュミットの方法で直交基底系を作ることができる 20 20

正方行列の固有値と固有ベクトルを求めることができる。 20 20

行列の対角化ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

情
報
統
計
学

２ ４

この授業では，コンピュータを利用して膨大な情報（デー
タ）を効率的かつ迅速に処理するために必要な統計処理
の最も基本的な知識・技術の習得を目的とします。統計
に関する講義に加えて表計算ソフトウェアの関数機能を
利用した統計処理の演習を行います。

Excel で統計の関数が扱える。 20 20

度数分布表を作成できる 10 5 15

標準偏差を説明できる。 10 5 15

簡単な回帰分析ができる。 10 5 15

正規分布を説明できる。 10 5 15

検定方法を説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 40 30 0 100

確
率
・
統
計

２ ３

集合・事象・標本空間など出発点の考え方を知った上で、
確率変数と確率密度関数、分布関数、期待値、分散など
重要な量とそれらに関わる定理を学びます。また、ポア
ソン分布・正規分布など代表的な確率分布についても学
びます。

集合の和と積を説明できる。 25 25

順列と組合せを説明できる。 25 25

集合を使って確率を説明できる。 25 25

正規分布の平均と分散を知っている。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

力
学 ２ １

すべての工学および自然科学の基礎である力学を学びま
す。微分積分を利用して運動方程式を解き、物体の運動
を決定します。また、力学のみならず全ての物理現象で
重要となる、エネルギーと仕事について学びます。

速度と加速度の定義がわかる。 5 10 15

力学の 3つの基本法則がわかる。 5 10 15

重力、ばねの弾性力についての力の法則がわかる。 5 10 15

運動方程式から自由落下運動を理解できる。 5 10 15

運動方程式から単振動を理解できる。 10 10

仕事と運動エネルギーの関係がわかる。 5 10 15

力学的エネルギー保存則の意味がわかる。 5 10 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 30 0 70 0 0 0 0 0 100

電
磁
気
学

２ ２
電気回路や有線無線通信の基礎となる電磁気学を学びま
す。高校の物理の復習から始めて、微積分を使った大学
の物理へ進みます。ここでは、電磁気現象を通じて 19
世紀後半に確立した「場」が重要な概念です。

電気力と電場の関係がわかる。 5 10 15

電位と静電エネルギーの関係がわかる。 10 10 20

オームの法則とジュール熱を理解できる。 10 10 20

ローレンツ力と磁場（磁束密度）の関係がわかる。 5 10 15

直線電流がつくる磁束密度を図を使って説明できる。 5 10 15

電磁誘導の法則を理解できる。 5 10 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 40 0 60 0 0 0 0 0 100

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
１

２
２
・（
３
）

C言語について、変数、条件分岐、繰り返し処理、配列
など、基本的な機能要素・処理要素を学習します。そし
て、これらを用いたプログラム作成と動作確認を通じて，
プログラミングの基礎技術を学びます。

変数の役割、型について説明できる。 10 10 20

プログラムの実行順序について説明できる。 10 10 20

分岐処理と繰り返し処理を書くことができる。 10 10 20

繰り返し処理により配列を操作することができる。 10 10 20

変数の内容を適切な形で出力できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
２

２
３
・（
４
）

C言語について、関数、ポインタ、構造体、ファイル入
出力処理を学びます。そして、これらを用いたプログラ
ムの作成と動作確認を通じて，より実用的なプログラム
の開発技術を学びます。

関数の定義，仮引数について説明できる。 10 10 20

関数呼び出しを含んだプログラムの実行順序について説明できる。 10 10 20

ポインタを用いたプログラムの実行結果を説明できる。 20 20

構造体を用いたプログラムを作成できる。 20 20

ファイル入出力処理を行うプログラムを作成できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 0 0 0 100
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
デ
ー
タ
構
造
１

２ ４
コンピュータで問題を解く手順であるアルゴリズムと
データを表現・格納するためのデータ構造について系統
的に学びます。計算量を含むアルゴリズの基本的な考え
方，整列アルゴリズムの基本手法などについて学びます。

アルゴリズムとは何かについて説明できる。  20 20

バブルソート，セレクションソート，インサートソートを説明できる。 6 6 8 20

関数の再帰的呼び出しがわかる。 6 6 8 20

クイックソートの良さを説明できる。 6 6 8 20

計算量とは何かを説明できる。  20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 18 24 0 100
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
デ
ー
タ
構
造
２

２ ５

サーチ（線形探索，二分探索，ハッシュ探索）のアルゴ
リズムを学び，さらにリスト，スタック，キュー，木（ツ
リー）などの代表的なデータ構造について学びます。また，
乱数の応用を取り上げてコンピュータ・シミュレーショ
ンの方法についても学びます。

サーチ（線形探索，二分探索，ハッシュ探索）の考え方を説明できる。  6 6 8 20

リストというデータ構造及びリスト処理のアルゴリズムを分かる。 6 6 8 20

スタック，キューというデータ構造を理解できる。 6 6 8 20

一般的なリストや木（ツリー）構造を説明できる。 6 6 8 20

乱数によるシミュレーションを説明できる。 6 6 8 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 40 0 100

数
値
計
算
法

２ ６

コンピュータによる数値計算と誤差、補間と近似、非線
形方程式、常微分方程式、連立一次方程式、数値積分、
数値微分などに対する基礎的・標準的な解法やアルゴリ
ズムを学び、Ｃ言語によるプログラミングの演習を通じ
て身につけます。

コンピュータによる数値計算とその誤差について説明できる。 6 6 8 20

補間と近似について説明できる。 6 6 8 20

非線形方程式の求解（二分法，ニュートン法）の方法について説明
できる。 6 6 8 20

常微分方程式の求解（オイラー法，ルンゲ・クッタ法）について説
明できる。 6 6 8 20

連立一次方程式の解法（ガウス方法他）について説明できる。 6 6 8 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 40 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

力
学 ２ １

すべての工学および自然科学の基礎である力学を学びま
す。微分積分を利用して運動方程式を解き、物体の運動
を決定します。また、力学のみならず全ての物理現象で
重要となる、エネルギーと仕事について学びます。

速度と加速度の定義がわかる。 5 10 15

力学の 3つの基本法則がわかる。 5 10 15

重力、ばねの弾性力についての力の法則がわかる。 5 10 15

運動方程式から自由落下運動を理解できる。 5 10 15

運動方程式から単振動を理解できる。 10 10

仕事と運動エネルギーの関係がわかる。 5 10 15

力学的エネルギー保存則の意味がわかる。 5 10 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 30 0 70 0 0 0 0 0 100

電
磁
気
学

２ ２
電気回路や有線無線通信の基礎となる電磁気学を学びま
す。高校の物理の復習から始めて、微積分を使った大学
の物理へ進みます。ここでは、電磁気現象を通じて 19
世紀後半に確立した「場」が重要な概念です。

電気力と電場の関係がわかる。 5 10 15

電位と静電エネルギーの関係がわかる。 10 10 20

オームの法則とジュール熱を理解できる。 10 10 20

ローレンツ力と磁場（磁束密度）の関係がわかる。 5 10 15

直線電流がつくる磁束密度を図を使って説明できる。 5 10 15

電磁誘導の法則を理解できる。 5 10 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 40 0 60 0 0 0 0 0 100

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
１

２
２
・（
３
）

C言語について、変数、条件分岐、繰り返し処理、配列
など、基本的な機能要素・処理要素を学習します。そし
て、これらを用いたプログラム作成と動作確認を通じて，
プログラミングの基礎技術を学びます。

変数の役割、型について説明できる。 10 10 20

プログラムの実行順序について説明できる。 10 10 20

分岐処理と繰り返し処理を書くことができる。 10 10 20

繰り返し処理により配列を操作することができる。 10 10 20

変数の内容を適切な形で出力できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
２

２
３
・（
４
）

C言語について、関数、ポインタ、構造体、ファイル入
出力処理を学びます。そして、これらを用いたプログラ
ムの作成と動作確認を通じて，より実用的なプログラム
の開発技術を学びます。

関数の定義，仮引数について説明できる。 10 10 20

関数呼び出しを含んだプログラムの実行順序について説明できる。 10 10 20

ポインタを用いたプログラムの実行結果を説明できる。 20 20

構造体を用いたプログラムを作成できる。 20 20

ファイル入出力処理を行うプログラムを作成できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 0 0 0 100
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
デ
ー
タ
構
造
１

２ ４
コンピュータで問題を解く手順であるアルゴリズムと
データを表現・格納するためのデータ構造について系統
的に学びます。計算量を含むアルゴリズの基本的な考え
方，整列アルゴリズムの基本手法などについて学びます。

アルゴリズムとは何かについて説明できる。  20 20

バブルソート，セレクションソート，インサートソートを説明できる。 6 6 8 20

関数の再帰的呼び出しがわかる。 6 6 8 20

クイックソートの良さを説明できる。 6 6 8 20

計算量とは何かを説明できる。  20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 18 24 0 100
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
デ
ー
タ
構
造
２

２ ５

サーチ（線形探索，二分探索，ハッシュ探索）のアルゴ
リズムを学び，さらにリスト，スタック，キュー，木（ツ
リー）などの代表的なデータ構造について学びます。また，
乱数の応用を取り上げてコンピュータ・シミュレーショ
ンの方法についても学びます。

サーチ（線形探索，二分探索，ハッシュ探索）の考え方を説明できる。  6 6 8 20

リストというデータ構造及びリスト処理のアルゴリズムを分かる。 6 6 8 20

スタック，キューというデータ構造を理解できる。 6 6 8 20

一般的なリストや木（ツリー）構造を説明できる。 6 6 8 20

乱数によるシミュレーションを説明できる。 6 6 8 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 40 0 100

数
値
計
算
法

２ ６

コンピュータによる数値計算と誤差、補間と近似、非線
形方程式、常微分方程式、連立一次方程式、数値積分、
数値微分などに対する基礎的・標準的な解法やアルゴリ
ズムを学び、Ｃ言語によるプログラミングの演習を通じ
て身につけます。

コンピュータによる数値計算とその誤差について説明できる。 6 6 8 20

補間と近似について説明できる。 6 6 8 20

非線形方程式の求解（二分法，ニュートン法）の方法について説明
できる。 6 6 8 20

常微分方程式の求解（オイラー法，ルンゲ・クッタ法）について説
明できる。 6 6 8 20

連立一次方程式の解法（ガウス方法他）について説明できる。 6 6 8 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 40 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
１

２ ３

モデルコンピュータとしてCOMET ２を取り上げ，コン
ピュータの設計思想であるコンピュータアーキテクチャ
について，ハードウェアとソフトウェアの機能分担を中
心に講義します。最初に，コンピュータアーキテクチャ
の基本となる論理回路について復習します。続いて，コ
ンピュータを構成する算術論理演算装置 (ALU)，メモリ，
入出力の実現方式について解説します。

ノイマン・コンピュータの基本構成を理解できる。 10 10 20

全加算器にてALUを構成できることが理解できる。 10 10 20

演算フラグの役割を理解できる。 10 10 20

命令コードの構成を説明できる。 10 10 20

簡単な命令の逆アセンブル手順を説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
２

２ ４

コンピュータアーキテクチャ１に引き続いて，コンピュー
タの設計手順や構成方法に関する基本的な事項を講義し
ます。ここでは，理解を深めるために，仮想コンピュー
タCOMET ２のほか，実際のマイクロプロセッサを取り
上げます。

実効アドレスを求める手順を説明できる。 10 10 20

LD命令と LAD命令の区別が説明できる。 10 5 15

演算命令でフラグが変化する理由を説明できる。 10 5 15

プログラムカウンタの役割を説明できる。 10 5 15

スタックポインタの役割を説明できる。 10 5 15

命令フェッチサイクルの流れを説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 100
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

２ ３
オペレーティングシステム（OS）の種類と，その基本機
能について学びます。特にサーバでよく使われるUNIX-
OS のコマンドについて一部実習を通じて学び，パソコ
ンOS(Windows）との違いを具体的に理解します。

OSの役割を説明できる。 5 15 20

マルチプログラミングを説明できる。 5 15 20

割り込みを説明できる。 5 15 20

メモリ管理手法を説明できる。 5 15 20

UNIX の代表的なコマンドを列挙できる。 15 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 15 5 0 100

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
１

２ ３

コンピュータネットワークのアーキテクチャ，OSI 参照
モデル，プロトコル，インターネットの成り立ちなどを
学ぶと共に，その構成とアプリケーションを学び，正し
い利用法を知ります。またローカルエリアネットワーク
の構成を学び，将来を展望します。

プロトコルのＯＳＩ７層＆ＴＣＰ／ＩＰ４層モデルを説明できる 15 15

主要なＬＡＮ規格を上げ違いを説明できる 5 15 20

CSMA/CDの原理を説明できる 5 15 20

リピータハブとスイッチングハブの違いを説明できる 15 15

ハブとルータの違いを説明できる 15 15

バーチャル LAN(VLAN) のしくみを説明できる 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 0 0 0 100

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
２

２ ４

インターネットの基本技術ならびに応用技術を理解しま
す。次世代インターネット標準であるIPv6技術の概要と，
応用技術としての音声中継で利用される VoIP 技術を学
びます。また、企業間で特定メンバーのみを接続対象と
するイントラネットとその構成技術も取り上げます。

ＩＰアドレスにおけるサブネットマスクの役割を説明できる。 5 15 20

IPv6 でのアドレス種類について説明できる。 5 15 20

IPv4 に対する IPv6 システムの改善点を説明できる。 15 15

ポート番号変換ＮＡＴ /ＮＡＰＴの動作を説明できる。 10 5 15

DHCPプロトコルの手順を説明できる 10 5 15

メール転送に使用されるプロトコルを説明できる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 75 15 0 0 100

情
報
理
論

２ ４

情報の量 ( ビット ) の定義を行い、情報量の計算をして、
自己情報量や平均情報量を算出します。また、効率のよ
い符号化について学び、さらに、送信されてきた情報を
受信側でチェックし誤りのある場合にはそれを受信側で
訂正できる符号化法についても学習します。

自己情報量が説明できる。 20 20

エントロピーを求めることができる。 20 20

通信系のモデルについて説明できる。 20 20

マルコフ情報源について説明できる。 20 20

２元対称通信路について説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

オ
ー
ト
マ
ト
ン
・
言
語
理
論

２ ５

オートマトン理論に関して、有限オートマトンとそれを
拡張したプッシュダウンオートマトンを学びます。また、
言語理論に関して、有限オートマトンに対応する正規文
法、プッシュダウンオートマトンに対応する文脈自由文
法、これらの文法により生成される正規言語・文脈自由
言語を学びます。

有限オートマトンに対する状態遷移図を構成できる。 20 20

非決定性有限オートマトンから等価な決定性有限オートマトンを構
成できる。 20 20

最簡形の有限オートマンを構成できる。 20 20

有限オートマトンから正規文法を構成できる。 20 20

正規文法から有限オートマトンを構成できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
１

２ ３

モデルコンピュータとしてCOMET ２を取り上げ，コン
ピュータの設計思想であるコンピュータアーキテクチャ
について，ハードウェアとソフトウェアの機能分担を中
心に講義します。最初に，コンピュータアーキテクチャ
の基本となる論理回路について復習します。続いて，コ
ンピュータを構成する算術論理演算装置 (ALU)，メモリ，
入出力の実現方式について解説します。

ノイマン・コンピュータの基本構成を理解できる。 10 10 20

全加算器にてALUを構成できることが理解できる。 10 10 20

演算フラグの役割を理解できる。 10 10 20

命令コードの構成を説明できる。 10 10 20

簡単な命令の逆アセンブル手順を説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
２

２ ４

コンピュータアーキテクチャ１に引き続いて，コンピュー
タの設計手順や構成方法に関する基本的な事項を講義し
ます。ここでは，理解を深めるために，仮想コンピュー
タCOMET ２のほか，実際のマイクロプロセッサを取り
上げます。

実効アドレスを求める手順を説明できる。 10 10 20

LD命令と LAD命令の区別が説明できる。 10 5 15

演算命令でフラグが変化する理由を説明できる。 10 5 15

プログラムカウンタの役割を説明できる。 10 5 15

スタックポインタの役割を説明できる。 10 5 15

命令フェッチサイクルの流れを説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 0 0 0 100
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

２ ３
オペレーティングシステム（OS）の種類と，その基本機
能について学びます。特にサーバでよく使われるUNIX-
OS のコマンドについて一部実習を通じて学び，パソコ
ンOS(Windows）との違いを具体的に理解します。

OSの役割を説明できる。 5 15 20

マルチプログラミングを説明できる。 5 15 20

割り込みを説明できる。 5 15 20

メモリ管理手法を説明できる。 5 15 20

UNIX の代表的なコマンドを列挙できる。 15 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 15 5 0 100

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
１

２ ３

コンピュータネットワークのアーキテクチャ，OSI 参照
モデル，プロトコル，インターネットの成り立ちなどを
学ぶと共に，その構成とアプリケーションを学び，正し
い利用法を知ります。またローカルエリアネットワーク
の構成を学び，将来を展望します。

プロトコルのＯＳＩ７層＆ＴＣＰ／ＩＰ４層モデルを説明できる 15 15

主要なＬＡＮ規格を上げ違いを説明できる 5 15 20

CSMA/CDの原理を説明できる 5 15 20

リピータハブとスイッチングハブの違いを説明できる 15 15

ハブとルータの違いを説明できる 15 15

バーチャル LAN(VLAN) のしくみを説明できる 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 0 0 0 100

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
２

２ ４

インターネットの基本技術ならびに応用技術を理解しま
す。次世代インターネット標準であるIPv6技術の概要と，
応用技術としての音声中継で利用される VoIP 技術を学
びます。また、企業間で特定メンバーのみを接続対象と
するイントラネットとその構成技術も取り上げます。

ＩＰアドレスにおけるサブネットマスクの役割を説明できる。 5 15 20

IPv6 でのアドレス種類について説明できる。 5 15 20

IPv4 に対する IPv6 システムの改善点を説明できる。 15 15

ポート番号変換ＮＡＴ /ＮＡＰＴの動作を説明できる。 10 5 15

DHCPプロトコルの手順を説明できる 10 5 15

メール転送に使用されるプロトコルを説明できる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 75 15 0 0 100

情
報
理
論

２ ４

情報の量 ( ビット ) の定義を行い、情報量の計算をして、
自己情報量や平均情報量を算出します。また、効率のよ
い符号化について学び、さらに、送信されてきた情報を
受信側でチェックし誤りのある場合にはそれを受信側で
訂正できる符号化法についても学習します。

自己情報量が説明できる。 20 20

エントロピーを求めることができる。 20 20

通信系のモデルについて説明できる。 20 20

マルコフ情報源について説明できる。 20 20

２元対称通信路について説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

オ
ー
ト
マ
ト
ン
・
言
語
理
論

２ ５

オートマトン理論に関して、有限オートマトンとそれを
拡張したプッシュダウンオートマトンを学びます。また、
言語理論に関して、有限オートマトンに対応する正規文
法、プッシュダウンオートマトンに対応する文脈自由文
法、これらの文法により生成される正規言語・文脈自由
言語を学びます。

有限オートマトンに対する状態遷移図を構成できる。 20 20

非決定性有限オートマトンから等価な決定性有限オートマトンを構
成できる。 20 20

最簡形の有限オートマンを構成できる。 20 20

有限オートマトンから正規文法を構成できる。 20 20

正規文法から有限オートマトンを構成できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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科
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授
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科
目
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目
群

基
幹
科
目

電
気
回
路
１

２ ２

電気回路はあらゆる電子機器に不可欠であり、情報系学
生も学ばなければならない重要な技術です。この授業で
は、抵抗、コイル、コンデンサを用いた基本的な交流回
路に関する最低限身につけて欲しい常識を演習を交えて
学びます。

正弦波交流電圧・電流波形を方眼紙に描くことができる。 10 10 20

正弦波交流電圧および電流の実効値が理解できる。 10 10 20

リアクタンスおよびインピーダンスが理解できる。 10 10 20

正弦波交流の電圧、電流の位相角が理解できる。 10 10 20

有効電力、無効電力、皮相電力の関係が理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

電
気
回
路
２

２ ３

１年次で学習した「基礎電気回路」および「電気回路１」
を基礎として、複素数を用いて電圧や電流を表すベクト
ル記号法について学びます。また、交流回路の基本的な
法則や計算方法、複雑な回路の電圧や電流を求めるため
の回路解析法について学びます。

複素数の基本的な計算ができる。 15 15

静電容量および自己インダクタンスの複素数表示がわかる。 10 10 20

R、L、Cの直並列回路の合成インピーダンスおよび合成ア ドミタン
スを求めることができる。 10 10 20

R、L、Cの直列回路および並列回路の共振がわかる。 10 5 15

交流ブリッジ回路の平衡条件がわかる。 10 5 15

閉路電流法および節点電圧法によって回路方程式を求めることがで
きる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 65 35 0 0 0 100

情
報
演
習
Ａ

４ ３

コンピュータを中心とする情報機器の基礎となる電気・
電子回路について講義と演習を通して学習します。授業
では、基本的な電気・電子回路の動作原理や特性、電圧・
電流等の計測手法や計測機器の操作方法について学びま
す。

各種抵抗回路の合成抵抗の計算ができる。 10 5 15

ブリッジ回路の特性がわかる。 10 5 15

抵抗、コイル、コンデンサの交流特性がわかる。 10 5 15

ダイオード、トランジスタ、オペアンプの基本的な機能がわかる。 10 5 15

電圧や電流の測定方法がわかる。 10 10 20

テスタやオシロスコープの基本的な操作方法がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 20 20 0 100

情
報
演
習
Ｂ

４ ４
コンピュータや情報機器を構成する論理回路に関する基
礎的な事項について学習します。授業では、講義および
演習に加え、ディジタルＩＣを使用した回路製作の実習
を通して、ハードウェア技術の基礎を体験的に学びます。

ブール代数の定理やカルノー図を用いて論理式を簡単化できる。 10 10 20

真理値表を論理式で表すことができる。 10 10 20

フリップフロップの機能がわかる。 10 10 20

カウンタの機能がわかる。 10 10 20

基本的なディジタルＩＣの機能がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 10 10 0 100

情
報
演
習
Ｃ

４
５
・（
６
）

音声信号の作成方法と記録方法、音声の認識と合成、ア
プレットによるプログラミングについて学びます。また、
発展課題を設けて、調査・研究した事柄についてプレゼ
ンテーション形式で発表します。

平均率音階の周波数を計算できる。 20 20

ファイル内の数値から音声波形を再現できる。 20 20

アプレットによるホームページを作成できる。 20 20

グラフを描画するプログラム、グラフを変換するプログラムを作成
できる。 20 20

プレゼンテーション形式で調査内容を発表できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 100

情
報
演
習
Ｄ

４

（
５
）・
６

C言語による PIC マイコン搭載ライントレースカーの制
御、コンピュータネットワークの接続と設定について学
びます。また、発展課題を設けて、調査・研究した事柄
についてプレゼンテーション形式で発表します。

マイコン特有のC言語記述方法を理解できる。 20 20

マイコンによる制御プログラムが作成できる。 20 20

IP アドレスやネットマスクについて説明できる。 20 20

Windows と Linux におけるネットワークの設定方法を説明できる。 20 20

プレゼンテーション形式で調査内容を発表できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 100

展
開
科
目

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
指
向
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

２ ４

Ｊａｖａ言語のプログラミングについて学びます。Ｃ言
語に類似した部分と、Ｃ言語にはないオブジェクト指向
プログラミングの技術（クラス、インスタンス、継承など）
を学びます。また，グラフィカルユーザインタフェース
（ＧＵＩ　マウスでクリックするボタンなど）を持つプロ
グラムの作り方も学びます。

C言語と Java 言語の違いのポイントを列挙できる。 8 4 4 16

メソッドとその多重定義について説明できる。 8 4 4 16

クラスとインスタンスの違いを説明できる。 8 4 4 16

継承の意味と意義を説明できる。 8 4 4 16

Ｊａｖａアプレットについて説明できる。 8 6 4 18

オブジェクト指向の意義を理解できる。 8 6 4 18

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 48 28 24 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

電
気
回
路
１

２ ２

電気回路はあらゆる電子機器に不可欠であり、情報系学
生も学ばなければならない重要な技術です。この授業で
は、抵抗、コイル、コンデンサを用いた基本的な交流回
路に関する最低限身につけて欲しい常識を演習を交えて
学びます。

正弦波交流電圧・電流波形を方眼紙に描くことができる。 10 10 20

正弦波交流電圧および電流の実効値が理解できる。 10 10 20

リアクタンスおよびインピーダンスが理解できる。 10 10 20

正弦波交流の電圧、電流の位相角が理解できる。 10 10 20

有効電力、無効電力、皮相電力の関係が理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

電
気
回
路
２

２ ３

１年次で学習した「基礎電気回路」および「電気回路１」
を基礎として、複素数を用いて電圧や電流を表すベクト
ル記号法について学びます。また、交流回路の基本的な
法則や計算方法、複雑な回路の電圧や電流を求めるため
の回路解析法について学びます。

複素数の基本的な計算ができる。 15 15

静電容量および自己インダクタンスの複素数表示がわかる。 10 10 20

R、L、Cの直並列回路の合成インピーダンスおよび合成ア ドミタン
スを求めることができる。 10 10 20

R、L、Cの直列回路および並列回路の共振がわかる。 10 5 15

交流ブリッジ回路の平衡条件がわかる。 10 5 15

閉路電流法および節点電圧法によって回路方程式を求めることがで
きる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 65 35 0 0 0 100

情
報
演
習
Ａ

４ ３

コンピュータを中心とする情報機器の基礎となる電気・
電子回路について講義と演習を通して学習します。授業
では、基本的な電気・電子回路の動作原理や特性、電圧・
電流等の計測手法や計測機器の操作方法について学びま
す。

各種抵抗回路の合成抵抗の計算ができる。 10 5 15

ブリッジ回路の特性がわかる。 10 5 15

抵抗、コイル、コンデンサの交流特性がわかる。 10 5 15

ダイオード、トランジスタ、オペアンプの基本的な機能がわかる。 10 5 15

電圧や電流の測定方法がわかる。 10 10 20

テスタやオシロスコープの基本的な操作方法がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 20 20 0 100

情
報
演
習
Ｂ

４ ４
コンピュータや情報機器を構成する論理回路に関する基
礎的な事項について学習します。授業では、講義および
演習に加え、ディジタルＩＣを使用した回路製作の実習
を通して、ハードウェア技術の基礎を体験的に学びます。

ブール代数の定理やカルノー図を用いて論理式を簡単化できる。 10 10 20

真理値表を論理式で表すことができる。 10 10 20

フリップフロップの機能がわかる。 10 10 20

カウンタの機能がわかる。 10 10 20

基本的なディジタルＩＣの機能がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 10 10 0 100

情
報
演
習
Ｃ

４
５
・（
６
）

音声信号の作成方法と記録方法、音声の認識と合成、ア
プレットによるプログラミングについて学びます。また、
発展課題を設けて、調査・研究した事柄についてプレゼ
ンテーション形式で発表します。

平均率音階の周波数を計算できる。 20 20

ファイル内の数値から音声波形を再現できる。 20 20

アプレットによるホームページを作成できる。 20 20

グラフを描画するプログラム、グラフを変換するプログラムを作成
できる。 20 20

プレゼンテーション形式で調査内容を発表できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 100

情
報
演
習
Ｄ

４

（
５
）・
６

C言語による PIC マイコン搭載ライントレースカーの制
御、コンピュータネットワークの接続と設定について学
びます。また、発展課題を設けて、調査・研究した事柄
についてプレゼンテーション形式で発表します。

マイコン特有のC言語記述方法を理解できる。 20 20

マイコンによる制御プログラムが作成できる。 20 20

IP アドレスやネットマスクについて説明できる。 20 20

Windows と Linux におけるネットワークの設定方法を説明できる。 20 20

プレゼンテーション形式で調査内容を発表できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 100

展
開
科
目

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
指
向
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

２ ４

Ｊａｖａ言語のプログラミングについて学びます。Ｃ言
語に類似した部分と、Ｃ言語にはないオブジェクト指向
プログラミングの技術（クラス、インスタンス、継承など）
を学びます。また，グラフィカルユーザインタフェース
（ＧＵＩ　マウスでクリックするボタンなど）を持つプロ
グラムの作り方も学びます。

C言語と Java 言語の違いのポイントを列挙できる。 8 4 4 16

メソッドとその多重定義について説明できる。 8 4 4 16

クラスとインスタンスの違いを説明できる。 8 4 4 16

継承の意味と意義を説明できる。 8 4 4 16

Ｊａｖａアプレットについて説明できる。 8 6 4 18

オブジェクト指向の意義を理解できる。 8 6 4 18

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 48 28 24 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

２ ５

現在ではコンピュータ間通信における事実上の標準と
なっている TCP/IP に関する理解を深めるために，ソケッ
トの概念，IP アドレスとポート番号など，UNIX では標
準的に備わっている機能の理解を進めます。さらに，実
際のUNIX システムを使用した実習を使って，サーバ /
クライアントネットワークプログラムの作成とその動作
確認を行います。

ネットワークシステムのサーバクライアントモデルの原理が説明で
きる。 10 10

TCP/IP の４層モデルの説明ができる。 10 10

TCPと UDPの違いについて説明できる。 10 10 20

ソケット通信プログラムの原理が説明できる。 10 10 20

ポート番号の役割について説明できる。 10 10 20

マルチプロセス・マルチスレッドによる効果を説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 0 0 100

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
工
学

２ ５

大規模なソフトウェアを工学的なアプローチで開発する
ための方法であるソフトウェア工学について学びます。
構造化分析手法とオブジェクト指向分析・設計手法を中
心に、ソフトウェア開発に必要な様々な考え方を学びま
す。

ソフトウェア開発プロセスを説明できる。 20 20

要求分析における基本事項を説明できる。 20 20

構造化分析手法の手順を示すことができる。 20 20

オブジェクト指向分析・設計手法の手順を示すことができる。 20 20

ソフトウェアのテスト手法を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

コ
ン
パ
イ
ラ
構
成
法

２ ６

コンパイラは、プログラミング言語で記述されたソース
プログラムを機械語プログラムに翻訳するソフトウェア
です。コンパイラを構成するための技術体系として、コ
ンパイラの構成を理解した後、コンパイラの中核技術と
なる字句解析・構文解析・意味解析・コード生成の技法
について学習します。

コンパイラの構成を説明できる。 20 20

コンパイラの字句解析技法を説明できる。 20 20

コンパイラの構文解析技法を説明できる。 20 20

コンパイラの意味解析技法を説明できる。 20 20

コンパイラのコード生成技法を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

２ ６

データベースのモデル論とシステム論を学習します。モ
デル論としては、基本概念、関係データモデル、データベー
ス言語ＳＱＬ、データベースの設計法を学びます。さらに、
システム論として、データベースシステムの主要な構築
技術を学びます。

関係データモデルを説明できる 10 10

関係代数の演算を説明できる。 20 20

関係データベース言語ＳＱＬを使って問合せを作成できる。 10 20 30

関係スキーマを設計できる。 20 20

データベースのシステム化技術を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 0 100

信
号
処
理
基
礎

２ ４

信号処理とは時間的あるいは空間的に変化する情報を、
数学的手法を用いてある目的に適合するように加工する
ことである。この授業では、その基礎的位置づけとして、
連続時間（アナログ量）に対する信号の表現方法や、信
号の特性を把握するための数学について学びます。

周波数と周期の関係がわかる。 10 5 10

信号の大きさと位相がわかる。 10 5 10

フーリエ級数展開の物理的意味がわかる。 10 5 5 15

オイラーの公式を使って複素正弦波が説明できる。 10 20

複素フーリエ級数展開を使って周波数スペクトルを求めることがで
きる。 10 5 5 25

フーリエ変換の物理的意味がわかる。 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 35 15 5 15 100

デ
ィ
ジ
タ
ル
信
号
処
理

２ ５
フーリエ変換・ラプラス変換とその離散版および標本化
定理など信号処理の基礎を学んだ上で，それらの応用と
して，周波数分析や離散時間システム（ディジタル・フィ
ルタ）について学びます。

離散フーリエ変換を知っている。 10 15 25

z 変換を知っている。 10 15 25

システムの極と安定性がわかる。 5 20 25

ディジタル・フィルタのブロック図がわかる 5 20 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 70 0 0 0 100

音
声
画
像
処
理

２ ６
ディジタル信号処理の発展として，音声・画像のフーリ
エ変換，予測，フィルタリング，画像の特徴抽出法など
を学び，圧縮・合成・パターン認識など音声画像の豊富
な応用技術に向けて視野を広げます。

音声のスペクトルを説明できる。 5 20 25

線形予測分析を理解できる。 5 20 25

画像のフィルタリングを理解できる。 5 20 25

画像特徴抽出の考え方を理解できる。 5 20 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 0 0 0 100

パ
タ
ー
ン
情
報
処
理

２ ５
本パターン情報処理講義において、パターン情報処理の
基本概念を説明し、基本構成 ( 前処理、特徴量、識別手
法な手法 ) を説明します。これらの基本要素の実問題へ
の適用方法を具体的に説明します。

パターン情報処理における処理過程 ( 前処理、特徴量、識別アルゴ
リズムなど ) を理解する 20 10 30

パターン情報処理で使用する数理的基礎を理解する 10 10 20

パターン情報処理における各種アルゴリズムを理解する 10 10 20

パターン情報処理が適用可能な実問題を理解する 10 5 15

実問題のパターン情報処理による解決方法を説明する 5 10 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 35 5 10 0 100
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科
目
群

区
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授
業
科
目

履修区分 
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開
講
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必
修
選
択
自
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専
門
科
目
群

展
開
科
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

２ ５

現在ではコンピュータ間通信における事実上の標準と
なっている TCP/IP に関する理解を深めるために，ソケッ
トの概念，IP アドレスとポート番号など，UNIX では標
準的に備わっている機能の理解を進めます。さらに，実
際のUNIX システムを使用した実習を使って，サーバ /
クライアントネットワークプログラムの作成とその動作
確認を行います。

ネットワークシステムのサーバクライアントモデルの原理が説明で
きる。 10 10

TCP/IP の４層モデルの説明ができる。 10 10

TCPと UDPの違いについて説明できる。 10 10 20

ソケット通信プログラムの原理が説明できる。 10 10 20

ポート番号の役割について説明できる。 10 10 20

マルチプロセス・マルチスレッドによる効果を説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 0 0 100

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
工
学

２ ５

大規模なソフトウェアを工学的なアプローチで開発する
ための方法であるソフトウェア工学について学びます。
構造化分析手法とオブジェクト指向分析・設計手法を中
心に、ソフトウェア開発に必要な様々な考え方を学びま
す。

ソフトウェア開発プロセスを説明できる。 20 20

要求分析における基本事項を説明できる。 20 20

構造化分析手法の手順を示すことができる。 20 20

オブジェクト指向分析・設計手法の手順を示すことができる。 20 20

ソフトウェアのテスト手法を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

コ
ン
パ
イ
ラ
構
成
法

２ ６

コンパイラは、プログラミング言語で記述されたソース
プログラムを機械語プログラムに翻訳するソフトウェア
です。コンパイラを構成するための技術体系として、コ
ンパイラの構成を理解した後、コンパイラの中核技術と
なる字句解析・構文解析・意味解析・コード生成の技法
について学習します。

コンパイラの構成を説明できる。 20 20

コンパイラの字句解析技法を説明できる。 20 20

コンパイラの構文解析技法を説明できる。 20 20

コンパイラの意味解析技法を説明できる。 20 20

コンパイラのコード生成技法を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

２ ６

データベースのモデル論とシステム論を学習します。モ
デル論としては、基本概念、関係データモデル、データベー
ス言語ＳＱＬ、データベースの設計法を学びます。さらに、
システム論として、データベースシステムの主要な構築
技術を学びます。

関係データモデルを説明できる 10 10

関係代数の演算を説明できる。 20 20

関係データベース言語ＳＱＬを使って問合せを作成できる。 10 20 30

関係スキーマを設計できる。 20 20

データベースのシステム化技術を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 0 0 100

信
号
処
理
基
礎

２ ４

信号処理とは時間的あるいは空間的に変化する情報を、
数学的手法を用いてある目的に適合するように加工する
ことである。この授業では、その基礎的位置づけとして、
連続時間（アナログ量）に対する信号の表現方法や、信
号の特性を把握するための数学について学びます。

周波数と周期の関係がわかる。 10 5 10

信号の大きさと位相がわかる。 10 5 10

フーリエ級数展開の物理的意味がわかる。 10 5 5 15

オイラーの公式を使って複素正弦波が説明できる。 10 20

複素フーリエ級数展開を使って周波数スペクトルを求めることがで
きる。 10 5 5 25

フーリエ変換の物理的意味がわかる。 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 35 15 5 15 100

デ
ィ
ジ
タ
ル
信
号
処
理

２ ５
フーリエ変換・ラプラス変換とその離散版および標本化
定理など信号処理の基礎を学んだ上で，それらの応用と
して，周波数分析や離散時間システム（ディジタル・フィ
ルタ）について学びます。

離散フーリエ変換を知っている。 10 15 25

z 変換を知っている。 10 15 25

システムの極と安定性がわかる。 5 20 25

ディジタル・フィルタのブロック図がわかる 5 20 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 70 0 0 0 100

音
声
画
像
処
理

２ ６
ディジタル信号処理の発展として，音声・画像のフーリ
エ変換，予測，フィルタリング，画像の特徴抽出法など
を学び，圧縮・合成・パターン認識など音声画像の豊富
な応用技術に向けて視野を広げます。

音声のスペクトルを説明できる。 5 20 25

線形予測分析を理解できる。 5 20 25

画像のフィルタリングを理解できる。 5 20 25

画像特徴抽出の考え方を理解できる。 5 20 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 0 0 0 100

パ
タ
ー
ン
情
報
処
理

２ ５
本パターン情報処理講義において、パターン情報処理の
基本概念を説明し、基本構成 ( 前処理、特徴量、識別手
法な手法 ) を説明します。これらの基本要素の実問題へ
の適用方法を具体的に説明します。

パターン情報処理における処理過程 ( 前処理、特徴量、識別アルゴ
リズムなど ) を理解する 20 10 30

パターン情報処理で使用する数理的基礎を理解する 10 10 20

パターン情報処理における各種アルゴリズムを理解する 10 10 20

パターン情報処理が適用可能な実問題を理解する 10 5 15

実問題のパターン情報処理による解決方法を説明する 5 10 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 35 5 10 0 100
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制
御
工
学

２ ５
制御とは機械やロボットを思い通りに動かすために必要
となる要素技術です。この授業では、制御を行なう対象
がどのような特性を有するのかを解析する手法と、制御
をするための方法について学びます。

制御対象をモデル化することができる。 5 5 5 15

状態変数や極の物理的意味がわかる。 10 5 15

制御ができるための条件がわかる。 10 5 15

制御系の安定性を確認することができる。 10 5 15

状態フィードバック制御を使って極を配置することができる。 10 5 5 20

制御系を最適化する方法がわかる。 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 20 15 0 15 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

２ ６
分散システムを理論的に捉え、いくつかの問題やそれを
解決する分散アルゴリズムの学習を通して、それらの持
つ本質的な性質を理解し、分散システム上での新たなサー
ビスの開発や提案のための基礎知識を身に付けます。

分散システムとそのモデルを理解し説明できる 20 20

分散アルゴリズムとその評価尺度を理解し説明できる 20 20

分散システム固有の問題とその解決法を列挙できる 20 20

分散システムの非同期性と局所性を理解し説明できる 20 20

分散システム上での故障について理解し説明できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

２ ６

情報ネットワークを安全面から支える情報セキュリティ
について学びます。まず、情報セキュリティの基礎とな
る暗号理論を学びます。暗号理論では、共通鍵暗号方式
と公開鍵暗号方式について学びます。さらに公開鍵基盤
について学びます。情報セキュリティでは、実際に利用
されている暗号化通信技術とその問題点について学びま
す。

共通鍵暗号方式を理解できる。 15 15 30

公開鍵暗号方式を理解できる。 15 15 30

公開鍵暗号基盤を理解できる。 10 10

SSL/TLS を理解できる。 10 10

情報セキュリティの 3要素を理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 70 0 0 0 100

通
信
工
学

２ ７

情報通信ネットワークのベースとなる情報の伝送、信号
の伝送に関する基礎概念の理解と、通信方式に関する知
識の習得を目的とし、通信システムの構成、各種アナロ
グ変調 ･復調方式およびディジタル信号伝送の基礎知識
を学びます。

変調と復調の役割がわかる。 10 5 5 15

振幅変調がわかる。 5 5 5 5 25

搬送波抑圧振幅変調および単側波帯振幅変調がわかる。 10 5 5 20

周波数変調と位相変調がわかる。 5 5 5 5 20

パルス符合変調の概要がわかる。 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 20 5 100

人
工
知
能

２ ６
人工知能の基本的技術である探索，推論，知識の表現，
学習などを学び，また応用事例を学ぶことにより，人工
知能を一般に使われるようなあいまいなものでなく学術
分野で使われるときの意味を理解します。

人工知能の目的と課題を列挙できる。  20 15

人工知能について事例をあげ説明できる。 20  20

人工知能における知識と推論の技術を説明できる。 20   20

人工知能における知識獲得の手法を説明できる。 20   20

人工知能におけるルール獲得の手法を説明できる。 20   25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40 30 15 0 100
ソ
フ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ

２ ７
コンピュータという機械による固い情報処理の限界を破
る試みとして，著しい前進を遂げつつある「柔らかい情
報処理」－ニューロ・ファジイ・遺伝的アルゴリズムに
よる情報処理－について学びます。

脳とニューロンモデルの関係を説明できる。 10 10 20

誤差逆伝搬法による学習を説明できる。 10 10 20

ニューラルネットによるパターン認識を説明できる。 10 10 20

ファジイ制御の考え方を説明できる。 10 10 20

遺伝的アルゴリズムの流れを説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 20 10 10 100

デ
ィ
ジ
タ
ル
回
路

２ ５
情報機器を構成する実用的なディジタル回路の実現に必
要な，デコーダやマルチプレクサ等の各種組合せ回路や，
カウンタやシフトレジスタ等の順序回路の機能や特徴お
よびそれらの設計方法について学びます。 

エンコーダ，デコーダの機能がわかる。 10 10 20

マルチプレクサ，デマルチプレクサの機能がわかる。 10 10 20

非同期式カウンタの仕組みがわかる。 10 10 20

同期式カウンタの仕組みがわかる。 10 10 20

シフトレジスタの機能がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

電
子
回
路

２ ６

電子デバイスの基礎となる半導体の性質，電子回路を構
成するダイオードやトランジスタ等の電子デバイスの仕
組み，基本的な増幅回路の動作原理およびその解析方法，
代表的なアナログ ＩＣであるオペアンプについて学びま
す。

ダイオードの仕組みがわかる。 10 10 20

MOSFET の仕組みがわかる。 10 10 20

バイポーラトランジスタの仕組みがわかる。 10 10 20

基本的な増幅回路の動作原理がわかる。 10 10 20

オペアンプの特徴がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

制
御
工
学

２ ５
制御とは機械やロボットを思い通りに動かすために必要
となる要素技術です。この授業では、制御を行なう対象
がどのような特性を有するのかを解析する手法と、制御
をするための方法について学びます。

制御対象をモデル化することができる。 5 5 5 15

状態変数や極の物理的意味がわかる。 10 5 15

制御ができるための条件がわかる。 10 5 15

制御系の安定性を確認することができる。 10 5 15

状態フィードバック制御を使って極を配置することができる。 10 5 5 20

制御系を最適化する方法がわかる。 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 20 15 0 15 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

２ ６
分散システムを理論的に捉え、いくつかの問題やそれを
解決する分散アルゴリズムの学習を通して、それらの持
つ本質的な性質を理解し、分散システム上での新たなサー
ビスの開発や提案のための基礎知識を身に付けます。

分散システムとそのモデルを理解し説明できる 20 20

分散アルゴリズムとその評価尺度を理解し説明できる 20 20

分散システム固有の問題とその解決法を列挙できる 20 20

分散システムの非同期性と局所性を理解し説明できる 20 20

分散システム上での故障について理解し説明できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

２ ６

情報ネットワークを安全面から支える情報セキュリティ
について学びます。まず、情報セキュリティの基礎とな
る暗号理論を学びます。暗号理論では、共通鍵暗号方式
と公開鍵暗号方式について学びます。さらに公開鍵基盤
について学びます。情報セキュリティでは、実際に利用
されている暗号化通信技術とその問題点について学びま
す。

共通鍵暗号方式を理解できる。 15 15 30

公開鍵暗号方式を理解できる。 15 15 30

公開鍵暗号基盤を理解できる。 10 10

SSL/TLS を理解できる。 10 10

情報セキュリティの 3要素を理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 70 0 0 0 100

通
信
工
学

２ ７

情報通信ネットワークのベースとなる情報の伝送、信号
の伝送に関する基礎概念の理解と、通信方式に関する知
識の習得を目的とし、通信システムの構成、各種アナロ
グ変調 ･復調方式およびディジタル信号伝送の基礎知識
を学びます。

変調と復調の役割がわかる。 10 5 5 15

振幅変調がわかる。 5 5 5 5 25

搬送波抑圧振幅変調および単側波帯振幅変調がわかる。 10 5 5 20

周波数変調と位相変調がわかる。 5 5 5 5 20

パルス符合変調の概要がわかる。 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 20 5 100

人
工
知
能

２ ６
人工知能の基本的技術である探索，推論，知識の表現，
学習などを学び，また応用事例を学ぶことにより，人工
知能を一般に使われるようなあいまいなものでなく学術
分野で使われるときの意味を理解します。

人工知能の目的と課題を列挙できる。  20 15

人工知能について事例をあげ説明できる。 20  20

人工知能における知識と推論の技術を説明できる。 20   20

人工知能における知識獲得の手法を説明できる。 20   20

人工知能におけるルール獲得の手法を説明できる。 20   25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 15 40 30 15 0 100
ソ
フ
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ

２ ７
コンピュータという機械による固い情報処理の限界を破
る試みとして，著しい前進を遂げつつある「柔らかい情
報処理」－ニューロ・ファジイ・遺伝的アルゴリズムに
よる情報処理－について学びます。

脳とニューロンモデルの関係を説明できる。 10 10 20

誤差逆伝搬法による学習を説明できる。 10 10 20

ニューラルネットによるパターン認識を説明できる。 10 10 20

ファジイ制御の考え方を説明できる。 10 10 20

遺伝的アルゴリズムの流れを説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 20 10 10 100

デ
ィ
ジ
タ
ル
回
路

２ ５
情報機器を構成する実用的なディジタル回路の実現に必
要な，デコーダやマルチプレクサ等の各種組合せ回路や，
カウンタやシフトレジスタ等の順序回路の機能や特徴お
よびそれらの設計方法について学びます。 

エンコーダ，デコーダの機能がわかる。 10 10 20

マルチプレクサ，デマルチプレクサの機能がわかる。 10 10 20

非同期式カウンタの仕組みがわかる。 10 10 20

同期式カウンタの仕組みがわかる。 10 10 20

シフトレジスタの機能がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100

電
子
回
路

２ ６

電子デバイスの基礎となる半導体の性質，電子回路を構
成するダイオードやトランジスタ等の電子デバイスの仕
組み，基本的な増幅回路の動作原理およびその解析方法，
代表的なアナログ ＩＣであるオペアンプについて学びま
す。

ダイオードの仕組みがわかる。 10 10 20

MOSFET の仕組みがわかる。 10 10 20

バイポーラトランジスタの仕組みがわかる。 10 10 20

基本的な増幅回路の動作原理がわかる。 10 10 20

オペアンプの特徴がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

組
込
シ
ス
テ
ム
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

２ ６

自動車や通信情報機器等私たちの身の回りにはマイクロ
コンピュータを組込んだシステムが多く導入されていま
す。この講義では，よく利用されている組込みコンピュー
タを題材として取り上げ，C言語で記述されたプログラ
ミング手法の理解をとおして，組込み系コンピュータの
機能，構造を学びます。

組込システムの基本的な仕組み（ハードウェア構成）を理解できる。 10 10

マイコン用ヘッダファイルの記述内容が理解できる。 10 10

汎用入出力プログラムの記述内容が理解できる。 20 10 30

タイマ制御プログラムの記述内容が理解できる。 20 10 30

割込みの動作内容が理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 30 0 0 100

リ
ア
ル
タ
イ
ム
シ
ス
テ
ム

２ ７

我々の身近な製品から産業機械にいたるまで，その動作
はリアルタイム性が重視され，リアルタイムシステムと
しての性質を持っています。本講義では，リアルタイム
システム構築に必要なソフトウェア（リアルタイムOS）
技術，ハードウェア技術，システム開発設計手法の基本
的な技術内容について学びます。

リアルタイムＯＳの導入メリットについて理解できる。 10 10

リアルタイムＯＳの機能について理解できる。 20 20

リアルタイムＯＳのスケジューリング技法について理解できる。 20 20

マルチタスクのシーケンス図を表現できる。 20 20 40

リアルタイムシステムを構成する基本ハードウェアについて理解で
きる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 20 0 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
セ
ン
シ
ン
グ

２ ５

家電製品などの民生品からロボットなどの産業機器に到
るまで、あらゆる機器にセンサが組み込まれており、セ
ンサは我々の生活を支えています。この講義では、セン
サの原理から、センサ信号をマイクロコンピュータに取
り込むまでの技術について学びます。

センシングの概念や単位・誤差が理解できる。 20 20

よく使われているセンサの検出原理が理解できる。 20 20

アナログ量をディジタル量に変換するAD変換の原理が理解できる。 20 20

画像によるセンシングの概要が理解できる。 20 20

センサ信号の入力から表示までのブロック図を描くことができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 10 0 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

２ ６

ロボットをはじめとして、あらゆる機器・装置の制御に
はコンピュータが使われています。この講義では、コン
ピュータ制御の基礎となるフィードバック制御から、コ
ンピュータコントロール系の構成要素や機能などを学び
ます。

シーケンス制御系の構成要素をあげ、その構成・機能を説明できる。 20 20

フィードバック制御系の構成要素をあげ，その構成・機能を説明で
きる。 20 20

制御装置に制御用コンピュータを使う場合の利点をあげることがで
きる。 20 20

コンピュータ制御系の基本的構成要素をあげ，その機能を説明でき
る。 20 20

マイコン制御の応用事例を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
最
新
技
術

２ ７

コンピュータ技術は日進月歩で発展し、変化しています。
この講義では、最新のコンピュータ技術について、原理、
構成、応用、発展可能性などを学び、卒業後も継続的に
学ぶ姿勢を身につけ、技術者として長く活躍できること
を目指します。

コンピュータやネットワークの進歩の歴史を説明できること。 10 10

最新のコンピュータＯＳの利用動向に関して説明できること。 30 30

最新のコンピュータ制御技術の動向について説明できること。 30 30

最新のコンピュータ応用技術の動向について説明できること。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

２ ５
IP ネットワーキング技術の観点から、通信プロトコルの
動作を階層横断的に理解します。メール、Web などの代
表的なネットワークサービスを例題として、ネットワー
ク各層の働きを理解します。

TCP/IP ４層モデルの各レイヤの働きを説明できる。 20 20

メール、Web などのアプリケーション層のプロトコルを説明できる。 20 20

名前解決システムの構造を説明できる。 20 20

TCP における輻輳制御の手法を説明できる。 20 20

マルチキャスト・ルーティング・プロトコルの動作を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
コ
ン
テ
ン
ツ

２ ６

インターネットを介した情報発信および情報共有のしく
み、通信と放送の関係について具体例を通してネットワー
ク活用とその有用性について学びます。電子商取引技術・
情報セキュリティ・ネットワーク著作権についても触れ
ます。

漢字コードとその構成を説明できる 10 5 15

HTTP プロトコルについてその動作フローを説明できる 5 10 5 20

メール転送に利用されるプロトフルの動作フローを説明できる 15 5 20

メール拡張規格ＭＩＭＥについて説明できる 15 5 20

XML が広い範囲で利用される理由が説明できる 10 5 15

IP マルチキャストで動作するプロトフルについて説明できる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 15 65 20 0 0 100
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
最
新
技
術

２ ７

ネットワーク技術は日進月歩で発展し、変化しています。
この講義では、最新のネットワーク技術について、原理、
構成、応用、発展可能性などを学び、卒業後も継続的に
学ぶ姿勢を身につけ、技術者として長く活躍できること
を目指します。

コンピュータやネットワークの進歩の歴史を説明できる。 10 10

最新のコンピュータＯＳの利用動向に関して説明できる。 30 30

最新のネットワーク応用技術の動向について説明できる。 30 30

最新のネットワーク制御技術の動向について説明できる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

組
込
シ
ス
テ
ム
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

２ ６

自動車や通信情報機器等私たちの身の回りにはマイクロ
コンピュータを組込んだシステムが多く導入されていま
す。この講義では，よく利用されている組込みコンピュー
タを題材として取り上げ，C言語で記述されたプログラ
ミング手法の理解をとおして，組込み系コンピュータの
機能，構造を学びます。

組込システムの基本的な仕組み（ハードウェア構成）を理解できる。 10 10

マイコン用ヘッダファイルの記述内容が理解できる。 10 10

汎用入出力プログラムの記述内容が理解できる。 20 10 30

タイマ制御プログラムの記述内容が理解できる。 20 10 30

割込みの動作内容が理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 30 0 0 100

リ
ア
ル
タ
イ
ム
シ
ス
テ
ム

２ ７

我々の身近な製品から産業機械にいたるまで，その動作
はリアルタイム性が重視され，リアルタイムシステムと
しての性質を持っています。本講義では，リアルタイム
システム構築に必要なソフトウェア（リアルタイムOS）
技術，ハードウェア技術，システム開発設計手法の基本
的な技術内容について学びます。

リアルタイムＯＳの導入メリットについて理解できる。 10 10

リアルタイムＯＳの機能について理解できる。 20 20

リアルタイムＯＳのスケジューリング技法について理解できる。 20 20

マルチタスクのシーケンス図を表現できる。 20 20 40

リアルタイムシステムを構成する基本ハードウェアについて理解で
きる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 20 0 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
セ
ン
シ
ン
グ

２ ５

家電製品などの民生品からロボットなどの産業機器に到
るまで、あらゆる機器にセンサが組み込まれており、セ
ンサは我々の生活を支えています。この講義では、セン
サの原理から、センサ信号をマイクロコンピュータに取
り込むまでの技術について学びます。

センシングの概念や単位・誤差が理解できる。 20 20

よく使われているセンサの検出原理が理解できる。 20 20

アナログ量をディジタル量に変換するAD変換の原理が理解できる。 20 20

画像によるセンシングの概要が理解できる。 20 20

センサ信号の入力から表示までのブロック図を描くことができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 10 0 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

２ ６

ロボットをはじめとして、あらゆる機器・装置の制御に
はコンピュータが使われています。この講義では、コン
ピュータ制御の基礎となるフィードバック制御から、コ
ンピュータコントロール系の構成要素や機能などを学び
ます。

シーケンス制御系の構成要素をあげ、その構成・機能を説明できる。 20 20

フィードバック制御系の構成要素をあげ，その構成・機能を説明で
きる。 20 20

制御装置に制御用コンピュータを使う場合の利点をあげることがで
きる。 20 20

コンピュータ制御系の基本的構成要素をあげ，その機能を説明でき
る。 20 20

マイコン制御の応用事例を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
最
新
技
術

２ ７

コンピュータ技術は日進月歩で発展し、変化しています。
この講義では、最新のコンピュータ技術について、原理、
構成、応用、発展可能性などを学び、卒業後も継続的に
学ぶ姿勢を身につけ、技術者として長く活躍できること
を目指します。

コンピュータやネットワークの進歩の歴史を説明できること。 10 10

最新のコンピュータＯＳの利用動向に関して説明できること。 30 30

最新のコンピュータ制御技術の動向について説明できること。 30 30

最新のコンピュータ応用技術の動向について説明できること。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

２ ５
IP ネットワーキング技術の観点から、通信プロトコルの
動作を階層横断的に理解します。メール、Web などの代
表的なネットワークサービスを例題として、ネットワー
ク各層の働きを理解します。

TCP/IP ４層モデルの各レイヤの働きを説明できる。 20 20

メール、Web などのアプリケーション層のプロトコルを説明できる。 20 20

名前解決システムの構造を説明できる。 20 20

TCP における輻輳制御の手法を説明できる。 20 20

マルチキャスト・ルーティング・プロトコルの動作を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
コ
ン
テ
ン
ツ

２ ６

インターネットを介した情報発信および情報共有のしく
み、通信と放送の関係について具体例を通してネットワー
ク活用とその有用性について学びます。電子商取引技術・
情報セキュリティ・ネットワーク著作権についても触れ
ます。

漢字コードとその構成を説明できる 10 5 15

HTTP プロトコルについてその動作フローを説明できる 5 10 5 20

メール転送に利用されるプロトフルの動作フローを説明できる 15 5 20

メール拡張規格ＭＩＭＥについて説明できる 15 5 20

XML が広い範囲で利用される理由が説明できる 10 5 15

IP マルチキャストで動作するプロトフルについて説明できる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 15 65 20 0 0 100
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
最
新
技
術

２ ７

ネットワーク技術は日進月歩で発展し、変化しています。
この講義では、最新のネットワーク技術について、原理、
構成、応用、発展可能性などを学び、卒業後も継続的に
学ぶ姿勢を身につけ、技術者として長く活躍できること
を目指します。

コンピュータやネットワークの進歩の歴史を説明できる。 10 10

最新のコンピュータＯＳの利用動向に関して説明できる。 30 30

最新のネットワーク応用技術の動向について説明できる。 30 30

最新のネットワーク制御技術の動向について説明できる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

２ ６
マルチメディアとディジタルコミュニケーションについ
ての基本的な知識、および文書、画像、映像のマルチメディ
アを処理する技術について実習を交えて学びます。

 画像をディジタル化するための基本的な流れを説明できる。 10 10 20

ラスタ形式とビットマップ形式の画像の違いについて説明できる。 10 10 20

ディジタル画像における色の表現方法について説明できる。 10 10 20

Adobe Photoshop と Adobe Illustrator の違いを理解し、目的にあっ
たソフトウェアを選択して使うことができる。 10 10 20

Adobe Photoshop と Adobe Illustrator の基本的な操作方法がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 20 20 0 100

Ｃ
Ａ
Ｄ

２ ７
ＣＡＤ機能の理解とＣＡＤ作図法の基本について学び，
ＣＡＤを用いた電子回路の作図を通して製図に関する規
格，図記号等について学びます。

AutoCADの基本操作ができる。 40 40

CADを用いて機械部品を製図することができる。 30 30

CADを用いて電気回路図を製図することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

関
連
科
目

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

（
学
外
研
修
）

２ ６

大学で学んだ専門分野に関係する企業や団体などで実務
を体験し、社会で情報技術がどのように活かされている
か、また企業や団体の活動がどのように進められている
かを理解します。この体験を残された大学での学習に生
かすとともに、将来の職業選択に生かします。

社会で情報技術がどのように活かされているか理解することができ
る。 10 15 25

企業や団体の活動がどのように進められているかを理解することが
できる。 10 10 5 25

企業や団体での体験を大学での学習に生かすことができる。 10 10 5 25

企業や団体での体験を将来の職業選択に生かすことができる。 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 45 30 15 100

技
術
者
倫
理

２ ７

技術者には，技術が社会や環境にもたらす影響を考え，
倫理的に正しく行動することが求められています。この
授業では，討論形式で重大事故や失敗事例の具体的検討
を行い，技術者としての対応を探り，技術者の役割と倫
理的行動について理解します。

いわゆる「倫理」と「技術者倫理」の違いについて説明できる。  20 20

安全，安心，リスクという用語を説明できる。 20  20

技術が社会や環境に及ぼす影響を説明できる。 20  20

重大事故や失敗事例に対して，技術者としての対応の仕方について
討論ができる。 10 10 20

技術者の役割とその倫理的行動について理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 20 100

知
的
財
産
権
論

２ ８

知的財産権の種類，権利の内容および知的財産権が守ら
れている法律について鳥瞰し，中でも最も重要な特許権
に関し，特許権取得までの手続き，特許権の存続期間，
特許実施権について学びます。さらに特許権係争事例を
通じて知的財産権の重要性を学びます。

知的財産権の種類と知的財産制度の基礎となる法律がわかる。 15 15

企業での特許制度活用状況がわかる。 15 15

特許権の出願から特許権取得までの手続きがわかる。 15 15

特許権の内容と活用について説明できる。 15 15

実用新案制度、意匠制度、商標制度と特許制度の違いがわかる。 20 20

コンピュータソフト関連の発明を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

卒
業
研
究

セ
ミ
ナ
１

２ ７卒業研究の指導教員の下で、卒業研究に沿ったテーマや、卒業研究に関連した専門分野の知識の向上を図ります。

卒業研究の基礎となる知識や技術がわかる。 20 20 20 20 80

卒業研究に関連したツールや装置を活用できる。 20 20

0

0

0

0

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

セ
ミ
ナ
２

２ ８
セミナ１に続いて、卒業研究の指導教員の下で、卒業研
究に沿ったテーマや、卒業研究に関連した専門分野の知
識の向上を図ります。

卒業研究の基礎となる知識や技術がわかる。 20 20 20 20 80

卒業研究に関連したツールや装置を活用できる。 20 20

0

0

0

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

卒
業
研
究

６
７
・
８

卒業研究の指導教員の下で特定の研究テーマに関して、
実験、シミュレーション、解析、設計、調査等を行い、
技術者としてのレベルアップを図ります。卒業研究が進
んだ段階では、研究テーマについてのディスカッション
や発表を行います。 

卒業研究の内容に不可欠な知識や技術を理解している。 10 20 20 20 70

卒業研究の内容を卒業論文にまとめて発表できる。 10 10 10 30

0

0

0

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 20 30 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

２ ６
マルチメディアとディジタルコミュニケーションについ
ての基本的な知識、および文書、画像、映像のマルチメディ
アを処理する技術について実習を交えて学びます。

 画像をディジタル化するための基本的な流れを説明できる。 10 10 20

ラスタ形式とビットマップ形式の画像の違いについて説明できる。 10 10 20

ディジタル画像における色の表現方法について説明できる。 10 10 20

Adobe Photoshop と Adobe Illustrator の違いを理解し、目的にあっ
たソフトウェアを選択して使うことができる。 10 10 20

Adobe Photoshop と Adobe Illustrator の基本的な操作方法がわかる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 20 20 0 100

Ｃ
Ａ
Ｄ

２ ７
ＣＡＤ機能の理解とＣＡＤ作図法の基本について学び，
ＣＡＤを用いた電子回路の作図を通して製図に関する規
格，図記号等について学びます。

AutoCADの基本操作ができる。 40 40

CADを用いて機械部品を製図することができる。 30 30

CADを用いて電気回路図を製図することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100

関
連
科
目

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

（
学
外
研
修
）

２ ６

大学で学んだ専門分野に関係する企業や団体などで実務
を体験し、社会で情報技術がどのように活かされている
か、また企業や団体の活動がどのように進められている
かを理解します。この体験を残された大学での学習に生
かすとともに、将来の職業選択に生かします。

社会で情報技術がどのように活かされているか理解することができ
る。 10 15 25

企業や団体の活動がどのように進められているかを理解することが
できる。 10 10 5 25

企業や団体での体験を大学での学習に生かすことができる。 10 10 5 25

企業や団体での体験を将来の職業選択に生かすことができる。 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 45 30 15 100

技
術
者
倫
理

２ ７

技術者には，技術が社会や環境にもたらす影響を考え，
倫理的に正しく行動することが求められています。この
授業では，討論形式で重大事故や失敗事例の具体的検討
を行い，技術者としての対応を探り，技術者の役割と倫
理的行動について理解します。

いわゆる「倫理」と「技術者倫理」の違いについて説明できる。  20 20

安全，安心，リスクという用語を説明できる。 20  20

技術が社会や環境に及ぼす影響を説明できる。 20  20

重大事故や失敗事例に対して，技術者としての対応の仕方について
討論ができる。 10 10 20

技術者の役割とその倫理的行動について理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 20 100

知
的
財
産
権
論

２ ８

知的財産権の種類，権利の内容および知的財産権が守ら
れている法律について鳥瞰し，中でも最も重要な特許権
に関し，特許権取得までの手続き，特許権の存続期間，
特許実施権について学びます。さらに特許権係争事例を
通じて知的財産権の重要性を学びます。

知的財産権の種類と知的財産制度の基礎となる法律がわかる。 15 15

企業での特許制度活用状況がわかる。 15 15

特許権の出願から特許権取得までの手続きがわかる。 15 15

特許権の内容と活用について説明できる。 15 15

実用新案制度、意匠制度、商標制度と特許制度の違いがわかる。 20 20

コンピュータソフト関連の発明を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

卒
業
研
究

セ
ミ
ナ
１

２ ７卒業研究の指導教員の下で、卒業研究に沿ったテーマや、
卒業研究に関連した専門分野の知識の向上を図ります。

卒業研究の基礎となる知識や技術がわかる。 20 20 20 20 80

卒業研究に関連したツールや装置を活用できる。 20 20

0

0

0

0

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

セ
ミ
ナ
２

２ ８
セミナ１に続いて、卒業研究の指導教員の下で、卒業研
究に沿ったテーマや、卒業研究に関連した専門分野の知
識の向上を図ります。

卒業研究の基礎となる知識や技術がわかる。 20 20 20 20 80

卒業研究に関連したツールや装置を活用できる。 20 20

0

0

0

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

卒
業
研
究

６
７
・
８

卒業研究の指導教員の下で特定の研究テーマに関して、
実験、シミュレーション、解析、設計、調査等を行い、
技術者としてのレベルアップを図ります。卒業研究が進
んだ段階では、研究テーマについてのディスカッション
や発表を行います。 

卒業研究の内容に不可欠な知識や技術を理解している。 10 20 20 20 70

卒業研究の内容を卒業論文にまとめて発表できる。 10 10 10 30

0

0

0

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 20 30 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ

１
１
﹇
２
﹈ 

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践

高校と大学の学びの違いが理解できる。 10 10

ノートの取り方が効果的にできる。 10 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 10 10

図書館の利用法がわかる。 10 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 10 10

基本的なレポートの作成ができる。 10 10 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 10 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
１

１
１
﹇
２
﹈ 

この授業では、４技能（読む・聴く・書く・話す）の基
礎としての文法力を固めるために体系的な文法教育をお
こない、文法的な基礎力に裏打ちされたコミュニケーショ
ン能力の向上をはかることを目標とします。そのために
文法法則の単なる暗記ではなく、英語による自己表現能
力や運用能力の基盤としての文法力を身につけてもらう
ことをめざします。

品詞の性質の違いについて理解できる。 12 8 20

さまざまな時制を英語で適切に表現できる。 12 8 20

標準的な文章の主語と述語動詞を正しく指摘することができる。 12 8 20

５つの文型について正しく判別することができる。 12 8 20

文法にしたがって、正しく和訳することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語グラマー
１の内容を継続・発展させるかたちで、４技能（読む・
聴く・書く・話す）の基礎としての文法力を固めるため
に体系的な文法教育をおこない、文法的な基礎力に裏打
ちされたコミュニケーション能力の向上をはかることを
目標とします。そのために文法法則の単なる暗記ではな
く、英語による自己表現能力や運用能力の基盤としての
文法力を確実に身につけてもらうことをめざします。

受動態をつかって英文を書くことができる。 12 8 20

不定詞の３つの用法について正しく判別することができる。 12 8 20

関係代名詞の用法ならびに種類について正しく理解することができ
る。 12 8 20

that 節や関係詞節など、節を含む構造の文章を正しく和訳すること
ができる。 12 8 20

これまで学習した文法項目を用いて、自分の考えを表現することが
できる。 10 8 2 20

授業科目の貢献度 58 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
１

１
１
﹇
２
﹈

この授業では、リーディング手法を体得してもらうとと
もに、語彙力の向上をはかるようにしていきます。リー
ディングというと英語から日本語に訳すことと思うかも
しれませんが、特に英語の語順のまま英文の内容を把握
する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、内容の要点
を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を意識しながら、音読することができる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が理解できる。 12 8 20

基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使うことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対する理
解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100

大学の目的
大同大学は、教育基本法並びに建学の精神と理念に則り、深い専門の学芸の教育研究を通じて、豊かな教養と専門的能力を有する
質の高い職業人を育成し、社会と産業の発展に寄与することを目的とする。

学部の教育研究上の目的
情報学部は、豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し、創造力に富み主体的に行動できる質
の高い専門職業人を育成するとともに、情報学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする。

学科の教育研究上の目的
情報デザイン学科は、情報技術を活用した情報デザインに関わる基礎から応用までの専門知識を有し、社会の変化に対応して商品
やサービスの魅力と価値を高められるデザイン能力を有する職業人を育成するとともに、情報デザインに関わる深い研究を通して
新たな知識を創造することを目的とする。

学
位
授
与
の
方
針  

A. 英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上させ、基礎的なコミュ
ニケーションを行うことができる。

I. 他者と協調・協働して、情報化社会にふさわしい倫理観を持って、
適切にコミュニケーションできる。

B. 外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応で
きる素養を身につけることができる。

J. 状況を察知して、調査・分析し、他者・社会の目的を理解し、解決
すべき課題を見つけることができる。

C. 規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学
習生活の基礎を身につけている。

K. 感性および論理性を養い、新たな価値が創造されるような企画、発
案ができる。

D. 豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔
軟に考えることができる。

L. 形、音、色彩、広告、ことば、コンピュータ、材料など広くデザイ
ンに関する知識を身につけている。

E. 市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多
様性を踏まえた適切な行動が選択できる。

M. 表現・制作目標に向けて出したアイデアを効果的に使用したり、組
み立てたりすることができる。

F. 自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識
ある判断を下すことができる。

N. グラフィック、サウンド、映像、CADなどのソフトウェアの操作法、
ならびにプレゼンテーション、制作、加工方法に習熟している。

G. 現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりな
がら問題解決に当たることができる。

O. 学んだことを総合的に用いて実践的な表現・制作ができる。

H. 知とスキル（学芸技能）を高めていく主体的な学習態度が備わり、
目標実現のために行動できる。

情報学部 情報デザイン学科 メディアデザイン・プロダクトデザイン専攻 カリキュラムマップ
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目
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開
講
期
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学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ

１
１
﹇
２
﹈ 

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践

高校と大学の学びの違いが理解できる。 10 10

ノートの取り方が効果的にできる。 10 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 10 10

図書館の利用法がわかる。 10 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 10 10

基本的なレポートの作成ができる。 10 10 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 10 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
１

１
１
﹇
２
﹈ 

この授業では、４技能（読む・聴く・書く・話す）の基
礎としての文法力を固めるために体系的な文法教育をお
こない、文法的な基礎力に裏打ちされたコミュニケーショ
ン能力の向上をはかることを目標とします。そのために
文法法則の単なる暗記ではなく、英語による自己表現能
力や運用能力の基盤としての文法力を身につけてもらう
ことをめざします。

品詞の性質の違いについて理解できる。 12 8 20

さまざまな時制を英語で適切に表現できる。 12 8 20

標準的な文章の主語と述語動詞を正しく指摘することができる。 12 8 20

５つの文型について正しく判別することができる。 12 8 20

文法にしたがって、正しく和訳することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語グラマー
１の内容を継続・発展させるかたちで、４技能（読む・
聴く・書く・話す）の基礎としての文法力を固めるため
に体系的な文法教育をおこない、文法的な基礎力に裏打
ちされたコミュニケーション能力の向上をはかることを
目標とします。そのために文法法則の単なる暗記ではな
く、英語による自己表現能力や運用能力の基盤としての
文法力を確実に身につけてもらうことをめざします。

受動態をつかって英文を書くことができる。 12 8 20

不定詞の３つの用法について正しく判別することができる。 12 8 20

関係代名詞の用法ならびに種類について正しく理解することができ
る。 12 8 20

that 節や関係詞節など、節を含む構造の文章を正しく和訳すること
ができる。 12 8 20

これまで学習した文法項目を用いて、自分の考えを表現することが
できる。 10 8 2 20

授業科目の貢献度 58 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
１

１
１
﹇
２
﹈

この授業では、リーディング手法を体得してもらうとと
もに、語彙力の向上をはかるようにしていきます。リー
ディングというと英語から日本語に訳すことと思うかも
しれませんが、特に英語の語順のまま英文の内容を把握
する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、内容の要点
を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を意識しながら、音読することができる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が理解できる。 12 8 20

基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使うことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対する理
解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100

大学の目的
大同大学は、教育基本法並びに建学の精神と理念に則り、深い専門の学芸の教育研究を通じて、豊かな教養と専門的能力を有する
質の高い職業人を育成し、社会と産業の発展に寄与することを目的とする。

学部の教育研究上の目的
情報学部は、豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し、創造力に富み主体的に行動できる質
の高い専門職業人を育成するとともに、情報学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする。

学科の教育研究上の目的
情報デザイン学科は、情報技術を活用した情報デザインに関わる基礎から応用までの専門知識を有し、社会の変化に対応して商品
やサービスの魅力と価値を高められるデザイン能力を有する職業人を育成するとともに、情報デザインに関わる深い研究を通して
新たな知識を創造することを目的とする。

学
位
授
与
の
方
針  

A. 英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上させ、基礎的なコミュ
ニケーションを行うことができる。

I. 他者と協調・協働して、情報化社会にふさわしい倫理観を持って、
適切にコミュニケーションできる。

B. 外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応で
きる素養を身につけることができる。

J. 状況を察知して、調査・分析し、他者・社会の目的を理解し、解決
すべき課題を見つけることができる。

C. 規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学
習生活の基礎を身につけている。

K. 感性および論理性を養い、新たな価値が創造されるような企画、発
案ができる。

D. 豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔
軟に考えることができる。

L. 形、音、色彩、広告、ことば、コンピュータ、材料など広くデザイ
ンに関する知識を身につけている。

E. 市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多
様性を踏まえた適切な行動が選択できる。

M. 表現・制作目標に向けて出したアイデアを効果的に使用したり、組
み立てたりすることができる。

F. 自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識
ある判断を下すことができる。

N. グラフィック、サウンド、映像、CADなどのソフトウェアの操作法、
ならびにプレゼンテーション、制作、加工方法に習熟している。

G. 現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりな
がら問題解決に当たることができる。

O. 学んだことを総合的に用いて実践的な表現・制作ができる。

H. 知とスキル（学芸技能）を高めていく主体的な学習態度が備わり、
目標実現のために行動できる。

情報学部 情報デザイン学科 メディアデザイン・プロダクトデザイン専攻 カリキュラムマップ
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科
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区
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授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語リーディ
ング１の内容を継続・発展させるかたちで、リーディン
グ手法を体得してもらうとともに、語彙力の向上をいっ
そうはかるようにしていきます。リーディングというと
英語から日本語に訳すことと思うかもしれませんが、特
に、英語の正しい発音で音読ができるようにしつつ、英
語の語順のまま内容を把握する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、より正確に
内容の要点を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を理解しながら、より流暢に音読することがで
きる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が瞬時に理解できる。 12 8 20

状況を意識して基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使う
ことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対してよ
り理解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、ますますグローバル化する 21 世紀の中
でコミュニケーションのツールとして重要な英語力の向
上を図ることを狙いとしています。特に、英語のリスニ
ング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともなる語
彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

提示された状況を説明する英語を聞き取り、大まかに理解すること
ができる。 12 5 3 20

基礎的な英語の質問を聞き取り、大まかに理解することができる。 12 5 3 20

状況を大まかに推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、１年次の基礎英語グラマー・基礎英語リー
ディングを基盤として「読む・聴く・書く・話す」など、
英語の総合的運用能力の養成をはかります。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化をはかることにより英
語によるコミュニケーション能力を高め、TOEIC 等の資
格試験に対しても全般的な対応ができる能力を養成しま
す。

英語を通して得た一般常識や時事的な知識を使って、問題を解くこ
とができる。 10 7 2 1 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現の意味を理解し、身につける
ことができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、重要語句や重要表現を 聴き取ることが
できる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、文型や語順、品詞に注意しながら、要
点を把握することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で短い質問をし
たり、答えたりすることができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 33 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、品詞、代名詞、動詞の時制、進行形、完
了などの基礎的な英文法を学習します。交通やインター
ネットなど身の回りの事柄に関する英語の語彙力の強化
も図ります。

主語・動詞や代名詞や助動詞に注意して、英文を正しく解釈するこ
とができる。 12 8 20

語の形や文中での位置から品詞を見分けることができる。 12 8 20

動詞の時制や進行形の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

完了表現の形・意味と用法を理解することができる。　 12 8 20

交通、インターネットなど特定の場面でよく使われる単語の意味を
理解することができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１〈英語
会話コース〉の内容を継続・発展させながら、英語のリ
スニング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともな
る語彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の対話を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の説明文を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

状況を推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１〈総合
英語コース〉の内容を継続・発展させながら、「読む・聴
く・書く・話す」の４技能に裏打ちされた実社会で要求
される実用的な英語力の向上をめざします。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化を引き続きはかること
により、英語によるコミュニケーション能力をいっそう
高めます。

一般常識や時事的な知識を、英語を通して自発的に学ぶことができ
る。 10 6 2 2 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現を身につけ、それらが使われ
ている表現の中で、ふさわしい意味を理解することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、その状況を理解しながら、要点を把握
することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、時制や代名詞、接続詞に注意しながら、
話の展開を理解することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で、ある程度ま
とまった情報を伝えたり、相手からの情報を理解することができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 32 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１〈キャ
リアコース〉の内容を継続・発展させながら、不定詞や
動名詞、関係代名詞などの基礎的な英文法を学びます。
ビジネスにおける人事や顧客サービスなど身の回りの事
柄に関する英語の語彙力も強化します。

受動態や使役表現の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

動名詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

不定詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

who，which，what など基本的な関係代名詞の意味と用法を理解す
ることができる。 12 8 20

会議や接客など特定の場面でよく使われる単語の意味を理解するこ
とができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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Ａ
グ
ル
ー
プ

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語リーディ
ング１の内容を継続・発展させるかたちで、リーディン
グ手法を体得してもらうとともに、語彙力の向上をいっ
そうはかるようにしていきます。リーディングというと
英語から日本語に訳すことと思うかもしれませんが、特
に、英語の正しい発音で音読ができるようにしつつ、英
語の語順のまま内容を把握する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、より正確に
内容の要点を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を理解しながら、より流暢に音読することがで
きる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が瞬時に理解できる。 12 8 20

状況を意識して基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使う
ことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対してよ
り理解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、ますますグローバル化する 21 世紀の中
でコミュニケーションのツールとして重要な英語力の向
上を図ることを狙いとしています。特に、英語のリスニ
ング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともなる語
彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

提示された状況を説明する英語を聞き取り、大まかに理解すること
ができる。 12 5 3 20

基礎的な英語の質問を聞き取り、大まかに理解することができる。 12 5 3 20

状況を大まかに推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、１年次の基礎英語グラマー・基礎英語リー
ディングを基盤として「読む・聴く・書く・話す」など、
英語の総合的運用能力の養成をはかります。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化をはかることにより英
語によるコミュニケーション能力を高め、TOEIC 等の資
格試験に対しても全般的な対応ができる能力を養成しま
す。

英語を通して得た一般常識や時事的な知識を使って、問題を解くこ
とができる。 10 7 2 1 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現の意味を理解し、身につける
ことができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、重要語句や重要表現を 聴き取ることが
できる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、文型や語順、品詞に注意しながら、要
点を把握することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で短い質問をし
たり、答えたりすることができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 33 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、品詞、代名詞、動詞の時制、進行形、完
了などの基礎的な英文法を学習します。交通やインター
ネットなど身の回りの事柄に関する英語の語彙力の強化
も図ります。

主語・動詞や代名詞や助動詞に注意して、英文を正しく解釈するこ
とができる。 12 8 20

語の形や文中での位置から品詞を見分けることができる。 12 8 20

動詞の時制や進行形の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

完了表現の形・意味と用法を理解することができる。　 12 8 20

交通、インターネットなど特定の場面でよく使われる単語の意味を
理解することができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１〈英語
会話コース〉の内容を継続・発展させながら、英語のリ
スニング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともな
る語彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の対話を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の説明文を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

状況を推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１〈総合
英語コース〉の内容を継続・発展させながら、「読む・聴
く・書く・話す」の４技能に裏打ちされた実社会で要求
される実用的な英語力の向上をめざします。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化を引き続きはかること
により、英語によるコミュニケーション能力をいっそう
高めます。

一般常識や時事的な知識を、英語を通して自発的に学ぶことができ
る。 10 6 2 2 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現を身につけ、それらが使われ
ている表現の中で、ふさわしい意味を理解することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、その状況を理解しながら、要点を把握
することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、時制や代名詞、接続詞に注意しながら、
話の展開を理解することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で、ある程度ま
とまった情報を伝えたり、相手からの情報を理解することができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 32 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１〈キャ
リアコース〉の内容を継続・発展させながら、不定詞や
動名詞、関係代名詞などの基礎的な英文法を学びます。
ビジネスにおける人事や顧客サービスなど身の回りの事
柄に関する英語の語彙力も強化します。

受動態や使役表現の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

動名詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

不定詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

who，which，what など基本的な関係代名詞の意味と用法を理解す
ることができる。 12 8 20

会議や接客など特定の場面でよく使われる単語の意味を理解するこ
とができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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区
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授
業
科
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開
講
期
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必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング１・２、基礎英語
グラマー１・２、コミュニケーション英語１・２の学習
内容を基に、TOEIC 等の英語の資格試験に対処できる基
礎力を身につけることを目的としています。

動詞の時制や進行形について理解することができる。 7 5 12

名詞や冠詞などについて理解することができる。 7 5 12

疑問詞、形容詞、副詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

200 語程度の英文を読んで、キーワードを見つけ、概要を理解する
ことができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を 聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング 1・2、基礎英語グ
ラマー 1・2、コミュニケーション英語 1・2を踏まえて、
卒業後のビジネスに関わる英語によるコミュニケーショ
ン能力の養成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を大まかに、伝達する
ことができるように音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況を簡易な英語を用いて、口頭で説明することががで
きる。 12 6 2 20

英語で基礎的な質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、基礎的な英語を用いて口頭で対処するこ
とができる。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 100 語程度の英文で書き
表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３〈検定コース〉
の内容を継続・発展させながら、TOEIC 等の英語の資格
試験に対処できる基礎力を身につけることを目的として
います。

不定詞、動名詞、助動詞などについて理解することができる。 7 5 12

関係代名詞、分詞、完了、受動態などについて理解することができる。 7 5 12

前置詞、接続詞、代名詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

400 語程度の英文を読んで、事実関係を把握することができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３〈キャリア支
援コース〉の内容を継続・発展させながら、卒業後のビ
ジネスに関わる英語によるコミュニケーション能力の養
成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を伝達することができ
るように正確に音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況について英語を用いて、口頭で説明することができ
る。 12 6 2 20

英語で質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、英語を用いて口頭で対処することができ
る。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 150 語程度の英文で論理
的に書き表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
卓
球
〉

１ １
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング１・２、基礎英語
グラマー１・２、コミュニケーション英語１・２の学習
内容を基に、TOEIC 等の英語の資格試験に対処できる基
礎力を身につけることを目的としています。

動詞の時制や進行形について理解することができる。 7 5 12

名詞や冠詞などについて理解することができる。 7 5 12

疑問詞、形容詞、副詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

200 語程度の英文を読んで、キーワードを見つけ、概要を理解する
ことができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を 聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング 1・2、基礎英語グ
ラマー 1・2、コミュニケーション英語 1・2を踏まえて、
卒業後のビジネスに関わる英語によるコミュニケーショ
ン能力の養成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を大まかに、伝達する
ことができるように音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況を簡易な英語を用いて、口頭で説明することががで
きる。 12 6 2 20

英語で基礎的な質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、基礎的な英語を用いて口頭で対処するこ
とができる。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 100 語程度の英文で書き
表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３〈検定コース〉
の内容を継続・発展させながら、TOEIC 等の英語の資格
試験に対処できる基礎力を身につけることを目的として
います。

不定詞、動名詞、助動詞などについて理解することができる。 7 5 12

関係代名詞、分詞、完了、受動態などについて理解することができる。 7 5 12

前置詞、接続詞、代名詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

400 語程度の英文を読んで、事実関係を把握することができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３〈キャリア支
援コース〉の内容を継続・発展させながら、卒業後のビ
ジネスに関わる英語によるコミュニケーション能力の養
成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を伝達することができ
るように正確に音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況について英語を用いて、口頭で説明することができ
る。 12 6 2 20

英語で質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、英語を用いて口頭で対処することができ
る。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 150 語程度の英文で論理
的に書き表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
卓
球
〉

１ １
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
卓
球
〉

１ ２
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉
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導したい。
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フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10
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アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
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自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ａ

２
３
・
５
文学作品の読解を通じて、言葉と感性に磨きをかけ、人
間と社会について多面的に考察する。

文学作品をはじめとする各種文章の内容を客観的に読み取ることが
できる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的に文章で表現できる。 20 20

文学的文章を通じて、言葉に対する感受性を磨き、自己認識を広げる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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ッ
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ネ
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Ｂ
グ
ル
ー
プ
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本
文
学
Ａ

２
３
・
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文学作品の読解を通じて、言葉と感性に磨きをかけ、人
間と社会について多面的に考察する。

文学作品をはじめとする各種文章の内容を客観的に読み取ることが
できる。 20 20
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文学的文章を通じて、言葉に対する感受性を磨き、自己認識を広げる。 20 20
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ｂ

２
４
・
６
文学作品の読解を通じて、自ら課題を発見し、それに論
理的でかつわかりやすい表現を与える。

文章の構成を正しく捉え、要旨を的確に把握することができる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的でわかりやすい文章
で表現できる。 20 20

文学作品の中から、自分の力で課題を発見、追究することができる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

外国文学の読解を通じて、作家の思考や言語感覚にふれ、
自分が生きる現在とは異なる世界を経験する。また、そ
れを言語化する。

活字や映像を通して文学作品の内容を理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家について、理解を深めることができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、理解を深めることがで
きる。 20 20

自分の考え方との共通点や相違点を意識しながら文学作品を読解で
きる。 20 20

文学作品について、自分の見解などを適切な言葉で書くことができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

外国文学の精読を通じて、異なる時代・文化の深層を理
解し、自分自身の考え方を相対化する視点をもつ。また、
それを言語化する。

活字や映像を通して文学作品のテーマを理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家の思想や伝記について、理解を深めるこ
とができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、現代の文化との共通点
や相違点を理解することができる。 20 20

文学作品の読解を通して自分の考え方を客観的に見直すことができ
る。 20 20

文学作品について、自分の見解などを論理的に書くことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

西洋哲学史の概論を通じて、その世界観に触れるととも
に、自分を知る。

プラトン哲学におけるイデア論について説明できる。 20 20

デカルト哲学におけるコギトの意義について説明できる。 20 20

啓蒙思想の諸相とその功罪について説明できる。 20 20

西欧近代の日本における受容の特質について説明できる。 20 20

知的リフレッシュメントを味わうことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

モラル、道徳の成り立ちについてその系譜を辿り、生き
方を考える。

哲学という学問そのものの意義について理解できる。 20 20

哲学者の考察をふまえ、さまざまな日常的テーマについて哲学的考
察を示すことができる。 20 20

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 20 20

おおまかな倫理思想の流れについて理解することができる。 20 20

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ａ

２
３
・
５
さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

現代における人間像について様々な角度から考えることができる。 20 20

様々な文化を比較することができる。 20 20

習慣の意味が理解できる。 20 20

形のないものの価値について考えることができる。 20 20

現代社会がかかえる問題点について考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ｂ

２
４
・
６
文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて理解できる。 20 20

文化について様々な考え方が理解できる。 20 20

現代社会における通過儀礼の意味が理解できる。 20 20

「変わっていくもの」と「変わらないもの」についてその意味を考え
ることができる。 20 20

コミュニケーションについて様々な捉え方ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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哲学という学問そのものの意義について理解できる。 20 20

哲学者の考察をふまえ、さまざまな日常的テーマについて哲学的考
察を示すことができる。 20 20

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 20 20

おおまかな倫理思想の流れについて理解することができる。 20 20

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ａ

２
３
・
５
さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

現代における人間像について様々な角度から考えることができる。 20 20

様々な文化を比較することができる。 20 20

習慣の意味が理解できる。 20 20

形のないものの価値について考えることができる。 20 20

現代社会がかかえる問題点について考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ｂ

２
４
・
６
文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて理解できる。 20 20

文化について様々な考え方が理解できる。 20 20

現代社会における通過儀礼の意味が理解できる。 20 20

「変わっていくもの」と「変わらないもの」についてその意味を考え
ることができる。 20 20

コミュニケーションについて様々な捉え方ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

歴
史
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

日本の近代化が進められていく背景や文明開化が社会に
与えた影響を、幕末以降の東アジア各国及び西欧列強と
の関係をもとにして理解する。

日本の近代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につけるこ
とができる。 20 20

国際環境と関連づけて日本の近代史を理解できる。 20 20

西洋的価値観の導入により生じた明治時代の社会の変化を理解でき
る。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

歴
史
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

近代日本が主体的に起こした戦争や戦後に繰り返される
戦闘行為の概要を押さえ、かつそれぞれの発生原因を追
及することにより、戦争の連鎖を断ち切るために何が必
要かを導き出す。

日本の近現代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につける
ことができる。 20 20

東アジアのなかでの近現代日本の位置づけが理解できる。 20 20

日本が関係した近現代の戦争の内実を把握し、戦争と平和について
自ら考えることができる。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え，あらため
て自分を知る。

感覚と知覚の違い，および知覚機能の特徴（錯視など）について，
理解することができる。 20 20

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解することができる。 20 20

欲求と動機，感情の特徴や機能について理解することができる。 20 20

発達という概念，および発達過程の様相について，理解することが
できる。 20 20

パーソナリティという概念，およびそれをとらえる枠組み（特性論・
類型論）と方法（質問紙法・投影法など）について，理解すること
ができる。

20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

他者（たち）との関わり，社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし，あらためて自分のあり
方を考える。

自己概念および自己表出（自己呈示・自己開示）の特徴や機能につ
いて，理解することができる。 20 20

人間の「ものや人に対する見方」（社会的知覚・対人認知）の特徴に
ついて，理解することができる。 20 20

対人魅力と対人関係の進展，および対人的コミュニケーションの特
徴や機能について，理解することができる。 20 20

集団のもつ特徴や機能，および集団内での人間の行動について，理
解することができる。 20 20

集団間関係から生じる問題（内集団びいきやステレオタイプ・偏見）
について、理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し，教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

西洋における教育思想・近代公教育制度の成立とわが国への導入に
ついて、歴史的背景を踏まえて理解することができる。 30 30

国家の教育権・国民の教育権について子どもの学習権と関連づけな
がら理解することができる。 20 20

教育行政・学校経営に関する改革動向を社会的状況と関連づけなが
ら理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
心
理
学

２ ３
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化，他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に，それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し，認知・感情・社会性（愛着
など）の発達の様相を把握することができる。 10 10

発達上の「青年期」の特徴を理解し、青年にまつわる現代的問題に
ついて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

条件づけや観察学習，記憶の基本的なメカニズムを理解することが
できる。 10 10

欲求と適応（／不適応）との関係，およびフラストレーション・コ
ンフリクトの発生メカニズムを理解することができる。 10 10

動機と動機づけの違い，および達成動機と親和動機の関連について
理解することができる。 10 10

「リーダーシップ」や「ソシオメトリー」などの観点から，学級集団
の特徴・構造を把握することができる。 10 10

生徒の「問題行動」の内容・実態を把握し，それらへの対応策につ
いて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

「パーソナリティ」概念，およびそのとらえ方を理解することができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
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区
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授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

歴
史
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

日本の近代化が進められていく背景や文明開化が社会に
与えた影響を、幕末以降の東アジア各国及び西欧列強と
の関係をもとにして理解する。

日本の近代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につけるこ
とができる。 20 20

国際環境と関連づけて日本の近代史を理解できる。 20 20

西洋的価値観の導入により生じた明治時代の社会の変化を理解でき
る。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

歴
史
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

近代日本が主体的に起こした戦争や戦後に繰り返される
戦闘行為の概要を押さえ、かつそれぞれの発生原因を追
及することにより、戦争の連鎖を断ち切るために何が必
要かを導き出す。

日本の近現代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につける
ことができる。 20 20

東アジアのなかでの近現代日本の位置づけが理解できる。 20 20

日本が関係した近現代の戦争の内実を把握し、戦争と平和について
自ら考えることができる。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え，あらため
て自分を知る。

感覚と知覚の違い，および知覚機能の特徴（錯視など）について，
理解することができる。 20 20

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解することができる。 20 20

欲求と動機，感情の特徴や機能について理解することができる。 20 20

発達という概念，および発達過程の様相について，理解することが
できる。 20 20

パーソナリティという概念，およびそれをとらえる枠組み（特性論・
類型論）と方法（質問紙法・投影法など）について，理解すること
ができる。

20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

他者（たち）との関わり，社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし，あらためて自分のあり
方を考える。

自己概念および自己表出（自己呈示・自己開示）の特徴や機能につ
いて，理解することができる。 20 20

人間の「ものや人に対する見方」（社会的知覚・対人認知）の特徴に
ついて，理解することができる。 20 20

対人魅力と対人関係の進展，および対人的コミュニケーションの特
徴や機能について，理解することができる。 20 20

集団のもつ特徴や機能，および集団内での人間の行動について，理
解することができる。 20 20

集団間関係から生じる問題（内集団びいきやステレオタイプ・偏見）
について、理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し，教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

西洋における教育思想・近代公教育制度の成立とわが国への導入に
ついて、歴史的背景を踏まえて理解することができる。 30 30

国家の教育権・国民の教育権について子どもの学習権と関連づけな
がら理解することができる。 20 20

教育行政・学校経営に関する改革動向を社会的状況と関連づけなが
ら理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
心
理
学

２ ３
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化，他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に，それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し，認知・感情・社会性（愛着
など）の発達の様相を把握することができる。 10 10

発達上の「青年期」の特徴を理解し、青年にまつわる現代的問題に
ついて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

条件づけや観察学習，記憶の基本的なメカニズムを理解することが
できる。 10 10

欲求と適応（／不適応）との関係，およびフラストレーション・コ
ンフリクトの発生メカニズムを理解することができる。 10 10

動機と動機づけの違い，および達成動機と親和動機の関連について
理解することができる。 10 10

「リーダーシップ」や「ソシオメトリー」などの観点から，学級集団
の特徴・構造を把握することができる。 10 10

生徒の「問題行動」の内容・実態を把握し，それらへの対応策につ
いて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

「パーソナリティ」概念，およびそのとらえ方を理解することができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
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区
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授
業
科
目

履修区分 
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開
講
期
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人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

政
治
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する 。 20 20

自由民主主義の理論と政治制度について理解する 。 20 20

議院内閣制と大統領制を比較し、それぞれの特徴を理解する 。 20 20

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する 。 20 20

自分と政治との関わりについて考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代日本を含む先進民主主義諸国の政治的動向について、
政治学理論および制度と動態の視点から考察し、理解を
深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 20 20

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 20 20

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 20 20

現代政治における政党の機能および政党制の展開について理解する。 20 20

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論を身に着け、自分の言葉で説明
することができる。 30 30

資本主義の意味と影響を把握し、説明することができる。 10 10

経済・産業の見取り図を描き、そこに自分や身近な存在を位置づけ、
説明することができる。 20 20

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

経済データを用いて経済関係やその変化を説明することができる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 20 20

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 10 10

日本の企業の特性・構造について説明できる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ａ

２
３
・
５
法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

法の発生過程を説明できる。 10 10

第一次的社会規範と法の違いを説明できる。 20 20

法を解釈することの必要性を説明できる。 20 20

解釈方法の分類ができる。 20 20

社会現象に目を向け，その事に関し意見を持つことができる。 20 20

日常生活での法的知識の重要性を理解し，説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ｂ

２
４
・
６
日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯が説明できる。 10 10

日本国憲法の基本原則が説明できる。 20 20

日本国憲法における国民主権の意味を理解し，説明できる。 20 20

基本的人権の内容と意義を理解し，説明できる。 20 20

表現の自由とその制約原理を説明できる。 20 20

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

社会学のイメージをつかむ 30 30

方法論的個人主義（ヴェーバー）と方法論的集団主義（デュルケーム）
の違いを理解する  20 20

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て考えられる 20 20

「内集団」「外集団」のメカニズムを理解する 20 20

東アジアにおけるヒト・モノ・カネの動きの変化を考えながら、日
本社会のグローバル化を捉えること 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

政
治
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する 。 20 20

自由民主主義の理論と政治制度について理解する 。 20 20

議院内閣制と大統領制を比較し、それぞれの特徴を理解する 。 20 20

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する 。 20 20

自分と政治との関わりについて考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代日本を含む先進民主主義諸国の政治的動向について、
政治学理論および制度と動態の視点から考察し、理解を
深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 20 20

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 20 20

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 20 20

現代政治における政党の機能および政党制の展開について理解する。 20 20

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論を身に着け、自分の言葉で説明
することができる。 30 30

資本主義の意味と影響を把握し、説明することができる。 10 10

経済・産業の見取り図を描き、そこに自分や身近な存在を位置づけ、
説明することができる。 20 20

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

経済データを用いて経済関係やその変化を説明することができる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 20 20

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 10 10

日本の企業の特性・構造について説明できる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ａ

２
３
・
５
法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

法の発生過程を説明できる。 10 10

第一次的社会規範と法の違いを説明できる。 20 20

法を解釈することの必要性を説明できる。 20 20

解釈方法の分類ができる。 20 20

社会現象に目を向け，その事に関し意見を持つことができる。 20 20

日常生活での法的知識の重要性を理解し，説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ｂ

２
４
・
６
日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯が説明できる。 10 10

日本国憲法の基本原則が説明できる。 20 20

日本国憲法における国民主権の意味を理解し，説明できる。 20 20

基本的人権の内容と意義を理解し，説明できる。 20 20

表現の自由とその制約原理を説明できる。 20 20

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

社会学のイメージをつかむ 30 30

方法論的個人主義（ヴェーバー）と方法論的集団主義（デュルケーム）
の違いを理解する  20 20

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て考えられる 20 20

「内集団」「外集団」のメカニズムを理解する 20 20

東アジアにおけるヒト・モノ・カネの動きの変化を考えながら、日
本社会のグローバル化を捉えること 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

社
会
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

社会学が持つ量的・質的な分析方法を学ぶ。また個人と
集団の間、時代間、地域間などの異なった論理を持つ主
体や社会の間に存在する連続性や変動要因に着目し、理
解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）や社会問題の分析視角について、
イメージをつかむこと。 20 20

個人化という概念について説明できるようになること。 20 20

ネオリベラリズム（新自由主義）という概念について説明できるよ
うになること。 20 20

非正規雇用が増加する社会的背景が説明できるようになること。 30 30

グローバル化が進む中で、日本を含めたアジアが大きく変化しつつ
あることを理解する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ａ

２
３
・
５
質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 20 20

母集団及び標本抽出について理解する。 20 20

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 20 20

統計学的な仮説検定の手順について正しく理解する。 20 20

質的調査の種類とその技法を先行研究から学びとる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ｂ

２
４
・
６

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学び、
それを活用してみる。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 20 20

統計学的手法を用いて因果関係を分析する考え方について理解する。 20 20

疑似相関とシンプソンのパラドクスについて理解し、多変量解析の
重要性を理解する。 20 20

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 20 20

質的調査の調査計画を立てられるようになるとともに、考慮すべき
調査倫理を理解する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ａ

２
３
・
５

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、政治的・経済的・国際的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ｂ

２
４
・
６

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、社会的・思想的・文化的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに，学校自体を一つの社会として捉え，そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 25 25

学校から職場へのトランジションについて、メリトクラシーとの関
連において理解することができる。 25 25

「教育問題」を客観的病理としてではなく、言説によって社会的に構
築されたものとして捉える視角を身につけることができる。 25 25

学校現場における文化的特質を理解し、組織メンバーによるその継
承と使用について理解することができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

生命・身体の仕組みについて学ぶことによって傷害や疾
病などへの理解を深める。

受精の仕組みが理解できる。 10 10

胎内での発育の過程が理解できる。 10 10

乳幼児の特徴が理解できる。 10 10

青年期の特徴が理解できる。 20 20

自分の過去を振り返り発育発達の過程を理解し説明できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 50 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解すること
で身体の働きについての理解を深める。

脳の仕組みがわかる。 10 10

身体の動く仕組みが理解できる。 20 20

人の動きと機械の動きの違いがわかる。 20 20

福祉用具の必要性を理解できる。 30 30

新しいまたは改良型福祉用具を提案できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 30 20 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

社
会
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

社会学が持つ量的・質的な分析方法を学ぶ。また個人と
集団の間、時代間、地域間などの異なった論理を持つ主
体や社会の間に存在する連続性や変動要因に着目し、理
解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）や社会問題の分析視角について、
イメージをつかむこと。 20 20

個人化という概念について説明できるようになること。 20 20

ネオリベラリズム（新自由主義）という概念について説明できるよ
うになること。 20 20

非正規雇用が増加する社会的背景が説明できるようになること。 30 30

グローバル化が進む中で、日本を含めたアジアが大きく変化しつつ
あることを理解する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ａ

２
３
・
５
質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 20 20

母集団及び標本抽出について理解する。 20 20

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 20 20

統計学的な仮説検定の手順について正しく理解する。 20 20

質的調査の種類とその技法を先行研究から学びとる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ｂ

２
４
・
６

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学び、
それを活用してみる。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 20 20

統計学的手法を用いて因果関係を分析する考え方について理解する。 20 20

疑似相関とシンプソンのパラドクスについて理解し、多変量解析の
重要性を理解する。 20 20

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 20 20

質的調査の調査計画を立てられるようになるとともに、考慮すべき
調査倫理を理解する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ａ

２
３
・
５

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、政治的・経済的・国際的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ｂ

２
４
・
６

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、社会的・思想的・文化的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに，学校自体を一つの社会として捉え，そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 25 25

学校から職場へのトランジションについて、メリトクラシーとの関
連において理解することができる。 25 25

「教育問題」を客観的病理としてではなく、言説によって社会的に構
築されたものとして捉える視角を身につけることができる。 25 25

学校現場における文化的特質を理解し、組織メンバーによるその継
承と使用について理解することができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

生命・身体の仕組みについて学ぶことによって傷害や疾
病などへの理解を深める。

受精の仕組みが理解できる。 10 10

胎内での発育の過程が理解できる。 10 10

乳幼児の特徴が理解できる。 10 10

青年期の特徴が理解できる。 20 20

自分の過去を振り返り発育発達の過程を理解し説明できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 50 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解すること
で身体の働きについての理解を深める。

脳の仕組みがわかる。 10 10

身体の動く仕組みが理解できる。 20 20

人の動きと機械の動きの違いがわかる。 20 20

福祉用具の必要性を理解できる。 30 30

新しいまたは改良型福祉用具を提案できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 30 20 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
５
認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 20 20

知覚，記憶といった認知機能の仕組みを説明することができる。 20 20

認知機能の神経機構について説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 20 20

認知科学の哲学的な問題を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
４
・
６
認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学がどういった学問であるかについて，基本的な説明をする
ことができる。 10 10

我々が当たり前のように行っている認知について自発的な疑問を立
て，それに対して参考文献等を用いながら論理的な説明を与えるこ
とができる。

20 20

記憶のメカニズムや分類について説明することができる。 20 20

自覚できない心の働きがどのようなプロセスを経て，人間の行動に
影響しているかを説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーが生じる理由と，それを未然に防ぐ方法について
論じることができる。 20 20

ヒトとヒト以外（ロボット，昆虫，ネアンデルタール人等）の共通
点と相違点を説明することができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ａ

２
３
・
５
環境科学の基本とこれまでの環境問題対策を実例を通じ
て修得する。

地球内部の運動が地球環境に及ぼす影響を理解する。 20 20

地球環境問題のメカニズムの基礎を理解する。 20 20

地球環境問題対策を理解する。 20 20

地球の進化と環境変化を結びつけて理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ｂ

２
４
・
６
環境問題と人間社会の関係を理解し、今後の環境問題へ
のアプローチを考察する。

海洋と大気を総論的に理解する。 20 20

太陽系の惑星と地球環境の違いを理解する。 20 20

生態資源とエネルギー資源枯渇問題を理解する。 20 20

生命の生存条件を理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
５
地球の成り立ちを学び、気象変動を理解する。

与えられたデータから震源決定の方法および，GPSの原理が理解で
きる。 20 20

熱残留磁気の実験から，プレート運動が理解できる。 20 20

鉱物の観察から，結晶構造の特徴を単位格子から読み解けるように
なる。 20 20

水に関する実験を行い，その特性から生物に与える影響が理解でき
る。 20 20

古生物の化石の観察から，生物の進化の歴史が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
６
地球科学の基本を学ぶことから、将来の地球と人間社会
のあり方を考察する。

天体の距離計算の歴史を紐解きながら、最新の観測方法を理解でき
るようにする。 20 20

レンズの原理を理解して，ケプラー式の天体望遠鏡を作成する。 20 20

大気圧および断熱変化の実験を通して、気象の変化を理解する。 20 20

様々な波を観察することによって，津波のメカニズムを理解し，災
害に対する備えを養う。 20 20

地球の運動のデータから暦を原理が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

行
動
生
物
学
Ａ

２
３
・
５
行動生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特
別扱いしない視点を獲得する。

行動生物学の一分野である行動生態学がどういった学問であるか説
明をすることができる。 20 20

現代生物学での細胞や遺伝に関する基本的な用語考え方を説明する
ことができる。 20 20

自然選択における代謝と自己増殖について説明することができる。 20 20

性選択と自然選択の違いについて説明することができる。 20 20

進化に関する基本的な用語を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
５
認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 20 20

知覚，記憶といった認知機能の仕組みを説明することができる。 20 20

認知機能の神経機構について説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 20 20

認知科学の哲学的な問題を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
４
・
６
認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学がどういった学問であるかについて，基本的な説明をする
ことができる。 10 10

我々が当たり前のように行っている認知について自発的な疑問を立
て，それに対して参考文献等を用いながら論理的な説明を与えるこ
とができる。

20 20

記憶のメカニズムや分類について説明することができる。 20 20

自覚できない心の働きがどのようなプロセスを経て，人間の行動に
影響しているかを説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーが生じる理由と，それを未然に防ぐ方法について
論じることができる。 20 20

ヒトとヒト以外（ロボット，昆虫，ネアンデルタール人等）の共通
点と相違点を説明することができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ａ

２
３
・
５
環境科学の基本とこれまでの環境問題対策を実例を通じ
て修得する。

地球内部の運動が地球環境に及ぼす影響を理解する。 20 20

地球環境問題のメカニズムの基礎を理解する。 20 20

地球環境問題対策を理解する。 20 20

地球の進化と環境変化を結びつけて理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ｂ

２
４
・
６
環境問題と人間社会の関係を理解し、今後の環境問題へ
のアプローチを考察する。

海洋と大気を総論的に理解する。 20 20

太陽系の惑星と地球環境の違いを理解する。 20 20

生態資源とエネルギー資源枯渇問題を理解する。 20 20

生命の生存条件を理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
５
地球の成り立ちを学び、気象変動を理解する。

与えられたデータから震源決定の方法および，GPSの原理が理解で
きる。 20 20

熱残留磁気の実験から，プレート運動が理解できる。 20 20

鉱物の観察から，結晶構造の特徴を単位格子から読み解けるように
なる。 20 20

水に関する実験を行い，その特性から生物に与える影響が理解でき
る。 20 20

古生物の化石の観察から，生物の進化の歴史が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
６
地球科学の基本を学ぶことから、将来の地球と人間社会
のあり方を考察する。

天体の距離計算の歴史を紐解きながら、最新の観測方法を理解でき
るようにする。 20 20

レンズの原理を理解して，ケプラー式の天体望遠鏡を作成する。 20 20

大気圧および断熱変化の実験を通して、気象の変化を理解する。 20 20

様々な波を観察することによって，津波のメカニズムを理解し，災
害に対する備えを養う。 20 20

地球の運動のデータから暦を原理が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

行
動
生
物
学
Ａ

２
３
・
５
行動生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特
別扱いしない視点を獲得する。

行動生物学の一分野である行動生態学がどういった学問であるか説
明をすることができる。 20 20

現代生物学での細胞や遺伝に関する基本的な用語考え方を説明する
ことができる。 20 20

自然選択における代謝と自己増殖について説明することができる。 20 20

性選択と自然選択の違いについて説明することができる。 20 20

進化に関する基本的な用語を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

行
動
生
物
学
Ｂ

２
４
・
６
動物の行動の機能を学び、そこから人間行動の特質を進
化的な視点から考察する。

Tinbergen の４つの「なぜ」を用いて人間の行動を行動学的に考える
ことができる。 20 20

生物の様々な進化過程を理解することができる。 20 20

ヒトの進化史を大まかに説明することができる。 20 20

他の動物との比較でヒトの行動の進化を説明することができる。 20 20

現代のヒトと自然との関係について説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２
１
・
３
・
５

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 20 20

科学リテラシーの必要性を理解できる。 20 20

近代科学の特徴を説明できる。 20 20

20 世紀初頭に起こった自然認識の大きな変化を理解できる。 20 20

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２
２
・
４
・
６

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 20 20

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

未来に向かって、物質科学・技術と人間社会のかかわりあいを展望
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ａ

２
３
・
５

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ｂ

２
４
・
６

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３
・
５

社会の第一線で活躍中の実務経験豊富な講師を迎え、こ
れからの企業人に必要不可欠なCSR（Corporate Social 
Responsibility ＝企業の社会的責任）を共に考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４
・
６

企業体の危機管理の諸局面について具体的な事例を通じ
て学び、その上でさまざまな制約下でのビジネスモデル
の創出について議論し考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

国
際
事
情

２

集
中
講
義
９
月

現代アジアの国際関係の基本を押さえ、今後の日本の進
路選択とその羅針盤を検討する。

理工系・情報学系の学生が人文社会科学系の国際的教養を身につけ
ることができる。 40 40

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 20 20

国際事情を理解し、人間学との関連で人生を如何に生きるべきかを
考えることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

行
動
生
物
学
Ｂ

２
４
・
６
動物の行動の機能を学び、そこから人間行動の特質を進
化的な視点から考察する。

Tinbergen の４つの「なぜ」を用いて人間の行動を行動学的に考える
ことができる。 20 20

生物の様々な進化過程を理解することができる。 20 20

ヒトの進化史を大まかに説明することができる。 20 20

他の動物との比較でヒトの行動の進化を説明することができる。 20 20

現代のヒトと自然との関係について説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２
１
・
３
・
５

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 20 20

科学リテラシーの必要性を理解できる。 20 20

近代科学の特徴を説明できる。 20 20

20 世紀初頭に起こった自然認識の大きな変化を理解できる。 20 20

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２
２
・
４
・
６

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 20 20

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

未来に向かって、物質科学・技術と人間社会のかかわりあいを展望
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ａ

２
３
・
５

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ｂ

２
４
・
６

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３
・
５

社会の第一線で活躍中の実務経験豊富な講師を迎え、こ
れからの企業人に必要不可欠なCSR（Corporate Social 
Responsibility ＝企業の社会的責任）を共に考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４
・
６

企業体の危機管理の諸局面について具体的な事例を通じ
て学び、その上でさまざまな制約下でのビジネスモデル
の創出について議論し考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

国
際
事
情

２

集
中
講
義
９
月

現代アジアの国際関係の基本を押さえ、今後の日本の進
路選択とその羅針盤を検討する。

理工系・情報学系の学生が人文社会科学系の国際的教養を身につけ
ることができる。 40 40

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 20 20

国際事情を理解し、人間学との関連で人生を如何に生きるべきかを
考えることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｃ
グ
ル
ー
プ

社
会
実
践
１

１ ２

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要請
に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を育
成することを目的としています。アクティブラーニング
という学びの手法を用い、チーム作業を通して課題の解
決に取り組みます。「社会実践 1」では、チーム作業を通
して、「課題発見」「課題解決」「発表」という一連の課題
解決の手順を確認し、「社会実践 2」で取り組む実践的な
課題解決をスムーズに行う力を身につけます。　

物事に進んで取り組むことができる。 20 20

他人に働きかけ巻き込むことができる。 20 20

目的を設定し確実に行動することができる。 　 20 20

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 10 10

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 10 10

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 10 10

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
実
践
２

１ ３

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要
請に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を
育成することを目的としています。アクティブラーニン
グという学びの手法を用い、チーム作業を通して課題
の解決に取り組みます。「社会実践 2」では、本格的な
PBL(Project-Based Learning）という学びの方法を用い
て、「社会実践 1」で身につけた 課題解決の手順を実践し、
企業からの課題提示に対し、チームで課題解決に取り組
み、プレゼンテ̶ションを行い、企業の評価を受けます。
　

物事に進んで取り組むことができる。 10 10

他人に働きかけ巻き込むことができる。 10 10

目的を設定し確実に行動することができる。 　 10 10

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 20 20

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 20 20

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 20 20

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 100

専
門
基
礎
科
目

情
報
デ
ザ
イ
ン
入
門
セ
ミ
ナ

１ １
情報デザインを学んで行く上で必要となる、この分野の
捉え方、学習方法を学び、今後の４年間に情報デザイン
を学ぶための心構えを身に付けます。

情報デザインの各分野についてどのようなことをおこなうかを理解
できる 10 5 5 5 5 30

情報デザイン分野の学修方法を理解できる 10 5 5 5 5 30

自らの日常生活で情報デザインに関わる種々の問題が存在すること
が理解できる 5 5 5 5 20

４年間の学修の道筋が理解できる 5 5 10

卒業後に就職した場合のデザイン業務の内容が想像できる 5 5 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 35 15 15 10 10 0 0 15 100

自
己
表
現
１

２ １
自分の思いを伝えたり、他者とのコミュニケーションを
図る能力を磨きます。まず、正しい発声の仕方や表情の
作り方、語彙や話題を増やす方法を学びます。

呼吸の仕方や声の出し方、口の動かし方など、話すための基本的な
技術を身につけ実行できる 20 20

話す際に、顔や声の表情、視線なども大切であると理解し、練習方
法を習得できる 10 10 20

使える言葉を増やし、情感豊かに表現する大切さを理解し、表現力
を磨く努力ができる 10 10  20

自分自身や身の周りのこと、さらに社会に興味を持ち、話題を増や
すことができる 10 10 20

人前で話す経験を積み、少しでも話すことに慣れることができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 60 10 10 10 0 10 0 0 100

自
己
表
現
２

２　 ２
思いを伝えたりコミュニケーションを図る能力を高めま
す。分かりやすく伝えるコツを会得し、話し言葉と書き
言葉の違いを理解し、聞く力を養います。

始めに興味を引きつける、文章を短くするなど、分かりやすく伝え
るコツを理解し説明できる 10 10 20

声を出し、顔や声の表情をより豊かにして、視線も意識しながら話
すことができる 10 10 20

使える言葉をさらに増やすとともに、話し言葉と書き言葉の違いを
理解し、使い分けられる 10 10  20

話を聞く力の重要性を理解し、会話を通じて話を引き出すことがで
きる 10 10 20

見聞を広め、話題を増やす楽しさを実感できるとともに、多くの人
に伝える喜びを感じられる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 30 10 10 20 10 0 10 100

自
己
表
現
３

２ ３
思いを伝えたりコミュニケーションを図る能力をさらに
磨きます。文章や見聞きした事柄をまとめて伝える力を
養い、豊かに会話できる力の習得を目指します。

文章を要約したり、見聞きした事柄を上手くまとめて話すコツを理
解し、実行できる 10 10 20

敬語の使い方について再認識し、さまざまな敬語を使いこなせる 10 10 20

他者とコミュニケーションを取りながら、身の周りの物事を取材し、
協力して発表できる 10 10 20

グループディスカッションで、自分の意見や考えを自信を持って主
張できる 10 10 20

使える言葉を駆使し、顔や声の表情に感情を乗せて、自分の知識や
思いを豊かに伝えられる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 20 20 10 0 20 100

自
己
表
現
４

２ ４
言語表現に加え、肉体も使って自己表現する豊かな感性
と表現力の獲得を目指します。身体と心のありようを知
り、自由に自己を表現する力を磨きます。

話すための基本技術に加え、身体訓練など自己表現に必要な訓練を
身につけ、実行できる 10 10 20

上記のことにより、改めて自己と向き合い、自分自身の身体と心の
ありようを知る 10 10 20

他者とのコミュニケーション作りから、他者との関係性を図り、自
分の思いを的確に他者に伝えられるようにする 10 10 10 30

テーマや題材を元にしての演技創作など、演劇的なワークショップ
形式の演習を通して、言葉だけでなく身体を使っての表現も行い、
自己を開放し、自由に自己を表現できるようにする

10 20 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20 20 10 10 0 20 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｃ
グ
ル
ー
プ

社
会
実
践
１

１ ２

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要請
に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を育
成することを目的としています。アクティブラーニング
という学びの手法を用い、チーム作業を通して課題の解
決に取り組みます。「社会実践 1」では、チーム作業を通
して、「課題発見」「課題解決」「発表」という一連の課題
解決の手順を確認し、「社会実践 2」で取り組む実践的な
課題解決をスムーズに行う力を身につけます。　

物事に進んで取り組むことができる。 20 20

他人に働きかけ巻き込むことができる。 20 20

目的を設定し確実に行動することができる。 　 20 20

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 10 10

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 10 10

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 10 10

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
実
践
２

１ ３

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要
請に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を
育成することを目的としています。アクティブラーニン
グという学びの手法を用い、チーム作業を通して課題
の解決に取り組みます。「社会実践 2」では、本格的な
PBL(Project-Based Learning）という学びの方法を用い
て、「社会実践 1」で身につけた 課題解決の手順を実践し、
企業からの課題提示に対し、チームで課題解決に取り組
み、プレゼンテ̶ションを行い、企業の評価を受けます。
　

物事に進んで取り組むことができる。 10 10

他人に働きかけ巻き込むことができる。 10 10

目的を設定し確実に行動することができる。 　 10 10

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 20 20

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 20 20

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 20 20

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 100

専
門
基
礎
科
目

情
報
デ
ザ
イ
ン
入
門
セ
ミ
ナ

１ １
情報デザインを学んで行く上で必要となる、この分野の
捉え方、学習方法を学び、今後の４年間に情報デザイン
を学ぶための心構えを身に付けます。

情報デザインの各分野についてどのようなことをおこなうかを理解
できる 10 5 5 5 5 30

情報デザイン分野の学修方法を理解できる 10 5 5 5 5 30

自らの日常生活で情報デザインに関わる種々の問題が存在すること
が理解できる 5 5 5 5 20

４年間の学修の道筋が理解できる 5 5 10

卒業後に就職した場合のデザイン業務の内容が想像できる 5 5 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 35 15 15 10 10 0 0 15 100

自
己
表
現
１

２ １
自分の思いを伝えたり、他者とのコミュニケーションを
図る能力を磨きます。まず、正しい発声の仕方や表情の
作り方、語彙や話題を増やす方法を学びます。

呼吸の仕方や声の出し方、口の動かし方など、話すための基本的な
技術を身につけ実行できる 20 20

話す際に、顔や声の表情、視線なども大切であると理解し、練習方
法を習得できる 10 10 20

使える言葉を増やし、情感豊かに表現する大切さを理解し、表現力
を磨く努力ができる 10 10  20

自分自身や身の周りのこと、さらに社会に興味を持ち、話題を増や
すことができる 10 10 20

人前で話す経験を積み、少しでも話すことに慣れることができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 60 10 10 10 0 10 0 0 100

自
己
表
現
２

２　 ２
思いを伝えたりコミュニケーションを図る能力を高めま
す。分かりやすく伝えるコツを会得し、話し言葉と書き
言葉の違いを理解し、聞く力を養います。

始めに興味を引きつける、文章を短くするなど、分かりやすく伝え
るコツを理解し説明できる 10 10 20

声を出し、顔や声の表情をより豊かにして、視線も意識しながら話
すことができる 10 10 20

使える言葉をさらに増やすとともに、話し言葉と書き言葉の違いを
理解し、使い分けられる 10 10  20

話を聞く力の重要性を理解し、会話を通じて話を引き出すことがで
きる 10 10 20

見聞を広め、話題を増やす楽しさを実感できるとともに、多くの人
に伝える喜びを感じられる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 30 10 10 20 10 0 10 100

自
己
表
現
３

２ ３
思いを伝えたりコミュニケーションを図る能力をさらに
磨きます。文章や見聞きした事柄をまとめて伝える力を
養い、豊かに会話できる力の習得を目指します。

文章を要約したり、見聞きした事柄を上手くまとめて話すコツを理
解し、実行できる 10 10 20

敬語の使い方について再認識し、さまざまな敬語を使いこなせる 10 10 20

他者とコミュニケーションを取りながら、身の周りの物事を取材し、
協力して発表できる 10 10 20

グループディスカッションで、自分の意見や考えを自信を持って主
張できる 10 10 20

使える言葉を駆使し、顔や声の表情に感情を乗せて、自分の知識や
思いを豊かに伝えられる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 20 20 10 0 20 100

自
己
表
現
４

２ ４
言語表現に加え、肉体も使って自己表現する豊かな感性
と表現力の獲得を目指します。身体と心のありようを知
り、自由に自己を表現する力を磨きます。

話すための基本技術に加え、身体訓練など自己表現に必要な訓練を
身につけ、実行できる 10 10 20

上記のことにより、改めて自己と向き合い、自分自身の身体と心の
ありようを知る 10 10 20

他者とのコミュニケーション作りから、他者との関係性を図り、自
分の思いを的確に他者に伝えられるようにする 10 10 10 30

テーマや題材を元にしての演技創作など、演劇的なワークショップ
形式の演習を通して、言葉だけでなく身体を使っての表現も行い、
自己を開放し、自由に自己を表現できるようにする

10 20 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20 20 10 10 0 20 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
基
礎
科
目

社
会
と
情
報
１

２ １

情報を分類したり、情報を提示する目的や対象を明確化
したりといった課題を通して情報を正確に理解する方法
を学びます。そして、情報格差など情報化の進展に伴う
現代社会の課題について分析して考え、取り組み方を学
びます。

情報リテラシとは何かを説明できる 20 20

テクノ不安およびテクノ依存について具体例をあげて説明できる 20 20

知的財産の主な種類と範囲について具体例をあげて説明できる 20 20

課題解決のために 6W2Hにより情報を整理できる 20 20

情報間の関係（因果、階層、並行、包含、演繹 - 帰納）を見つけるこ
とができる 10 10

情報を関係構造により分類して、適切な図示により表現できる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
と
情
報
２

２ ２
政治経済など社会の仕組みについて、新聞などのメディ
アリテラシを身につけることを通して、入門的に学びま
す。

新聞、テレビなどの報道による社会経済問題に関心が持てる 20 20

資本主義、自由主義、社会主義、福祉社会の特徴を理解できる 20 20

消費者行動の特徴を理解できる 20 20

生産者行動の特徴を理解できる 20 20

需要と生産に関して、入門的なトピックを見つけ、レポートを書け
る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

社
会
と
情
報
３

２ ４
働くことの役割や意義を学び、社会での考えを知り、職
業労働観を養います。そして、自らのキャリアモデルの
獲得を図ります。

働くことの意義と役割を説明できる 20 20

職業の歴史と現代社会における労働情勢を理解できる 20 20

情報化社会における職業の特徴を把握できる 20 20

国際化の進展による雇用情勢の変化を理解できる 20 20

自分のキャリアモデルを持つことができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

造
形
デ
ザ
イ
ン
演
習
１

４ １
情報デザインを実践していく上で最も基礎的な事柄を学
びます。画材の特質、扱い方、立体の捉え方とその描画
方法を実習を通じて体得し、基本的なデザイン技法とセ
ンスを身に付けます。

鉛筆や紙など基本的な画材の特質を理解できる 5 5 5 15

鉛筆を用いてフリーハンドで直線、円、楕円などが描画できる 5 5 5 15

トーンを正確に作成し、立体表現に生かすことができる 5 5 5 15

光と影を理解し、幾何形体を立体として捉え描画できる 5 5 10 20

透視図法を理解し、デッサンに生かすことができる 5 5 10 20

素材の特質を捉え表現することができる 5 5 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 40 100

造
形
デ
ザ
イ
ン
演
習
２

４ ２
造形デザイン実習１の基礎の上に、色彩配色、形態の配
置や構成方法などを理論解説の基にして自ら創作するこ
とで、体得的な理解を進めます。

基礎的な色彩理論を理解し、意図に合わせた配色と構成ができる 10 10 20

平面構成の発想とプロセスを理解し、美しい構成ができる 10 10 20

具象的なモチーフから発想し制作ができる 5 5 10 20

空想的なモチーフから発想し制作ができる 5 5 10 20

道具を的確に使用し、美しく仕上げることができる 5 5 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 15 0 50 100

基
礎
デ
ザ
イ
ン
論
１

２ １デザインが大きく社会と関わりがあることを学ぶ。(環境、歴史、生命、人間、技術、産業、都市、自然など )

デザインの種類と領域が理解できる 10 10 20

さまざまなデザインの目的とデザイン活動の広がりが理解できる 10 10 20

デザインが我々の生活とどのように結びついているのかが理解でき
る 10 10 20

さまざまなデザインの流れが説明できる 10 10 20

デザインが生命や環境に及ぼす影響を考えることができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 100

基
礎
デ
ザ
イ
ン
論
２

２ ２
今日あるデザインがどのように発展して来たか、またデ
ザインの領域や種類を知るとともに、今後どのように発
展して行くかを体系づけて学ぶ。

デザイン史の大きな流れが理解できる 10 10 20

デザインとアートの関連付けができ、重要な思想や運動が理解でき
る 10 10 20

デザイン史における重要な作品やデザイナーを理解できる 10 10 20

他分野のデザインの歴史が理解できる 10 10 20

今後のデザインにおける課題を考えることができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
基
礎
科
目

社
会
と
情
報
１

２ １

情報を分類したり、情報を提示する目的や対象を明確化
したりといった課題を通して情報を正確に理解する方法
を学びます。そして、情報格差など情報化の進展に伴う
現代社会の課題について分析して考え、取り組み方を学
びます。

情報リテラシとは何かを説明できる 20 20

テクノ不安およびテクノ依存について具体例をあげて説明できる 20 20

知的財産の主な種類と範囲について具体例をあげて説明できる 20 20

課題解決のために 6W2Hにより情報を整理できる 20 20

情報間の関係（因果、階層、並行、包含、演繹 - 帰納）を見つけるこ
とができる 10 10

情報を関係構造により分類して、適切な図示により表現できる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
と
情
報
２

２ ２
政治経済など社会の仕組みについて、新聞などのメディ
アリテラシを身につけることを通して、入門的に学びま
す。

新聞、テレビなどの報道による社会経済問題に関心が持てる 20 20

資本主義、自由主義、社会主義、福祉社会の特徴を理解できる 20 20

消費者行動の特徴を理解できる 20 20

生産者行動の特徴を理解できる 20 20

需要と生産に関して、入門的なトピックを見つけ、レポートを書け
る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

社
会
と
情
報
３

２ ４
働くことの役割や意義を学び、社会での考えを知り、職
業労働観を養います。そして、自らのキャリアモデルの
獲得を図ります。

働くことの意義と役割を説明できる 20 20

職業の歴史と現代社会における労働情勢を理解できる 20 20

情報化社会における職業の特徴を把握できる 20 20

国際化の進展による雇用情勢の変化を理解できる 20 20

自分のキャリアモデルを持つことができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

造
形
デ
ザ
イ
ン
演
習
１

４ １
情報デザインを実践していく上で最も基礎的な事柄を学
びます。画材の特質、扱い方、立体の捉え方とその描画
方法を実習を通じて体得し、基本的なデザイン技法とセ
ンスを身に付けます。

鉛筆や紙など基本的な画材の特質を理解できる 5 5 5 15

鉛筆を用いてフリーハンドで直線、円、楕円などが描画できる 5 5 5 15

トーンを正確に作成し、立体表現に生かすことができる 5 5 5 15

光と影を理解し、幾何形体を立体として捉え描画できる 5 5 10 20

透視図法を理解し、デッサンに生かすことができる 5 5 10 20

素材の特質を捉え表現することができる 5 5 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 40 100

造
形
デ
ザ
イ
ン
演
習
２

４ ２
造形デザイン実習１の基礎の上に、色彩配色、形態の配
置や構成方法などを理論解説の基にして自ら創作するこ
とで、体得的な理解を進めます。

基礎的な色彩理論を理解し、意図に合わせた配色と構成ができる 10 10 20

平面構成の発想とプロセスを理解し、美しい構成ができる 10 10 20

具象的なモチーフから発想し制作ができる 5 5 10 20

空想的なモチーフから発想し制作ができる 5 5 10 20

道具を的確に使用し、美しく仕上げることができる 5 5 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 15 0 50 100

基
礎
デ
ザ
イ
ン
論
１

２ １デザインが大きく社会と関わりがあることを学ぶ。(環境、
歴史、生命、人間、技術、産業、都市、自然など )

デザインの種類と領域が理解できる 10 10 20

さまざまなデザインの目的とデザイン活動の広がりが理解できる 10 10 20

デザインが我々の生活とどのように結びついているのかが理解でき
る 10 10 20

さまざまなデザインの流れが説明できる 10 10 20

デザインが生命や環境に及ぼす影響を考えることができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 100

基
礎
デ
ザ
イ
ン
論
２

２ ２
今日あるデザインがどのように発展して来たか、またデ
ザインの領域や種類を知るとともに、今後どのように発
展して行くかを体系づけて学ぶ。

デザイン史の大きな流れが理解できる 10 10 20

デザインとアートの関連付けができ、重要な思想や運動が理解でき
る 10 10 20

デザイン史における重要な作品やデザイナーを理解できる 10 10 20

他分野のデザインの歴史が理解できる 10 10 20

今後のデザインにおける課題を考えることができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 100



− 100 −

科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
基
礎
科
目

基
礎
デ
ザ
イ
ン
論
３

２ ３
情報デザインをする上で知っておかなくてはならない各
種の知識を数回のコマで学修する。学修到達目標にある
4項目の内容を学ぶ。

情報デザインの対象となる制作物の種類とそれに対するデザインの
役割を理解できる 10 5 5 20

図法の理論とその利用方法を理解できる 10 5 5 20

文字書体の種類とそれを用いた編集デザインの基本の考え方を理解
できる 10 5 5 20

情報を伝達するためのピクトグラム、ダイヤグラムの役割を理解で
きる 10 5 5 20

色彩表記方法の理論を理解できる 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 0 25 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
論
１

２ ４メディアを産業の視点で捉え、ビジネスとしての成り立ちや在り方について学ぶ。

さまざまなメディアの種類が理解できる 10 5 5 5 25

さまざまなメディアの機能が理解できる 10 5 5 5 25

広告メディアの種類別の表現方法が理解できる 10 5 5 5 25

ターゲットの態度変容構造が理解できる 10 5 5 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 20 20 20 0 0 0 0 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ａ

２ １情報デザインの主な分野のテーマについて入門的な実習を行い、考え方、および制作方法の初歩を学びます。

デジタルサウンドデザインについてその入門的な考え方、制作の方
法が理解できる 10 10 5 25

ムービー制作についてその入門的な考え方、制作の方法が理解でき
る 10 10 5 25

Web デザインについてその入門的な考え方、制作の方法が理解でき
る 10 10 5 25

製品デザインについてその入門的な考え方、制作の方法が理解でき
る 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 20 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｂ

２ 　 ２情報デザインの主な分野のテーマについて入門的な実習を行い、考え方、および制作方法の初歩を学びます。

デジタルサウンドデザインについてその入門的な考え方、制作の方
法が理解できる 10 10 5 25

ムービー制作についてその入門的な考え方、制作の方法が理解でき
る 10 10 5 25

Web デザインについてその入門的な考え方、制作の方法が理解でき
る 10 10 5 25

製品デザインについてその入門的な考え方、制作の方法が理解でき
る 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 20 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｃ

２ ３
１年次の入門的な実習に続き、３年次からのデザイン専
門分野４つの中から１つを選択して、基本的な内容を実
習します。

選択したデザイン分野の基本的な制作手法を理解し活用できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、制作する上で自ら
問題点を挙げることができる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、オリジナリティを
もったコンセプトを構築できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、その分野の典型的
な制作手順を踏んで作品を完成することができる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 20 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｄ

２ ３
１年次の入門的な実習に続き、３年次からのデザイン専
門分野４つの中からもう１つを選択して、基本的な内容
を実習します。

選択したデザイン分野の基本的な制作手法を理解し活用できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、制作する上で自ら
問題点を挙げることができる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、オリジナリティを
もったコンセプトを構築できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、その分野の典型的
な制作手順を踏んで作品を完成することができる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 20 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｅ

２ ４２年次前期の基本的な実習に続き、３年次からのデザイン専門分野４つの中から１つを選択して、実習します。

選択したデザイン分野の基本的な制作手法を理解し活用できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、制作する上で自ら
問題点を挙げることができる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、オリジナリティを
もったコンセプトを構築できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、その分野の典型的
な制作手順を踏んで作品を完成することができる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 20 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｆ

２ ４
２年次前期の基本的な実習に続き、３年次からのデザイ
ン専門分野４つの中からもう１つを選択して、実習しま
す。

選択したデザイン分野の基本的な制作手法を理解し活用できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、制作する上で自ら
問題点を挙げることができる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、オリジナリティを
もったコンセプトを構築できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、その分野の典型的
な制作手順を踏んで作品を完成することができる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 20 100



− 101 −

科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
基
礎
科
目

基
礎
デ
ザ
イ
ン
論
３

２ ３
情報デザインをする上で知っておかなくてはならない各
種の知識を数回のコマで学修する。学修到達目標にある
4項目の内容を学ぶ。

情報デザインの対象となる制作物の種類とそれに対するデザインの
役割を理解できる 10 5 5 20

図法の理論とその利用方法を理解できる 10 5 5 20

文字書体の種類とそれを用いた編集デザインの基本の考え方を理解
できる 10 5 5 20

情報を伝達するためのピクトグラム、ダイヤグラムの役割を理解で
きる 10 5 5 20

色彩表記方法の理論を理解できる 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 0 25 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
論
１

２ ４メディアを産業の視点で捉え、ビジネスとしての成り立
ちや在り方について学ぶ。

さまざまなメディアの種類が理解できる 10 5 5 5 25

さまざまなメディアの機能が理解できる 10 5 5 5 25

広告メディアの種類別の表現方法が理解できる 10 5 5 5 25

ターゲットの態度変容構造が理解できる 10 5 5 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 20 20 20 0 0 0 0 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ａ

２ １情報デザインの主な分野のテーマについて入門的な実習
を行い、考え方、および制作方法の初歩を学びます。

デジタルサウンドデザインについてその入門的な考え方、制作の方
法が理解できる 10 10 5 25

ムービー制作についてその入門的な考え方、制作の方法が理解でき
る 10 10 5 25

Web デザインについてその入門的な考え方、制作の方法が理解でき
る 10 10 5 25

製品デザインについてその入門的な考え方、制作の方法が理解でき
る 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 20 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｂ

２ 　 ２情報デザインの主な分野のテーマについて入門的な実習
を行い、考え方、および制作方法の初歩を学びます。

デジタルサウンドデザインについてその入門的な考え方、制作の方
法が理解できる 10 10 5 25

ムービー制作についてその入門的な考え方、制作の方法が理解でき
る 10 10 5 25

Web デザインについてその入門的な考え方、制作の方法が理解でき
る 10 10 5 25

製品デザインについてその入門的な考え方、制作の方法が理解でき
る 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 20 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｃ

２ ３
１年次の入門的な実習に続き、３年次からのデザイン専
門分野４つの中から１つを選択して、基本的な内容を実
習します。

選択したデザイン分野の基本的な制作手法を理解し活用できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、制作する上で自ら
問題点を挙げることができる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、オリジナリティを
もったコンセプトを構築できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、その分野の典型的
な制作手順を踏んで作品を完成することができる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 20 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｄ

２ ３
１年次の入門的な実習に続き、３年次からのデザイン専
門分野４つの中からもう１つを選択して、基本的な内容
を実習します。

選択したデザイン分野の基本的な制作手法を理解し活用できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、制作する上で自ら
問題点を挙げることができる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、オリジナリティを
もったコンセプトを構築できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、その分野の典型的
な制作手順を踏んで作品を完成することができる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 20 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｅ

２ ４２年次前期の基本的な実習に続き、３年次からのデザイ
ン専門分野４つの中から１つを選択して、実習します。

選択したデザイン分野の基本的な制作手法を理解し活用できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、制作する上で自ら
問題点を挙げることができる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、オリジナリティを
もったコンセプトを構築できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、その分野の典型的
な制作手順を踏んで作品を完成することができる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 20 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
基
礎
実
習
Ｆ

２ ４
２年次前期の基本的な実習に続き、３年次からのデザイ
ン専門分野４つの中からもう１つを選択して、実習しま
す。

選択したデザイン分野の基本的な制作手法を理解し活用できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、制作する上で自ら
問題点を挙げることができる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、オリジナリティを
もったコンセプトを構築できる 10 10 5 25

選択したデザイン分野の基本的な課題について、その分野の典型的
な制作手順を踏んで作品を完成することができる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 20 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
基
礎
科
目

基
礎
音
楽
論

２ ２
将来的に音楽制作が行えるように音楽理論の基礎を学ぶ。
音符の種類より始まり、楽譜の読み方、音程、リズム、コー
ド理論などを習得する。

楽譜上において音符の位置、長さを理解できる 20 20

音程が理解できる 20 20

コードが理解できる 20 20

楽器について理解できる 20 20

楽譜を読む事ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ウ
ン
ド
１

２ ３
シーケンサーを使いMIDI の概念を習得し楽譜をMIDI
データとして打ち込むことを学修する。また、楽曲のア
レンジ構造の基礎も習得する。

音の強弱をシーケンサー上で表現できる 20 20

音の長さをシーケンサー上で表現できる 20 20

MIDI における様々なコントロールを理解できる 20 20

楽器をパートとしての役割として理解できる 20 20

小編成なスコアをデータ入力できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 100
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ウ
ン
ド
２

２ ４
オーディオ編集の基礎を学びMIDI とオーディオを統合
した作品制作に取り組む。また、アプリケーションのさ
まざまな機能を学びアレンジ作品を完成させる。

さまざまなエフェクトの特徴を理解できる 25 25

オーディオ編集の特徴を理解できる 25 25

アレンジ作品を制作できる 10 15 25

ミックスダウンをすることができる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 100

映
像
デ
ザ
イ
ン
基
礎
１

２ ３

映画やさまざまな映像作品に触れて、作品を構成する映
像・音楽・セリフなどの役割や効果について理解し、映
像作品における表現の豊かさや奥深さを実感します。そ
して、作品を多角的に分析・考察する力を養い、自らの
作品制作に役立つ知識を身につけます。

映画の誕生と歴史について理解し、映像作品の成り立ちを理解でき
る 20 20

映像・音楽・セリフなどの役割や効果を理解し、表現の豊かさや奥
深さを実感できる 20 10 30

企業 VPやテレビCMなど、さまざまな映像作品に触れ、その構成
や効果などを分析・考察できる 10 20 30

作品を分析・考察する力を身につけて、自らの作品制作に生かすこ
とができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 60 10 0 0 0 100

映
像
デ
ザ
イ
ン
基
礎
２

２ ４
レンズの特性とアングルの差による視覚的な効果、照明
の当て方によるイメージの違い、録音技術の習得と音楽
の選択方法など映像作品に与える技術的な知識を学びな
がら、絵コンテの制作とスケジュールの立て方を学ぶ。

撮影、照明、録音など映像制作に関わる実践的な知識と技術が理解
できる 10 5 10 25

絵コンテの制作とスケジュールの立て方がわかる 10 5 10 25

モンタージュ理論とクレショフ効果が理解できる 10 5 10 25

撮影に於けるイマジナリーラインが理解できる 10 5 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ａ

２ １
画像の基本的な知識と 2DCGソフトウェアの使用に関し
て実習を交えながら学びます。これにより、2DCGソフ
トウェア利用技術に関して社会で要求されるレベルに到
達できます。

デジタル画像の基本が理解できる。 10 10 20

グラフィックスソフトウェアの利用目的の相違が理解できる。 15 5 20

画像編集ソフトの基本的な操作ができる。 20 20

ドローソフトの基本的な操作ができる。 20 20

それぞれのソフトウェアを相互に使いながら作品を制作できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 75 0 100
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｂ

２ ２
『CAD実習１、２』と併せて受講してCADスキルの向上
を図ります。実用的なCADの知識と技術を学ぶとともに、
CAD利用技術に関して社会で要求されるレベルに到達す
ることを目指します。

CADシステムの概要・基本概念、CADシステムの基本機能などが
理解できる 10 10 20

3 次元 CADの機能と実用的モデリング手法が理解でき、制作に生か
すことができる 20 20

3 次元CADデータの活用がわかる 20 20

モデリング手順に従い、正確に立体物を作成できる 20 20

モデルの体積、表面積などを測定できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 90 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｃ

２ ３
3DCGの概要を実習を交えながら学び、CGクリエイター
として社会で要求されるレベルに到達することを目指し
ます。

３ＤＣＧの基本的な流れが理解できる。 5 15 20

３ＤＣＧの発展と表現方法の違いによる利用方法を理解できる 10 10 20

モデリングによる形状生成を理解し、作成できる 20 20

レンダリングの種類とライティングやカメラワークの重要性を理解
し、応用できる。 15 15

構図やカメラワークなどの映像制作の基本とワークフローまでを理
解できる 15 15

的確なマテリアルを作成することができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 85 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
基
礎
科
目

基
礎
音
楽
論

２ ２
将来的に音楽制作が行えるように音楽理論の基礎を学ぶ。
音符の種類より始まり、楽譜の読み方、音程、リズム、コー
ド理論などを習得する。

楽譜上において音符の位置、長さを理解できる 20 20

音程が理解できる 20 20

コードが理解できる 20 20

楽器について理解できる 20 20

楽譜を読む事ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ウ
ン
ド
１

２ ３
シーケンサーを使いMIDI の概念を習得し楽譜をMIDI
データとして打ち込むことを学修する。また、楽曲のア
レンジ構造の基礎も習得する。

音の強弱をシーケンサー上で表現できる 20 20

音の長さをシーケンサー上で表現できる 20 20

MIDI における様々なコントロールを理解できる 20 20

楽器をパートとしての役割として理解できる 20 20

小編成なスコアをデータ入力できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 100
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ウ
ン
ド
２

２ ４
オーディオ編集の基礎を学びMIDI とオーディオを統合
した作品制作に取り組む。また、アプリケーションのさ
まざまな機能を学びアレンジ作品を完成させる。

さまざまなエフェクトの特徴を理解できる 25 25

オーディオ編集の特徴を理解できる 25 25

アレンジ作品を制作できる 10 15 25

ミックスダウンをすることができる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 100

映
像
デ
ザ
イ
ン
基
礎
１

２ ３

映画やさまざまな映像作品に触れて、作品を構成する映
像・音楽・セリフなどの役割や効果について理解し、映
像作品における表現の豊かさや奥深さを実感します。そ
して、作品を多角的に分析・考察する力を養い、自らの
作品制作に役立つ知識を身につけます。

映画の誕生と歴史について理解し、映像作品の成り立ちを理解でき
る 20 20

映像・音楽・セリフなどの役割や効果を理解し、表現の豊かさや奥
深さを実感できる 20 10 30

企業 VPやテレビCMなど、さまざまな映像作品に触れ、その構成
や効果などを分析・考察できる 10 20 30

作品を分析・考察する力を身につけて、自らの作品制作に生かすこ
とができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10 60 10 0 0 0 100

映
像
デ
ザ
イ
ン
基
礎
２

２ ４
レンズの特性とアングルの差による視覚的な効果、照明
の当て方によるイメージの違い、録音技術の習得と音楽
の選択方法など映像作品に与える技術的な知識を学びな
がら、絵コンテの制作とスケジュールの立て方を学ぶ。

撮影、照明、録音など映像制作に関わる実践的な知識と技術が理解
できる 10 5 10 25

絵コンテの制作とスケジュールの立て方がわかる 10 5 10 25

モンタージュ理論とクレショフ効果が理解できる 10 5 10 25

撮影に於けるイマジナリーラインが理解できる 10 5 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ａ

２ １
画像の基本的な知識と 2DCGソフトウェアの使用に関し
て実習を交えながら学びます。これにより、2DCGソフ
トウェア利用技術に関して社会で要求されるレベルに到
達できます。

デジタル画像の基本が理解できる。 10 10 20

グラフィックスソフトウェアの利用目的の相違が理解できる。 15 5 20

画像編集ソフトの基本的な操作ができる。 20 20

ドローソフトの基本的な操作ができる。 20 20

それぞれのソフトウェアを相互に使いながら作品を制作できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 75 0 100
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｂ

２ ２
『CAD実習１、２』と併せて受講してCADスキルの向上
を図ります。実用的なCADの知識と技術を学ぶとともに、
CAD利用技術に関して社会で要求されるレベルに到達す
ることを目指します。

CADシステムの概要・基本概念、CADシステムの基本機能などが
理解できる 10 10 20

3 次元 CADの機能と実用的モデリング手法が理解でき、制作に生か
すことができる 20 20

3 次元CADデータの活用がわかる 20 20

モデリング手順に従い、正確に立体物を作成できる 20 20

モデルの体積、表面積などを測定できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 90 0 100

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｃ

２ ３
3DCGの概要を実習を交えながら学び、CGクリエイター
として社会で要求されるレベルに到達することを目指し
ます。

３ＤＣＧの基本的な流れが理解できる。 5 15 20

３ＤＣＧの発展と表現方法の違いによる利用方法を理解できる 10 10 20

モデリングによる形状生成を理解し、作成できる 20 20

レンダリングの種類とライティングやカメラワークの重要性を理解
し、応用できる。 15 15

構図やカメラワークなどの映像制作の基本とワークフローまでを理
解できる 15 15

的確なマテリアルを作成することができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 85 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
基
礎
科
目

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｄ

２ ４
インターネットの効果的な利用、サイトの構築、運用、
評価について実習して、基礎的な知識とスキルを習得し
ます。

インターネットの歴史、Web の特性、Web サイトの種類、Web サ
イトの制作フローについて理解できる 10 10 20

情報の収集と整理能力の方法が理解でき、情報を視覚化できる表現
方法が理解できる 10 10 20

コンセプトメイキング、情報の組織化や構造化を理解し、画面構成、
素材制作ができる 10 10 20

テストや評価、運用まで、Web サイトを運用する技術が習得できる 10 10 20

インターフェースとナビゲーションが理解できる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 40 0 0 10 20 0 100

Ｃ
Ｇ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
１

２ ３
デザイナー向けのツールProcessing を使い、プログラミ
ングによる 2DCGを学びます。プログラミングと聞くと
難しい感じがするかもしれませんが、情報系のデザイン
アートには欠かせない表現手法です。

簡単な描画を行うことができる 20 20

感覚的にデジタルにおける色の指定ができる 20 20

基礎プログラミングによるビジュアル表現ができる 20 20

関数を使ったアニメーションを作ることができる 20 20

インタラクティブを使った作品を作ることができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 100

Ｃ
Ｇ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
２

２ ４
３DCGソフトを使うだけでなく、理論的な内容を習得す
るために、実践を交えながらモデリングやレンダリング
の方法を学ぶ。

形状記述法と手続き記述法の違いを理解し、使用ソフトウェアの一
連の操作を理解する。 20 20

３ＤＣＧのさまざまな立体生成の方法と的確な表現ができる。 10 10 20

繰り返しにより複雑な形状を作成することができる 10 10 20

数学関数を用いた条件分岐を使ってシーンを作成できる 20 20

幾何学グラフィックスを理解し、制作ができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 40 50 100

Ｃ
Ａ
Ｄ
実
習
１

２
（
注
）

２
（
注
）

３
モノを製作して行くための表現方法としての図面の基礎
的な考え方と描画方法を学ぶとともに、CADソフト操作
の基本を修得します。（注）メディアデザイン専攻は選択、
プロダクトデザイン専攻は必修

デザインプロセスにおける図面の役割を認識できる 5 5 10

投影法、線種、図面記号など一般的な製図法を理解できる 5 5 10

線種、線の太さなどを使い分けることができる 5 5 5 15

３面図から立体をイメージすることができる 5 5 5 5 5 25

立体をイメージして３面図を適切に描くことができる 5 5 5 5 5 25

形状に必要な断面図を適切に描くことができる 5 5 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 10 30 20 100

Ｃ
Ａ
Ｄ
実
習
２

２ ４基本形状をCADにて描画する手法を学ぶとともに、自分が創作した図形のCAD上での表現方法を学びます。

３ＤＣＡＤのモデリングのプロセスを理解できる 5 5 5 15

３ＤＣＡＤの基本操作を理解できる 5 5 10

２ＤＣＡＤで引いた図面を３ＤＣＡＤで活用することができる 5 5 5 15

イラストレーターなどの他のアプリに２Ｄ図面を取り込むことがで
きる 5 5 5 15

思い描いた形をモデリングできる 5 5 5 5 5 25

モデリングしたデータを用いてレンダリングを作成できる 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 20 30 15 100

情
報
処
理
基
礎

２ ２
世の中のできごとについて、データを基に客観的にとら
える方法を学びます。ものごとの起こり方について正確
に評価したり、関連を見つけたり、判断したりする方法
を身につけます。

尺度値の区別ができる 10 10

母集団からの標本の採り方を理解できる 20 20

データから適切な度数分布表を作成できる 20 20

最頻値、中央値、標準偏差を説明できる 20 20

標準正規分布におけるデータの位置を求めることができる 20 20

相関係数により、相関の強さを判断できる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
１

２ ３
コンピュータを用いて情報を扱うには、ソフトウェアを
作成する知識と動作の理解が有益です。文法項目ごとに
コンピュータプログラミングの初歩をじっくり学び、規
則性を見つけ、その手順を作る力を身に付けます。

ソースコードを作り、コンパイルして、実行できる 10 10

文字列や、変数に記憶された数値を画面に表示できる 20 20

キーボードから入力して数値を変数に格納できる 20 20

論理積と論理和による条件が書ける 10 10

if 文による条件分岐を記述できる 20 20

for 文による繰り返しで文字の表示、数の処理方法がわかる 10 10

while 文による繰り返しで文字の表示、数の処理方法がわかる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
基
礎
科
目

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｄ

２ ４
インターネットの効果的な利用、サイトの構築、運用、
評価について実習して、基礎的な知識とスキルを習得し
ます。

インターネットの歴史、Web の特性、Web サイトの種類、Web サ
イトの制作フローについて理解できる 10 10 20

情報の収集と整理能力の方法が理解でき、情報を視覚化できる表現
方法が理解できる 10 10 20

コンセプトメイキング、情報の組織化や構造化を理解し、画面構成、
素材制作ができる 10 10 20

テストや評価、運用まで、Web サイトを運用する技術が習得できる 10 10 20

インターフェースとナビゲーションが理解できる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 40 0 0 10 20 0 100

Ｃ
Ｇ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
１

２ ３
デザイナー向けのツールProcessing を使い、プログラミ
ングによる 2DCGを学びます。プログラミングと聞くと
難しい感じがするかもしれませんが、情報系のデザイン
アートには欠かせない表現手法です。

簡単な描画を行うことができる 20 20

感覚的にデジタルにおける色の指定ができる 20 20

基礎プログラミングによるビジュアル表現ができる 20 20

関数を使ったアニメーションを作ることができる 20 20

インタラクティブを使った作品を作ることができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 100

Ｃ
Ｇ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
２

２ ４
３DCGソフトを使うだけでなく、理論的な内容を習得す
るために、実践を交えながらモデリングやレンダリング
の方法を学ぶ。

形状記述法と手続き記述法の違いを理解し、使用ソフトウェアの一
連の操作を理解する。 20 20

３ＤＣＧのさまざまな立体生成の方法と的確な表現ができる。 10 10 20

繰り返しにより複雑な形状を作成することができる 10 10 20

数学関数を用いた条件分岐を使ってシーンを作成できる 20 20

幾何学グラフィックスを理解し、制作ができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 40 50 100

Ｃ
Ａ
Ｄ
実
習
１

２
（
注
）

２
（
注
）

３
モノを製作して行くための表現方法としての図面の基礎
的な考え方と描画方法を学ぶとともに、CADソフト操作
の基本を修得します。（注）メディアデザイン専攻は選択、
プロダクトデザイン専攻は必修

デザインプロセスにおける図面の役割を認識できる 5 5 10

投影法、線種、図面記号など一般的な製図法を理解できる 5 5 10

線種、線の太さなどを使い分けることができる 5 5 5 15

３面図から立体をイメージすることができる 5 5 5 5 5 25

立体をイメージして３面図を適切に描くことができる 5 5 5 5 5 25

形状に必要な断面図を適切に描くことができる 5 5 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 10 30 20 100

Ｃ
Ａ
Ｄ
実
習
２

２ ４基本形状をCADにて描画する手法を学ぶとともに、自
分が創作した図形のCAD上での表現方法を学びます。

３ＤＣＡＤのモデリングのプロセスを理解できる 5 5 5 15

３ＤＣＡＤの基本操作を理解できる 5 5 10

２ＤＣＡＤで引いた図面を３ＤＣＡＤで活用することができる 5 5 5 15

イラストレーターなどの他のアプリに２Ｄ図面を取り込むことがで
きる 5 5 5 15

思い描いた形をモデリングできる 5 5 5 5 5 25

モデリングしたデータを用いてレンダリングを作成できる 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 20 30 15 100

情
報
処
理
基
礎

２ ２
世の中のできごとについて、データを基に客観的にとら
える方法を学びます。ものごとの起こり方について正確
に評価したり、関連を見つけたり、判断したりする方法
を身につけます。

尺度値の区別ができる 10 10

母集団からの標本の採り方を理解できる 20 20

データから適切な度数分布表を作成できる 20 20

最頻値、中央値、標準偏差を説明できる 20 20

標準正規分布におけるデータの位置を求めることができる 20 20

相関係数により、相関の強さを判断できる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
１

２ ３
コンピュータを用いて情報を扱うには、ソフトウェアを
作成する知識と動作の理解が有益です。文法項目ごとに
コンピュータプログラミングの初歩をじっくり学び、規
則性を見つけ、その手順を作る力を身に付けます。

ソースコードを作り、コンパイルして、実行できる 10 10

文字列や、変数に記憶された数値を画面に表示できる 20 20

キーボードから入力して数値を変数に格納できる 20 20

論理積と論理和による条件が書ける 10 10

if 文による条件分岐を記述できる 20 20

for 文による繰り返しで文字の表示、数の処理方法がわかる 10 10

while 文による繰り返しで文字の表示、数の処理方法がわかる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
基
礎
科
目

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
２

２ ４

プログラミング言語およびプログラミング方法に関する
理解を進めます。コンピュータの動作に対する理解を深
め、さらにさまざまな処理作業を順序立てる練習を積み
重ねることで課題を実現する過程を作る論理的な思考力
を養います。

配列を用いて、数値の繰し返し処理ができる 20 20

配列を用いて、文字列の格納、表示、計数、置き換えができる 20 20

ポインタに関連する「＊」と「＆」演算子の名前と意味がわかる 10 10

引数がなく戻り値もない基本的なユーザー関数を作り、使える 20 20

引数と戻り値があるユーザー関数を作り、使える 20 20

ユーザー関数の引数にポインタを用いてアドレスを渡す方法がわか
る 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

専
門
科
目

基
幹
科
目

デ
ジ
タ
ル
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
実
習
Ａ

２ ５
デジタルによるグラフィックデザインを学ぶ方法として、
モーショングラフィックス、画像処理、3DCGによるイ
ラストレーションなどを学びます

モーショングラフィックスを利用した作品を作ることができる 10 10 20

ポートレート撮影した写真素材を画像処理できる 10 10 20

素材を利用した画像を画像処理によって作品に展開できる 10 10 20

３ＤＣＧによる制作をイラストレーションへと展開できる 10 10 20

２Ｄ、３ＤＣＧ素材を作品制作に生かすことができる 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 45 5 100

視
覚
情
報
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ａ

２ ５
視覚情報デザインを広く捉え、ロゴ、マーク、タイポグ
ラフィー、イラストレーションなどを学び、ポスターや
パッケージなどに展開し、イベントや展示などデザイン
の可能性へと発展させます。

文字の形を観察し、構造を理解することができる 10 10 20

文字を読みやすく、コンセプトに沿って的確に構成することができ
る 10 10 20

 ロゴタイプ、マークの目的を理解し、意味を持つデザインができる 5 5 10 20

広告の意味を理解し、その発展を考えることができる 5 5 10 20

習得した内容を製品に展開できる 5 5 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 20 25 35 0 10 100

デ
ジ
タ
ル
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
実
習
Ｂ

２ ６
エディトリアルデザインと急加速するWEBの表現方法
を研究し、新しい活用方法を探りながら編集制作の表現
を学びます

情報の収集から展開までの一連の流れを理解できる 5 10 15

エディトリアルデザインの流れを理解し、目的に応じた作品制作が
できる 10 10 20

レイアウトの役割、必要性、文字組などのDTPスキルを利用した作
業ができる 10 10 20

Web サイトの組み込みに動画や音声の編集を活用できる 5 10 15

イメージだけでなく操作のしやすさ、情報の伝わりやすさなどが視
覚で表現できる 5 10 15

丁寧な仕上げができ、プレゼンテーションできる 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 20 20 35 100

視
覚
情
報
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｂ

２ ６
視覚情報デザインの様々な制作を考え方から学び、展開
して行きます。一連の商品開発の流れを理解し、デザイ
ンの重要性を探ります。

オリジナリティのあるイラストレーション制作ができる 10 10 20

イラストレーションに的確なデザインツールを使い、制作ができる 10 10

インフォグラフィックスを理解し、わかりやすい作品が制作できる 10 5 5 20

マーケティングを考えた購買力が高められるパッケージデザインが
展開できる 10 5 5 20

商品開発の流れが理解でき、商品のデザインができる 5 5 10

アイデア展開から販売までをまとめてプレゼンテーションできる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 30 10 10 100

デ
ジ
タ
ル
デ
ザ
イ
ン
論
Ａ

２ ５
多岐にわたるデジタル表現の基本要素と応用を学びます。
デザイン表現がデジタルの技術によってどのように変
わったかを探り、今後の動向を考えます。

視覚情報処理を理解できる 10 10 20

CGを主としたビジュアル表現の流れを理解できる 10 10 20

数理的な方法を利用したデザインの展開を理解できる 5 5 5 15

デジタル制作の利点を見出し、応用する方法を考えることができる 10 5 5 5 25

今後のデジタル表現の発展を考えることができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 35 0 5 15 15 5 25 0 100

デ
ジ
タ
ル
デ
ザ
イ
ン
論
Ｂ

２ ６
情報化社会のデザインの方法と考え方ノウハウを学びま
す。CI や VI などにより、会社や社会がどう変わってい
くかを習得します。

インフォグラフィックス、Web、インターフェスが正確に理解でき
る 10 5 10 25

インタラクティブ、映像、アニメーションなどのメディア技術と方
法論の可能性が理解できる 10 5 10 25

時間、運動、インターフェースによる情報デザインが理解できる 10 5 10 25

情報デザインの骨格と今後の発展を考えることができる 10 5 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 40 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
基
礎
科
目

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
２

２ ４

プログラミング言語およびプログラミング方法に関する
理解を進めます。コンピュータの動作に対する理解を深
め、さらにさまざまな処理作業を順序立てる練習を積み
重ねることで課題を実現する過程を作る論理的な思考力
を養います。

配列を用いて、数値の繰し返し処理ができる 20 20

配列を用いて、文字列の格納、表示、計数、置き換えができる 20 20

ポインタに関連する「＊」と「＆」演算子の名前と意味がわかる 10 10

引数がなく戻り値もない基本的なユーザー関数を作り、使える 20 20

引数と戻り値があるユーザー関数を作り、使える 20 20

ユーザー関数の引数にポインタを用いてアドレスを渡す方法がわか
る 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

専
門
科
目

基
幹
科
目

デ
ジ
タ
ル
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
実
習
Ａ

２ ５
デジタルによるグラフィックデザインを学ぶ方法として、
モーショングラフィックス、画像処理、3DCGによるイ
ラストレーションなどを学びます

モーショングラフィックスを利用した作品を作ることができる 10 10 20

ポートレート撮影した写真素材を画像処理できる 10 10 20

素材を利用した画像を画像処理によって作品に展開できる 10 10 20

３ＤＣＧによる制作をイラストレーションへと展開できる 10 10 20

２Ｄ、３ＤＣＧ素材を作品制作に生かすことができる 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 45 5 100

視
覚
情
報
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ａ

２ ５
視覚情報デザインを広く捉え、ロゴ、マーク、タイポグ
ラフィー、イラストレーションなどを学び、ポスターや
パッケージなどに展開し、イベントや展示などデザイン
の可能性へと発展させます。

文字の形を観察し、構造を理解することができる 10 10 20

文字を読みやすく、コンセプトに沿って的確に構成することができ
る 10 10 20

 ロゴタイプ、マークの目的を理解し、意味を持つデザインができる 5 5 10 20

広告の意味を理解し、その発展を考えることができる 5 5 10 20

習得した内容を製品に展開できる 5 5 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 20 25 35 0 10 100

デ
ジ
タ
ル
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
実
習
Ｂ

２ ６
エディトリアルデザインと急加速するWEBの表現方法
を研究し、新しい活用方法を探りながら編集制作の表現
を学びます

情報の収集から展開までの一連の流れを理解できる 5 10 15

エディトリアルデザインの流れを理解し、目的に応じた作品制作が
できる 10 10 20

レイアウトの役割、必要性、文字組などのDTPスキルを利用した作
業ができる 10 10 20

Web サイトの組み込みに動画や音声の編集を活用できる 5 10 15

イメージだけでなく操作のしやすさ、情報の伝わりやすさなどが視
覚で表現できる 5 10 15

丁寧な仕上げができ、プレゼンテーションできる 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0 20 20 35 100

視
覚
情
報
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｂ

２ ６
視覚情報デザインの様々な制作を考え方から学び、展開
して行きます。一連の商品開発の流れを理解し、デザイ
ンの重要性を探ります。

オリジナリティのあるイラストレーション制作ができる 10 10 20

イラストレーションに的確なデザインツールを使い、制作ができる 10 10

インフォグラフィックスを理解し、わかりやすい作品が制作できる 10 5 5 20

マーケティングを考えた購買力が高められるパッケージデザインが
展開できる 10 5 5 20

商品開発の流れが理解でき、商品のデザインができる 5 5 10

アイデア展開から販売までをまとめてプレゼンテーションできる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 30 10 10 100

デ
ジ
タ
ル
デ
ザ
イ
ン
論
Ａ

２ ５
多岐にわたるデジタル表現の基本要素と応用を学びます。
デザイン表現がデジタルの技術によってどのように変
わったかを探り、今後の動向を考えます。

視覚情報処理を理解できる 10 10 20

CGを主としたビジュアル表現の流れを理解できる 10 10 20

数理的な方法を利用したデザインの展開を理解できる 5 5 5 15

デジタル制作の利点を見出し、応用する方法を考えることができる 10 5 5 5 25

今後のデジタル表現の発展を考えることができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 35 0 5 15 15 5 25 0 100

デ
ジ
タ
ル
デ
ザ
イ
ン
論
Ｂ

２ ６
情報化社会のデザインの方法と考え方ノウハウを学びま
す。CI や VI などにより、会社や社会がどう変わってい
くかを習得します。

インフォグラフィックス、Web、インターフェスが正確に理解でき
る 10 5 10 25

インタラクティブ、映像、アニメーションなどのメディア技術と方
法論の可能性が理解できる 10 5 10 25

時間、運動、インターフェースによる情報デザインが理解できる 10 5 10 25

情報デザインの骨格と今後の発展を考えることができる 10 5 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 40 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
科
目

基
幹
科
目

視
覚
情
報
表
現
論

　 ２ ５
視覚情報は、私たちが持っている五感すべてを生かせる
ようなデザインをどうやって表現するかが重要です。情
報の収集から完成迄の多くの事例を習得します。

先人達の優れた視覚伝達表現の足跡をたどり、近代グラフィックデ
ザインの事例が理解できる 5 5 10 20

デザイン表現とアート表現の相互関係が理解できる 5 5 10 20

 平面を中心としたさまざまな表現と展開を理解できる 5 5 10 20

情報収集を効率的に実行することができる 10 10 20

写真やCG、イラストレーション、さまざまな素材を生かした視覚表
現の方法を知る 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 15 10 35 0 40 0 0 0 100
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
論

２ ６
デザインの基本はコミュニケーションつまり対話です。
コミュニケーションとデザインの重要性を習得し構築を
学びます。

コミュニケーションデザインの本質を理解できる 5 5 5 5 20

CI 計画、VI 計画の基本的概念が理解できる 5 5 5 5 20

コンセプトから最終デザインまでの発展プロセスを明確に示すこと
ができる 5 5 5 5 20

グラフィックデザインが空間、環境に生かされている事例を知り、
その重要性を理解できる 5 5 5 5 20

コミュニケーションデザインの今後の可能性を考えることができる 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 25 0 0 0 100

メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
実
習
Ａ

２ ５

フィールドレコーディングを体験しサンプリングソフト
を学ぶ。シンセサイザーを使用したゲーム効果音制作を
行う。画コンテと撮影スケジュールの作成が出来る。デ
ジタル一眼カメラの操作を学び、撮影した素材をパソコ
ンで編集が出来ることを目指す。

フィールドレコーディングができる 15 15

サンプリングソフトを理解できる 10 10

シンセサイザーを使用しゲーム効果音を作成できる 15 15

サウンドアート作品を制作する 20 20

画コンテと撮影スケジュールの作成ができる 10 10

デジタル一眼カメラによる撮影ができる 10 10

パソコンによる編集ができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 50 30 100
メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
実
習
Ｂ

２ ５
CG制作とラジオ番組制作のノウハウを実践的に学びま
す。CG合成技術や動画編集の技術を身に付けるととも
に、グループで短編ラジオ番組を制作します。

コンピュータによるCG制作ができる 5 10 15

映像制作におけるCG合成技術を身に付ける 5 10 15

映像編集ソフトで動画編集できる 10 10 20

番組制作での企画・構成・段取りの大切さを理解する 5 10 15

番組の進行台本作りを通して言語表現力を磨く 10 5 15

番組制作におけるチームワークの大切さを実感する 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 10 15 10 30 20 100
メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
実
習
Ｃ

２ ６
ループソフトを使用し種々のエフェクトを加え作品を制
作する。マイキングや PAシステムを習得する。基本的
な映像作品を基にさらにＣＧ映像などを合成してより高
い映像制作を目指す。

ループソフトを使い楽曲を制作できる 10 10 20

オリジナルの楽曲やアレンジを作成できる 10 10 20

マイクを使い音声を収録できる 10 　 10

ＰＡシステムを扱うことができる 　 10 10

ＣＧ合成を含めた複合的な映像制作ができる 10 10 20

グレイディング ( 色調調整 ) ができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 100

メ
デ
ィ
ア

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
実
習
Ｄ

２ ６構成、映像制作、音楽制作のコラボレーション作業によるチーム制作でコミュニケーション能力を高める。

社会に発信できる映像作品ができる 25 25 50

チーム制作によるコミュニケーションができる 25 25 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 100

メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
論
Ａ

２ ５
MIDI の概念やシンセサイザーなどのコンピュータミュー
ジックに関すること、あるいは電子音楽に関する歴史な
どを学修する。

プログラムとしてのＭＩＤＩが理解できる 25 25

シンセサイザーのしくみが理解できる 25 25

２０世紀以降現代にいたるまで、電子音楽がどのように進歩してき
たのかが理解できる 25 25

現代社会において電子音楽がどのように活用されているのかが理解
できる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
論
Ｂ

２ ５

映像作品を制作する際に意識すべき観客や視聴者への訴
求効果、取材者としての態度・言葉遣いなどのモラルを
理解し身に付けます。また、人を理解し、人と深く付き
合い、生活や社会を学ぶことで、映像作品の原点を探り、
伝えるテーマを形にできる表現者としての力を養います。

社会を見つめ、いま何が映像作品として求められているかが分かる 10 20 30

取材交渉の仕方や取材時の態度・言葉遣いなどのモラルが身に付く 10 20 30

題材を深く見つめ、テーマや切り口を深く掘り下げる表現者として
の心構えが身に付く 20 20

調べる技術と書く技術が身に付く 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 30 20 10 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
科
目

基
幹
科
目

視
覚
情
報
表
現
論

　 ２ ５
視覚情報は、私たちが持っている五感すべてを生かせる
ようなデザインをどうやって表現するかが重要です。情
報の収集から完成迄の多くの事例を習得します。

先人達の優れた視覚伝達表現の足跡をたどり、近代グラフィックデ
ザインの事例が理解できる 5 5 10 20

デザイン表現とアート表現の相互関係が理解できる 5 5 10 20

 平面を中心としたさまざまな表現と展開を理解できる 5 5 10 20

情報収集を効率的に実行することができる 10 10 20

写真やCG、イラストレーション、さまざまな素材を生かした視覚表
現の方法を知る 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 15 10 35 0 40 0 0 0 100
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
論

２ ６
デザインの基本はコミュニケーションつまり対話です。
コミュニケーションとデザインの重要性を習得し構築を
学びます。

コミュニケーションデザインの本質を理解できる 5 5 5 5 20

CI 計画、VI 計画の基本的概念が理解できる 5 5 5 5 20

コンセプトから最終デザインまでの発展プロセスを明確に示すこと
ができる 5 5 5 5 20

グラフィックデザインが空間、環境に生かされている事例を知り、
その重要性を理解できる 5 5 5 5 20

コミュニケーションデザインの今後の可能性を考えることができる 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 25 0 0 0 100

メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
実
習
Ａ

２ ５

フィールドレコーディングを体験しサンプリングソフト
を学ぶ。シンセサイザーを使用したゲーム効果音制作を
行う。画コンテと撮影スケジュールの作成が出来る。デ
ジタル一眼カメラの操作を学び、撮影した素材をパソコ
ンで編集が出来ることを目指す。

フィールドレコーディングができる 15 15

サンプリングソフトを理解できる 10 10

シンセサイザーを使用しゲーム効果音を作成できる 15 15

サウンドアート作品を制作する 20 20

画コンテと撮影スケジュールの作成ができる 10 10

デジタル一眼カメラによる撮影ができる 10 10

パソコンによる編集ができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 50 30 100
メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
実
習
Ｂ

２ ５
CG制作とラジオ番組制作のノウハウを実践的に学びま
す。CG合成技術や動画編集の技術を身に付けるととも
に、グループで短編ラジオ番組を制作します。

コンピュータによるCG制作ができる 5 10 15

映像制作におけるCG合成技術を身に付ける 5 10 15

映像編集ソフトで動画編集できる 10 10 20

番組制作での企画・構成・段取りの大切さを理解する 5 10 15

番組の進行台本作りを通して言語表現力を磨く 10 5 15

番組制作におけるチームワークの大切さを実感する 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 10 15 10 30 20 100
メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
実
習
Ｃ

２ ６
ループソフトを使用し種々のエフェクトを加え作品を制
作する。マイキングや PAシステムを習得する。基本的
な映像作品を基にさらにＣＧ映像などを合成してより高
い映像制作を目指す。

ループソフトを使い楽曲を制作できる 10 10 20

オリジナルの楽曲やアレンジを作成できる 10 10 20

マイクを使い音声を収録できる 10 　 10

ＰＡシステムを扱うことができる 　 10 10

ＣＧ合成を含めた複合的な映像制作ができる 10 10 20

グレイディング ( 色調調整 ) ができる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40 100

メ
デ
ィ
ア

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
実
習
Ｄ

２ ６構成、映像制作、音楽制作のコラボレーション作業によ
るチーム制作でコミュニケーション能力を高める。

社会に発信できる映像作品ができる 25 25 50

チーム制作によるコミュニケーションができる 25 25 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 100

メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
論
Ａ

２ ５
MIDI の概念やシンセサイザーなどのコンピュータミュー
ジックに関すること、あるいは電子音楽に関する歴史な
どを学修する。

プログラムとしてのＭＩＤＩが理解できる 25 25

シンセサイザーのしくみが理解できる 25 25

２０世紀以降現代にいたるまで、電子音楽がどのように進歩してき
たのかが理解できる 25 25

現代社会において電子音楽がどのように活用されているのかが理解
できる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
論
Ｂ

２ ５

映像作品を制作する際に意識すべき観客や視聴者への訴
求効果、取材者としての態度・言葉遣いなどのモラルを
理解し身に付けます。また、人を理解し、人と深く付き
合い、生活や社会を学ぶことで、映像作品の原点を探り、
伝えるテーマを形にできる表現者としての力を養います。

社会を見つめ、いま何が映像作品として求められているかが分かる 10 20 30

取材交渉の仕方や取材時の態度・言葉遣いなどのモラルが身に付く 10 20 30

題材を深く見つめ、テーマや切り口を深く掘り下げる表現者として
の心構えが身に付く 20 20

調べる技術と書く技術が身に付く 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 30 20 10 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
科
目

基
幹
科
目

メ
デ
ィ
ア

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
論
Ｃ

２ ６
アニメーションや漫画、ゲームなど、日本のサブカル
チャーについての理解を深め、サブカルチャーの存在意
義や役割などについて考察します。

日本のサブカルチャー史を簡単に把握できる 20 10 30

アニメーションや漫画の系譜や影響力などを理解する 10 10 20

ゲームの系譜や影響力などを理解する 10 10 20

サブカルチャーの存在意義や役割などについて考察できる 20 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40 10 30 0 0 0 100
メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
論
Ｄ

２ ６
著作権など様々なメディアの持つ倫理について学び、そ
の特徴を理解した上で社会問題について自らの意見を述
べることが出来る。

著作権と放送倫理について理解できる 5 5 10

新聞、テレビ、ラジオなど様々なメディアの特徴を理解し、メリッ
トとデメリットの現実がわかる 5 10 5 20

現代社会におけるメディアの役割を把握し、それぞれの特性を生か
した展開を考えることができる 5 10 10 5 30

政治、経済など社会が抱える様々な問題に対して自らの意見を持ち
議論ができる 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 20 30 0 0 0 0 25 100

Ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ａ

２ ５Web デザインの専門的な実習を行い、実践的なスキルを習得します。

メソッドと多重定義を理解して使える 20 20

 クラスとインスタンスを理解して使える 20 20

継承の意味を理解して使える 20 20

アプレットについて理解して使える 20 20

グラフィカルユーザーインタフェイスに応用できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
ク
ロ
ス
ワ
ー
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

２ ６OtoO（オンライン to オフライン）コミュニケーションの企画制作を行い、専門的な制作力を高めます。

 ソーシャルメディアの理解ができる 5 5 10

ソーシャルメディア上のインタフェイスが制作できる 5 5 5 15

収集したデータを基に、課題を発見できる 5 5 5 5 5 25

課題に応じた対策を立案できる 5 5 5 5 5 25

課題に応じた対策が実施できる 5 5 5 5 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 15 0 25 25 5 100

Ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｂ

２ ６Web デザインの専門的な実習を行い、実践的なスキルを習得します。

SQLデータベースの基本設定ができる 20 20

JDBCによるデータベース操作ができる 20 20

JSP、サーブレットの基本を理解して使える 20 20

HTML、サーブレットとデータベースを連携できる 20 20

JSP とデータベースを連携できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
ク
リ
エ
ィ
テ
ィ
ブ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

２ ５
マーケティング計画からの展開や、広告制作において最
も重要なアイディア抽出の導き方を、実践制作を通じて
学びます。

広告企画の進め方が理解できる 5 5 5 5 20

実際の広告企画が理解できる 5 5 5 5 20

戦略テーマからのクリエィティブテーマが創出できる 5 5 5 5 20

クリエィティブテーマからの展開が理解できる 5 5 5 5 20

展開ごとの連動性が理解できる 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 25 0 25 100

Ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
論

２ ５Web デザインの専門的な知識を習得し、理解を進めます。

情報の構造化、サイトマップの構成と設計、ゾーニングができる 20 20

ナビゲーション、インタラクションに関する要件を説明できる 20 20

ユーザビリティを理解できて評価できる 20 20

コンテンツアクセスビリティを理解してサイトの設計、構築ができ
る 20 20

Web サイトの運用と管理の重要性を理解できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

２ ６
広告制作活動の設計段階ともいえるマーケティング計画
について重要な、訴求要素と訴求対象の考察を、実際に
制作しながら学びます。　

広告企画の進め方が理解できる 5 5 5 5 20

実際の広告企画が理解できる 5 5 5 5 20

SWOT分析の理解と分析ができる 5 5 5 5 20

ターゲットの態度変容構造の設定ができる 5 5 5 5 20

戦略テーマの立案方法が理解できる 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 25 0 25 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
科
目

基
幹
科
目

メ
デ
ィ
ア

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
論
Ｃ

２ ６
アニメーションや漫画、ゲームなど、日本のサブカル
チャーについての理解を深め、サブカルチャーの存在意
義や役割などについて考察します。

日本のサブカルチャー史を簡単に把握できる 20 10 30

アニメーションや漫画の系譜や影響力などを理解する 10 10 20

ゲームの系譜や影響力などを理解する 10 10 20

サブカルチャーの存在意義や役割などについて考察できる 20 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 40 10 30 0 0 0 100
メ
デ
ィ
ア
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
論
Ｄ

２ ６
著作権など様々なメディアの持つ倫理について学び、そ
の特徴を理解した上で社会問題について自らの意見を述
べることが出来る。

著作権と放送倫理について理解できる 5 5 10

新聞、テレビ、ラジオなど様々なメディアの特徴を理解し、メリッ
トとデメリットの現実がわかる 5 10 5 20

現代社会におけるメディアの役割を把握し、それぞれの特性を生か
した展開を考えることができる 5 10 10 5 30

政治、経済など社会が抱える様々な問題に対して自らの意見を持ち
議論ができる 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 20 30 0 0 0 0 25 100

Ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ａ

２ ５Web デザインの専門的な実習を行い、実践的なスキルを
習得します。

メソッドと多重定義を理解して使える 20 20

 クラスとインスタンスを理解して使える 20 20

継承の意味を理解して使える 20 20

アプレットについて理解して使える 20 20

グラフィカルユーザーインタフェイスに応用できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
ク
ロ
ス
ワ
ー
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

２ ６OtoO（オンライン to オフライン）コミュニケーション
の企画制作を行い、専門的な制作力を高めます。

 ソーシャルメディアの理解ができる 5 5 10

ソーシャルメディア上のインタフェイスが制作できる 5 5 5 15

収集したデータを基に、課題を発見できる 5 5 5 5 5 25

課題に応じた対策を立案できる 5 5 5 5 5 25

課題に応じた対策が実施できる 5 5 5 5 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 15 0 25 25 5 100

Ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｂ

２ ６Web デザインの専門的な実習を行い、実践的なスキルを
習得します。

SQLデータベースの基本設定ができる 20 20

JDBCによるデータベース操作ができる 20 20

JSP、サーブレットの基本を理解して使える 20 20

HTML、サーブレットとデータベースを連携できる 20 20

JSP とデータベースを連携できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
ク
リ
エ
ィ
テ
ィ
ブ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

２ ５
マーケティング計画からの展開や、広告制作において最
も重要なアイディア抽出の導き方を、実践制作を通じて
学びます。

広告企画の進め方が理解できる 5 5 5 5 20

実際の広告企画が理解できる 5 5 5 5 20

戦略テーマからのクリエィティブテーマが創出できる 5 5 5 5 20

クリエィティブテーマからの展開が理解できる 5 5 5 5 20

展開ごとの連動性が理解できる 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 25 0 25 100

Ｗ
ｅ
ｂ
デ
ザ
イ
ン
論

２ ５Web デザインの専門的な知識を習得し、理解を進めます。

情報の構造化、サイトマップの構成と設計、ゾーニングができる 20 20

ナビゲーション、インタラクションに関する要件を説明できる 20 20

ユーザビリティを理解できて評価できる 20 20

コンテンツアクセスビリティを理解してサイトの設計、構築ができ
る 20 20

Web サイトの運用と管理の重要性を理解できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

２ ６
広告制作活動の設計段階ともいえるマーケティング計画
について重要な、訴求要素と訴求対象の考察を、実際に
制作しながら学びます。　

広告企画の進め方が理解できる 5 5 5 5 20

実際の広告企画が理解できる 5 5 5 5 20

SWOT分析の理解と分析ができる 5 5 5 5 20

ターゲットの態度変容構造の設定ができる 5 5 5 5 20

戦略テーマの立案方法が理解できる 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 25 0 25 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
科
目

基
幹
科
目

メ
デ
ィ
ア

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
Ａ

２ ５
メディアを介して社会と繋がるコミュニケーションで重
要な、広報活動における様々な種類を実際の事例を交え
ながら学びます。

企業広報と宣伝の違いが理解できる 10 10 5 25

企業広報の基本が理解できる 10 10 5 25

企業の存在意義と社会的責任について理解できる 10 10 5 25

企業広報の戦略立案が理解できる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 20 0 0 0 0 100

メ
デ
ィ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
Ｂ

２ ６
社会で見られる現象の分析方法について学び、さらにそ
れに対する人間の共通的な解釈、判断の特徴を理解しま
す。情報メディアを通して人間が思考する特徴を客観的
につかみ、その原因理由や活用について考えます。

社会調査の種類とそれぞれの特徴を理解できる 20 20

先行研究を調査して、まとめることができる 20 20

質問紙調査の設計、実施、集計、分析ができる 10 10

対面調査の設計、実施、集計、分析ができる 10 10

市場調査の設計、実施、集計、分析ができる 10 10

予測の検証により、思考判断の共通性を理解できる 20 20

予測の検証により、思考判断のバイアスを理解できる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

製
品
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ａ

２ ５
製品デザインの課題に実際に取り組んで、その全体的な
プロセスを理解し実践する能力を修得します。テーマと
しては身近な雑貨などを取り上げます。

課題を理解し、その製品の使用シーンを想定できる 10 5 5 20

課題に関わる調査と分析ができる 10 5 5 5 5 30

調査、分析結果から改善点や問題点を見つけることができる 5 5 5 5 20

改善点、問題点に対して複数のデザイン案を発想できる 10 5 5 20

複数デザイン案を一つのデザインにまとめ上げることができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 25 15 30 100

製
品
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｂ

２ ６

多様な製品デザインに取り組むことができる能力を修得
するために、課題発見のための分析能力、そしてその課
題に対する最適解創造手法などを学びます。テーマとし
てはやや高度な折りたたみ自転車やスツール、幼児用玩
具等に取り組みます。

異なる製品分野の特質を理解することができる 5 5 5 5 5 25

製品分野の特質に合わせたデザインの取り組み、発想を行うことが
できる 5 5 5 15

発想したデザイン案を比較検討し、最適なデザイン案を判断できる 5 5 10

デザイン案に相応しい素材、生産方法を選択しデザインを完成させ
ることができる 5 5 5 5 20

デザイン案に応じた手段によるモデルを制作し、デザイン説明をポー
トフォリオにまとめることができる 5 5 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 25 15 30 100

応
用
Ｃ
Ａ
Ｄ
実
習
Ａ

２ ５
CAD 実習２で学んだことの上に、より高度な形状を
CAD上で表現することを学ぶとともにその形状を、３次
元加工機等で製作する手法を学びます。

複雑な３次曲面をモデリングすることができる 5 5 10

３ＤＣＡＤで作成した形状から２Ｄ図面を作成することができる 5 5 5 5 20

実際のサイズをイメージしながらモデリングできる 5 5 5 15

サーフェスモデルをソリッドモデルにすることができる 5 5 5 15

手描きのスケッチをＣＡＤに取り込みモデリングすることができる 5 5 5 5 20

意図した形状を正確にモデリングできる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 30 30 15 100

応
用
Ｃ
Ａ
Ｄ
実
習
Ｂ

２ ６
CADデザイン実習１で学んだことの上に、自らの創作を
CADソフトを駆使して構成することを学ぶとともに、プ
レゼンテーションを意識した、魅力ある３次元CG画像
の制作方法などを学びます。

製造方法や材料の特性を踏まえた上でモデリングすることができる 5 5 5 15

３Ｄ造型機用のデータを作成することができる 5 5 5 15

３Ｄ造型機を使用することができる 5 5 5 15

異なる 部品を自由にアッセンブリすることができる 5 5 5 15

アイデアのコンセプトを効果的に伝えるフォトリアルなレンダリン
グを作成することができる 5 5 5 5 20

プレゼン用資料として３ＤＣＡＤを自由自在に活用することができ
る 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 30 30 100

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
論

２ ５

製品デザインに携わるために必要とされるさまざまな分
野〔雑貨、パッケージ、ジュエリー、家具、機器、自動
車、インテリアなど〕、技術〔人間工学、ヒューマンイン
タフェース、ユニバーサルデザイン、エコ〕などをテー
マごとに学んで行きます。

プロダクトデザインの関与する領域を理解できる 5 5 5 5 5 25

プロダクトデザインのプロセスを理解できる 5 5 5 5 5 25

人間工学についてその基本的な考え方、利用方法が理解できる 5 5 5 15

ヒューマンインタフェースについてその基本的な考え方、デザイン
の手法が理解できる 5 5 5 15

ユニバーサルデザイン、エコロジーデザインについてその概念とデ
ザイン上の配慮すべき点を理解できる 5 10 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 30 10 0 25 100
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区
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授
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科
目
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開
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学修内容 学修到達目標
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必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
科
目

基
幹
科
目

メ
デ
ィ
ア

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
Ａ

２ ５
メディアを介して社会と繋がるコミュニケーションで重
要な、広報活動における様々な種類を実際の事例を交え
ながら学びます。

企業広報と宣伝の違いが理解できる 10 10 5 25

企業広報の基本が理解できる 10 10 5 25

企業の存在意義と社会的責任について理解できる 10 10 5 25

企業広報の戦略立案が理解できる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 20 0 0 0 0 100

メ
デ
ィ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
Ｂ

２ ６
社会で見られる現象の分析方法について学び、さらにそ
れに対する人間の共通的な解釈、判断の特徴を理解しま
す。情報メディアを通して人間が思考する特徴を客観的
につかみ、その原因理由や活用について考えます。

社会調査の種類とそれぞれの特徴を理解できる 20 20

先行研究を調査して、まとめることができる 20 20

質問紙調査の設計、実施、集計、分析ができる 10 10

対面調査の設計、実施、集計、分析ができる 10 10

市場調査の設計、実施、集計、分析ができる 10 10

予測の検証により、思考判断の共通性を理解できる 20 20

予測の検証により、思考判断のバイアスを理解できる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

製
品
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ａ

２ ５
製品デザインの課題に実際に取り組んで、その全体的な
プロセスを理解し実践する能力を修得します。テーマと
しては身近な雑貨などを取り上げます。

課題を理解し、その製品の使用シーンを想定できる 10 5 5 20

課題に関わる調査と分析ができる 10 5 5 5 5 30

調査、分析結果から改善点や問題点を見つけることができる 5 5 5 5 20

改善点、問題点に対して複数のデザイン案を発想できる 10 5 5 20

複数デザイン案を一つのデザインにまとめ上げることができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 25 15 30 100

製
品
デ
ザ
イ
ン
実
習
Ｂ

２ ６

多様な製品デザインに取り組むことができる能力を修得
するために、課題発見のための分析能力、そしてその課
題に対する最適解創造手法などを学びます。テーマとし
てはやや高度な折りたたみ自転車やスツール、幼児用玩
具等に取り組みます。

異なる製品分野の特質を理解することができる 5 5 5 5 5 25

製品分野の特質に合わせたデザインの取り組み、発想を行うことが
できる 5 5 5 15

発想したデザイン案を比較検討し、最適なデザイン案を判断できる 5 5 10

デザイン案に相応しい素材、生産方法を選択しデザインを完成させ
ることができる 5 5 5 5 20

デザイン案に応じた手段によるモデルを制作し、デザイン説明をポー
トフォリオにまとめることができる 5 5 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 25 15 30 100

応
用
Ｃ
Ａ
Ｄ
実
習
Ａ

２ ５
CAD 実習２で学んだことの上に、より高度な形状を
CAD上で表現することを学ぶとともにその形状を、３次
元加工機等で製作する手法を学びます。

複雑な３次曲面をモデリングすることができる 5 5 10

３ＤＣＡＤで作成した形状から２Ｄ図面を作成することができる 5 5 5 5 20

実際のサイズをイメージしながらモデリングできる 5 5 5 15

サーフェスモデルをソリッドモデルにすることができる 5 5 5 15

手描きのスケッチをＣＡＤに取り込みモデリングすることができる 5 5 5 5 20

意図した形状を正確にモデリングできる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 30 30 15 100

応
用
Ｃ
Ａ
Ｄ
実
習
Ｂ

２ ６
CADデザイン実習１で学んだことの上に、自らの創作を
CADソフトを駆使して構成することを学ぶとともに、プ
レゼンテーションを意識した、魅力ある３次元CG画像
の制作方法などを学びます。

製造方法や材料の特性を踏まえた上でモデリングすることができる 5 5 5 15

３Ｄ造型機用のデータを作成することができる 5 5 5 15

３Ｄ造型機を使用することができる 5 5 5 15

異なる 部品を自由にアッセンブリすることができる 5 5 5 15

アイデアのコンセプトを効果的に伝えるフォトリアルなレンダリン
グを作成することができる 5 5 5 5 20

プレゼン用資料として３ＤＣＡＤを自由自在に活用することができ
る 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 30 30 100

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
論

２ ５

製品デザインに携わるために必要とされるさまざまな分
野〔雑貨、パッケージ、ジュエリー、家具、機器、自動
車、インテリアなど〕、技術〔人間工学、ヒューマンイン
タフェース、ユニバーサルデザイン、エコ〕などをテー
マごとに学んで行きます。

プロダクトデザインの関与する領域を理解できる 5 5 5 5 5 25

プロダクトデザインのプロセスを理解できる 5 5 5 5 5 25

人間工学についてその基本的な考え方、利用方法が理解できる 5 5 5 15

ヒューマンインタフェースについてその基本的な考え方、デザイン
の手法が理解できる 5 5 5 15

ユニバーサルデザイン、エコロジーデザインについてその概念とデ
ザイン上の配慮すべき点を理解できる 5 10 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 30 10 0 25 100
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専
門
科
目

基
幹
科
目

材
料
と
加
工
法
論

２ ５
製品デザインをするためには利用する材料の特質とその
加工方法を理解しておくことが必要であり、基本的な材
料〔樹種、金属、木材等〕の特質とその加工方法を学びます。

家電機器、自動車、食器などの製品についてどのような部分にどの
ような材料が使用されているかが理解できる 20 20 40

樹脂材料の種類と性質および加工法を理解する 10 5 15

金属材料の種類と性質および加工法を理解する 10 5 15

セラミック、ガラスなどの種類と性質および加工法を理解する 10 5 15

木材、布、紙、皮などの自然素材の種類と性質および加工法を理解
する 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 40 100
デ
ジ
タ
ル
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
論

２ ６

製品デザインは第３者に伝えて理解を得て初めて製品化
を行う事ができるが、その理解を得る手法がプレゼンテー
ションです。プレゼンテーション資料の作成の基本から
プレゼンテーションの実践までを学ぶとともに、就活に
て利用するポートフォリオの作成に取り組みます。

的確なリサーチ、資料の収集ができる 10 5 5 5 25

資料の収集からデザインの構想や企画の方法へと展開することがで
きる 10 5 5 20

プレゼンテーションのまとめ方を工夫し、最善のプレゼンテーショ
ンを行うことができる 10 5 15

プレゼンテーションの良い例を生かすことができる 10 5 15

グループワークを行い、責任を持って役割をこなすことができる 20 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 10 25 25 100

空
間
デ
ザ
イ
ン
論

２ ６
モノがあれば、必ずそのモノが利用される空間が存在し
ます。空間の構成の仕方の基本と展示デザインなどの利
用方法の在り方を学びます。

空間の用途別の空間デザインの基本的な手法を理解できる 5 5 5 5 20

空間デザインの要素〔素材、仕上げ、照明、設備など〕についてそ
の種類とその基本的な活用方法を理解できる 5 5 5 5 20

住宅やオフィスの特性と必要とされるデザイン配慮の考え方が理解
できる 5 5 5 5 20

店舗や飲食店の空間の特性と必要とされるデザイン配慮の考え方が
理解できる 5 5 5 5 20

非日常的な美術館、展示会などの空間の特性と必要とされるデザイ
ン配慮の考え方が理解できる 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 25 100

展
開
科
目

情
報
デ
ザ
イ
ン
論
２

２ ５メディアを広報視点で捉え、企業や産業と社会とのコミュンケーションの在り方を学ぶ。

さまざまなメディア別の産業構造が理解できる 10 10 5 25

メディア別の経営戦略が理解できる 10 10 5 25

メディア産業への問題提起ができる 10 10 5 25

メディアアクセスへの心構えができる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 20 0 0 0 0 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
論
３

２ ６メディア産業における、時代の旬な情報や知見を、外部専門家（非常勤講師など）を招き学ぶ。

メディア産業の最新情報を理解できる 5 10 10 25

デザイン業界の最新情報を理解できる 5 10 10 25

次世代メディア産業についての展望が理解できる 5 10 10 25

次世代デザイン業界についての展望が理解できる 5 10 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 40 40 0 0 0 100

メ
デ
ィ
ア

ワ
ー
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

２ ６メディア・コミュニケーションをより実践に近い形式で実習する。企画と制作の両分野を学ぶ。

商業デザイン制作者として必要な基本的な考え方が理解できる 5 5 5 5 5 25

商品特徴やターゲットを考慮した基本的なグラフィック広告を制作
できる 5 5 5 5 5 25

商品特徴やターゲットを考慮した基本的なムービー広告の企画が出
来る 5 5 5 5 5 25

市場課題やターゲットを考慮した基本的なメディア選択ができる 5 5 5 5 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 20 20 100
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ

２ ５複数の情報処理をまとめて実行するような主に事務処理の効率化に利用できる汎用実務的スキルを習得します。

データのソート、フィルタリングができる 20 20

マクロを記録、登録、使用できる 20 20

出力のユーザーフォームを作ることができる 20 20

変更修正機能を組み込んだマクロを記述できる 20 20

アプリケーション間の連携操作を実現するマクロを記述できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
３

２ ５ファイル処理や構造体などデータをプログラムで扱う方法を学び、データの構造や利用に関する理解が進みます。

構造体型のしくみを理解できて、メンバにアクセスできる 20 20

構造体を記述して、関数の中で使うことができる 20 20

共用体型と列挙型のしくみを理解できて、使える 20 20

テキストファイルの入出力ができる 20 20

バイナリファイルにランダムアクセス操作ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
科
目

基
幹
科
目

材
料
と
加
工
法
論

２ ５
製品デザインをするためには利用する材料の特質とその
加工方法を理解しておくことが必要であり、基本的な材
料〔樹種、金属、木材等〕の特質とその加工方法を学びます。

家電機器、自動車、食器などの製品についてどのような部分にどの
ような材料が使用されているかが理解できる 20 20 40

樹脂材料の種類と性質および加工法を理解する 10 5 15

金属材料の種類と性質および加工法を理解する 10 5 15

セラミック、ガラスなどの種類と性質および加工法を理解する 10 5 15

木材、布、紙、皮などの自然素材の種類と性質および加工法を理解
する 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 40 100
デ
ジ
タ
ル
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
論

２ ６

製品デザインは第３者に伝えて理解を得て初めて製品化
を行う事ができるが、その理解を得る手法がプレゼンテー
ションです。プレゼンテーション資料の作成の基本から
プレゼンテーションの実践までを学ぶとともに、就活に
て利用するポートフォリオの作成に取り組みます。

的確なリサーチ、資料の収集ができる 10 5 5 5 25

資料の収集からデザインの構想や企画の方法へと展開することがで
きる 10 5 5 20

プレゼンテーションのまとめ方を工夫し、最善のプレゼンテーショ
ンを行うことができる 10 5 15

プレゼンテーションの良い例を生かすことができる 10 5 15

グループワークを行い、責任を持って役割をこなすことができる 20 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 10 25 25 100

空
間
デ
ザ
イ
ン
論

２ ６
モノがあれば、必ずそのモノが利用される空間が存在し
ます。空間の構成の仕方の基本と展示デザインなどの利
用方法の在り方を学びます。

空間の用途別の空間デザインの基本的な手法を理解できる 5 5 5 5 20

空間デザインの要素〔素材、仕上げ、照明、設備など〕についてそ
の種類とその基本的な活用方法を理解できる 5 5 5 5 20

住宅やオフィスの特性と必要とされるデザイン配慮の考え方が理解
できる 5 5 5 5 20

店舗や飲食店の空間の特性と必要とされるデザイン配慮の考え方が
理解できる 5 5 5 5 20

非日常的な美術館、展示会などの空間の特性と必要とされるデザイ
ン配慮の考え方が理解できる 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 25 100

展
開
科
目

情
報
デ
ザ
イ
ン
論
２

２ ５メディアを広報視点で捉え、企業や産業と社会とのコミュ
ンケーションの在り方を学ぶ。

さまざまなメディア別の産業構造が理解できる 10 10 5 25

メディア別の経営戦略が理解できる 10 10 5 25

メディア産業への問題提起ができる 10 10 5 25

メディアアクセスへの心構えができる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 20 0 0 0 0 100

情
報
デ
ザ
イ
ン
論
３

２ ６メディア産業における、時代の旬な情報や知見を、外部
専門家（非常勤講師など）を招き学ぶ。

メディア産業の最新情報を理解できる 5 10 10 25

デザイン業界の最新情報を理解できる 5 10 10 25

次世代メディア産業についての展望が理解できる 5 10 10 25

次世代デザイン業界についての展望が理解できる 5 10 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 40 40 0 0 0 100

メ
デ
ィ
ア

ワ
ー
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

２ ６メディア・コミュニケーションをより実践に近い形式で
実習する。企画と制作の両分野を学ぶ。

商業デザイン制作者として必要な基本的な考え方が理解できる 5 5 5 5 5 25

商品特徴やターゲットを考慮した基本的なグラフィック広告を制作
できる 5 5 5 5 5 25

商品特徴やターゲットを考慮した基本的なムービー広告の企画が出
来る 5 5 5 5 5 25

市場課題やターゲットを考慮した基本的なメディア選択ができる 5 5 5 5 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 20 20 20 100
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ

２ ５複数の情報処理をまとめて実行するような主に事務処理
の効率化に利用できる汎用実務的スキルを習得します。

データのソート、フィルタリングができる 20 20

マクロを記録、登録、使用できる 20 20

出力のユーザーフォームを作ることができる 20 20

変更修正機能を組み込んだマクロを記述できる 20 20

アプリケーション間の連携操作を実現するマクロを記述できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
３

２ ５ファイル処理や構造体などデータをプログラムで扱う方
法を学び、データの構造や利用に関する理解が進みます。

構造体型のしくみを理解できて、メンバにアクセスできる 20 20

構造体を記述して、関数の中で使うことができる 20 20

共用体型と列挙型のしくみを理解できて、使える 20 20

テキストファイルの入出力ができる 20 20

バイナリファイルにランダムアクセス操作ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
科
目

展
開
科
目

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
４

２ ６
コンピュータで問題を解決するための現実的かつ汎用的
な手法の基本を学びます。具体的な手順を構成してプロ
グラムとして実現する課題を通して、論理的思考を身に
付けます。

リストの構造を理解して使える 20 20

スタックの構造を理解して基本操作ができる 20 20

キューの構造を理解して基本操作ができる 20 20

線形探索と二分探索を理解できる 20 20

バブルソート、選択ソート、挿入ソート、クイックソート、シェルソー
トを理解できる 10 10

関数の再帰的呼び出しを理解して使える 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

（
学
外
研
修
）

２ ６実際の仕事や職場の状況を知り、自己の職業適性や職業生活設計など職業選択について考えます。

研修先から与えられた課題を理解できる 10 10 5 25

研修先から与えられた課題を実行できる 10 10 5 25

研修先から与えられた課題について結果を評価できる 10 10 5 25

職業労働について具体像を説明できる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 40 20 0 0 0 0 0 100

卒
業
研
究

専
門
セ
ミ
ナ
１

１ ５卒業研究および関連活動について準備的に取り組みます。

専門分野について興味を深めることができる 30 30

専門分野について具体的に学ぶ準備ができる 40 40

専門分野について具体的な進路を考えることができる 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

専
門
セ
ミ
ナ
２

１ ６卒業研究および関連活動について準備的に取り組みます。

専門分野について興味を深めることができる 30 30

専門分野について具体的に学ぶ準備ができる 40 40

専門分野について具体的な進路を考えることができる 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
情
報
デ
ザ
イ
ン
研
究
１

１ ７卒業研究および関連活動について、専門的に取り組みます。

専門的なテーマを決めることができる 30 30

専門的なテーマに関連する学習に取り組むことができる 40 40

専門的なテーマを通して将来を考えることができる 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
情
報
デ
ザ
イ
ン
研
究
２

１ ８卒業研究および関連活動について、専門的に取り組みます。

専門的なテーマを決めることができる 30 30

専門的なテーマに関連する学習に取り組むことができる 40 40

専門的なテーマを通して将来を考えることができる 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

卒
業
研
究

６
７
・
８

専門分野の知識およびスキルのさらなる向上を図り、4
年間の学びの仕上げとして、専門テーマについて追究し
ます。

専門的なテーマの研究を計画できる 20 20

専門的なテーマの研究を実行できる 30 30

専門的なテーマの研究を卒業論文にまとめることができる 30 30

専門的なテーマの研究を発表できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ Ｎ O 合　　計

専
門
科
目

展
開
科
目

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
４

２ ６
コンピュータで問題を解決するための現実的かつ汎用的
な手法の基本を学びます。具体的な手順を構成してプロ
グラムとして実現する課題を通して、論理的思考を身に
付けます。

リストの構造を理解して使える 20 20

スタックの構造を理解して基本操作ができる 20 20

キューの構造を理解して基本操作ができる 20 20

線形探索と二分探索を理解できる 20 20

バブルソート、選択ソート、挿入ソート、クイックソート、シェルソー
トを理解できる 10 10

関数の再帰的呼び出しを理解して使える 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

（
学
外
研
修
）

２ ６実際の仕事や職場の状況を知り、自己の職業適性や職業
生活設計など職業選択について考えます。

研修先から与えられた課題を理解できる 10 10 5 25

研修先から与えられた課題を実行できる 10 10 5 25

研修先から与えられた課題について結果を評価できる 10 10 5 25

職業労働について具体像を説明できる 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 40 20 0 0 0 0 0 100

卒
業
研
究

専
門
セ
ミ
ナ
１

１ ５卒業研究および関連活動について準備的に取り組みます。

専門分野について興味を深めることができる 30 30

専門分野について具体的に学ぶ準備ができる 40 40

専門分野について具体的な進路を考えることができる 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

専
門
セ
ミ
ナ
２

１ ６卒業研究および関連活動について準備的に取り組みます。

専門分野について興味を深めることができる 30 30

専門分野について具体的に学ぶ準備ができる 40 40

専門分野について具体的な進路を考えることができる 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
情
報
デ
ザ
イ
ン
研
究
１

１ ７卒業研究および関連活動について、専門的に取り組みま
す。

専門的なテーマを決めることができる 30 30

専門的なテーマに関連する学習に取り組むことができる 40 40

専門的なテーマを通して将来を考えることができる 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
情
報
デ
ザ
イ
ン
研
究
２

１ ８卒業研究および関連活動について、専門的に取り組みま
す。

専門的なテーマを決めることができる 30 30

専門的なテーマに関連する学習に取り組むことができる 40 40

専門的なテーマを通して将来を考えることができる 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

卒
業
研
究

６
７
・
８

専門分野の知識およびスキルのさらなる向上を図り、4
年間の学びの仕上げとして、専門テーマについて追究し
ます。

専門的なテーマの研究を計画できる 20 20

専門的なテーマの研究を実行できる 30 30

専門的なテーマの研究を卒業論文にまとめることができる 30 30

専門的なテーマの研究を発表できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
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大学の目的
大同大学は、教育基本法並びに建学の精神と理念に則り、深い専門の学芸の教育研究を通じて、豊かな教養と専門的能力を有する
質の高い職業人を育成し、社会と産業の発展に寄与することを目的とする。

学部の教育研究上の目的
情報学部は、豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し、創造力に富み主体的に行動できる質
の高い専門職業人を育成するとともに、情報学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする。

学科の教育研究上の目的
情報学部総合情報学科は、ビジネスの中核を担う企画力と実行力を有する有為な人材、または生活環境の快適性に関係する「におい・
かおり」に関する専門知識を有し豊かな生活がデザインできる人材を育成することを目的とする。

学
位
授
与
の
方
針  

A. 英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上させ、基礎的なコミュ
ニケーションを行うことができる。

I. 企業経営活動において、指導力・統率力を発揮し、ビジネス・リーダー
になれる。 

B. 外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応で
きる素養を身につけることができる。

J. 専門知識と社会経験を活かし、全社的な観点から優れたマネジメン
トを行う経営者となりえる。 

C. 規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学
習生活の基礎を身につけている。

K. 専門知識と独創性をもって起業し、社会に貢献できる。 

D. 豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔
軟に考えることができる。

L. 専門知識やマネジメント能力を、地域活性化などあらゆる社会活動
の面で役立てられる。

E. 市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多
様性を踏まえた適切な行動が選択できる。

F. 自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識
ある判断を下すことができる。

G. 現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりな
がら問題解決に当たることができる。

H. 幅広い教養と専門知識を実践に活かし、企業社会の中で自ら主体的
に問題解を行い経営の現場で活躍できる。

科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ

１
１
﹇
２
﹈ 

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践

高校と大学の学びの違いが理解できる。 10 10

ノートの取り方が効果的にできる。 10 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 10 10

図書館の利用法がわかる。 10 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 10 10

基本的なレポートの作成ができる。 10 10 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 10 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 0 20 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
１

１
１
﹇
２
﹈ 

この授業では、４技能（読む・聴く・書く・話す）の基
礎としての文法力を固めるために体系的な文法教育をお
こない、文法的な基礎力に裏打ちされたコミュニケーショ
ン能力の向上をはかることを目標とします。そのために
文法法則の単なる暗記ではなく、英語による自己表現能
力や運用能力の基盤としての文法力を身につけてもらう
ことをめざします。

品詞の性質の違いについて理解できる。 12 8 20

さまざまな時制を英語で適切に表現できる。 12 8 20

標準的な文章の主語と述語動詞を正しく指摘することができる。 12 8 20

５つの文型について正しく判別することができる。 12 8 20

文法にしたがって、正しく和訳することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語グラマー
１の内容を継続・発展させるかたちで、４技能（読む・
聴く・書く・話す）の基礎としての文法力を固めるため
に体系的な文法教育をおこない、文法的な基礎力に裏打
ちされたコミュニケーション能力の向上をはかることを
目標とします。そのために文法法則の単なる暗記ではな
く、英語による自己表現能力や運用能力の基盤としての
文法力を確実に身につけてもらうことをめざします。

受動態をつかって英文を書くことができる。 12 8 20

不定詞の３つの用法について正しく判別することができる。 12 8 20

関係代名詞の用法ならびに種類について正しく理解することができ
る。 12 8 20

that 節や関係詞節など、節を含む構造の文章を正しく和訳すること
ができる。 12 8 20

これまで学習した文法項目を用いて、自分の考えを表現することが
できる。 10 8 2 20

授業科目の貢献度 58 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
１

１
１
﹇
２
﹈

この授業では、リーディング手法を体得してもらうとと
もに、語彙力の向上をはかるようにしていきます。リー
ディングというと英語から日本語に訳すことと思うかも
しれませんが、特に英語の語順のまま英文の内容を把握
する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、内容の要点
を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を意識しながら、音読することができる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が理解できる。 12 8 20

基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使うことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対する理
解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 100

情報学部 総合情報学科 経営情報専攻 カリキュラムマップ
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大学の目的
大同大学は、教育基本法並びに建学の精神と理念に則り、深い専門の学芸の教育研究を通じて、豊かな教養と専門的能力を有する
質の高い職業人を育成し、社会と産業の発展に寄与することを目的とする。

学部の教育研究上の目的
情報学部は、豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し、創造力に富み主体的に行動できる質
の高い専門職業人を育成するとともに、情報学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする。

学科の教育研究上の目的
情報学部総合情報学科は、ビジネスの中核を担う企画力と実行力を有する有為な人材、または生活環境の快適性に関係する「におい・
かおり」に関する専門知識を有し豊かな生活がデザインできる人材を育成することを目的とする。

学
位
授
与
の
方
針  

A. 英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上させ、基礎的なコミュ
ニケーションを行うことができる。

I. 企業経営活動において、指導力・統率力を発揮し、ビジネス・リーダー
になれる。 

B. 外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応で
きる素養を身につけることができる。

J. 専門知識と社会経験を活かし、全社的な観点から優れたマネジメン
トを行う経営者となりえる。 

C. 規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学
習生活の基礎を身につけている。

K. 専門知識と独創性をもって起業し、社会に貢献できる。 

D. 豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔
軟に考えることができる。

L. 専門知識やマネジメント能力を、地域活性化などあらゆる社会活動
の面で役立てられる。

E. 市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多
様性を踏まえた適切な行動が選択できる。

F. 自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識
ある判断を下すことができる。

G. 現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりな
がら問題解決に当たることができる。

H. 幅広い教養と専門知識を実践に活かし、企業社会の中で自ら主体的
に問題解を行い経営の現場で活躍できる。

科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ

１
１
﹇
２
﹈ 

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践

高校と大学の学びの違いが理解できる。 10 10

ノートの取り方が効果的にできる。 10 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 10 10

図書館の利用法がわかる。 10 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 10 10

基本的なレポートの作成ができる。 10 10 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 10 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 0 20 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
１

１
１
﹇
２
﹈ 

この授業では、４技能（読む・聴く・書く・話す）の基
礎としての文法力を固めるために体系的な文法教育をお
こない、文法的な基礎力に裏打ちされたコミュニケーショ
ン能力の向上をはかることを目標とします。そのために
文法法則の単なる暗記ではなく、英語による自己表現能
力や運用能力の基盤としての文法力を身につけてもらう
ことをめざします。

品詞の性質の違いについて理解できる。 12 8 20

さまざまな時制を英語で適切に表現できる。 12 8 20

標準的な文章の主語と述語動詞を正しく指摘することができる。 12 8 20

５つの文型について正しく判別することができる。 12 8 20

文法にしたがって、正しく和訳することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語グラマー
１の内容を継続・発展させるかたちで、４技能（読む・
聴く・書く・話す）の基礎としての文法力を固めるため
に体系的な文法教育をおこない、文法的な基礎力に裏打
ちされたコミュニケーション能力の向上をはかることを
目標とします。そのために文法法則の単なる暗記ではな
く、英語による自己表現能力や運用能力の基盤としての
文法力を確実に身につけてもらうことをめざします。

受動態をつかって英文を書くことができる。 12 8 20

不定詞の３つの用法について正しく判別することができる。 12 8 20

関係代名詞の用法ならびに種類について正しく理解することができ
る。 12 8 20

that 節や関係詞節など、節を含む構造の文章を正しく和訳すること
ができる。 12 8 20

これまで学習した文法項目を用いて、自分の考えを表現することが
できる。 10 8 2 20

授業科目の貢献度 58 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
１

１
１
﹇
２
﹈

この授業では、リーディング手法を体得してもらうとと
もに、語彙力の向上をはかるようにしていきます。リー
ディングというと英語から日本語に訳すことと思うかも
しれませんが、特に英語の語順のまま英文の内容を把握
する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、内容の要点
を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を意識しながら、音読することができる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が理解できる。 12 8 20

基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使うことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対する理
解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 100

情報学部 総合情報学科 経営情報専攻 カリキュラムマップ
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語リーディ
ング１の内容を継続・発展させるかたちで、リーディン
グ手法を体得してもらうとともに、語彙力の向上をいっ
そうはかるようにしていきます。リーディングというと
英語から日本語に訳すことと思うかもしれませんが、特
に、英語の正しい発音で音読ができるようにしつつ、英
語の語順のまま内容を把握する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、より正確に
内容の要点を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を理解しながら、より流暢に音読することがで
きる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が瞬時に理解できる。 12 8 20

状況を意識して基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使う
ことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対してよ
り理解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、ますますグローバル化する 21 世紀の中
でコミュニケーションのツールとして重要な英語力の向
上を図ることを狙いとしています。特に、英語のリスニ
ング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともなる語
彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

提示された状況を説明する英語を聞き取り、大まかに理解すること
ができる。 12 5 3 20

基礎的な英語の質問を聞き取り、大まかに理解することができる。 12 5 3 20

状況を大まかに推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、１年次の基礎英語グラマー・基礎英語リー
ディングを基盤として「読む・聴く・書く・話す」など、
英語の総合的運用能力の養成をはかります。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化をはかることにより英
語によるコミュニケーション能力を高め、TOEIC 等の資
格試験に対しても全般的な対応ができる能力を養成しま
す。

英語を通して得た一般常識や時事的な知識を使って、問題を解くこ
とができる。 10 7 2 1 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現の意味を理解し、身につける
ことができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、重要語句や重要表現を 聴き取ることが
できる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、文型や語順、品詞に注意しながら、要
点を把握することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で短い質問をし
たり、答えたりすることができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 33 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、品詞、代名詞、動詞の時制、進行形、完
了などの基礎的な英文法を学習します。交通やインター
ネットなど身の回りの事柄に関する英語の語彙力の強化
も図ります。

主語・動詞や代名詞や助動詞に注意して、英文を正しく解釈するこ
とができる。 12 8 20

語の形や文中での位置から品詞を見分けることができる。 12 8 20

動詞の時制や進行形の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

完了表現の形・意味と用法を理解することができる。　 12 8 20

交通、インターネットなど特定の場面でよく使われる単語の意味を
理解することができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜英語
会話コース＞の内容を継続・発展させながら、英語のリ
スニング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともな
る語彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の対話を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の説明文を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

状況を推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜総合
英語コース＞の内容を継続・発展させながら、「読む・聴
く・書く・話す」の４技能に裏打ちされた実社会で要求
される実用的な英語力の向上をめざします。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化を引き続きはかること
により、英語によるコミュニケーション能力をいっそう
高めます。

一般常識や時事的な知識を、英語を通して自発的に学ぶことができ
る。 10 6 2 2 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現を身につけ、それらが使われ
ている表現の中で、ふさわしい意味を理解することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、その状況を理解しながら、要点を把握
することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、時制や代名詞、接続詞に注意しながら、
話の展開を理解することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で、ある程度ま
とまった情報を伝えたり、相手からの情報を理解することができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 32 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜キャ
リアコース＞の内容を継続・発展させながら、不定詞や
動名詞、関係代名詞などの基礎的な英文法を学びます。
ビジネスにおける人事や顧客サービスなど身の回りの事
柄に関する英語の語彙力も強化します。

受動態や使役表現の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

動名詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

不定詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

who，which，what など基本的な関係代名詞の意味と用法を理解す
ることができる。 12 8 20

会議や接客など特定の場面でよく使われる単語の意味を理解するこ
とができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語リーディ
ング１の内容を継続・発展させるかたちで、リーディン
グ手法を体得してもらうとともに、語彙力の向上をいっ
そうはかるようにしていきます。リーディングというと
英語から日本語に訳すことと思うかもしれませんが、特
に、英語の正しい発音で音読ができるようにしつつ、英
語の語順のまま内容を把握する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、より正確に
内容の要点を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を理解しながら、より流暢に音読することがで
きる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が瞬時に理解できる。 12 8 20

状況を意識して基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使う
ことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対してよ
り理解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、ますますグローバル化する 21 世紀の中
でコミュニケーションのツールとして重要な英語力の向
上を図ることを狙いとしています。特に、英語のリスニ
ング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともなる語
彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

提示された状況を説明する英語を聞き取り、大まかに理解すること
ができる。 12 5 3 20

基礎的な英語の質問を聞き取り、大まかに理解することができる。 12 5 3 20

状況を大まかに推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、１年次の基礎英語グラマー・基礎英語リー
ディングを基盤として「読む・聴く・書く・話す」など、
英語の総合的運用能力の養成をはかります。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化をはかることにより英
語によるコミュニケーション能力を高め、TOEIC 等の資
格試験に対しても全般的な対応ができる能力を養成しま
す。

英語を通して得た一般常識や時事的な知識を使って、問題を解くこ
とができる。 10 7 2 1 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現の意味を理解し、身につける
ことができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、重要語句や重要表現を 聴き取ることが
できる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、文型や語順、品詞に注意しながら、要
点を把握することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で短い質問をし
たり、答えたりすることができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 33 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、品詞、代名詞、動詞の時制、進行形、完
了などの基礎的な英文法を学習します。交通やインター
ネットなど身の回りの事柄に関する英語の語彙力の強化
も図ります。

主語・動詞や代名詞や助動詞に注意して、英文を正しく解釈するこ
とができる。 12 8 20

語の形や文中での位置から品詞を見分けることができる。 12 8 20

動詞の時制や進行形の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

完了表現の形・意味と用法を理解することができる。　 12 8 20

交通、インターネットなど特定の場面でよく使われる単語の意味を
理解することができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜英語
会話コース＞の内容を継続・発展させながら、英語のリ
スニング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともな
る語彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の対話を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の説明文を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

状況を推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜総合
英語コース＞の内容を継続・発展させながら、「読む・聴
く・書く・話す」の４技能に裏打ちされた実社会で要求
される実用的な英語力の向上をめざします。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化を引き続きはかること
により、英語によるコミュニケーション能力をいっそう
高めます。

一般常識や時事的な知識を、英語を通して自発的に学ぶことができ
る。 10 6 2 2 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現を身につけ、それらが使われ
ている表現の中で、ふさわしい意味を理解することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、その状況を理解しながら、要点を把握
することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、時制や代名詞、接続詞に注意しながら、
話の展開を理解することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で、ある程度ま
とまった情報を伝えたり、相手からの情報を理解することができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 32 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜キャ
リアコース＞の内容を継続・発展させながら、不定詞や
動名詞、関係代名詞などの基礎的な英文法を学びます。
ビジネスにおける人事や顧客サービスなど身の回りの事
柄に関する英語の語彙力も強化します。

受動態や使役表現の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

動名詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

不定詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

who，which，what など基本的な関係代名詞の意味と用法を理解す
ることができる。 12 8 20

会議や接客など特定の場面でよく使われる単語の意味を理解するこ
とができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング１・２、基礎英語
グラマー１・２、コミュニケーション英語１・２の学習
内容を基に、TOEIC 等の英語の資格試験に対処できる基
礎力を身につけることを目的としています。

動詞の時制や進行形について理解することができる。 7 5 12

名詞や冠詞などについて理解することができる。 7 5 12

疑問詞、形容詞、副詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

200 語程度の英文を読んで、キーワードを見つけ、概要を理解する
ことができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を 聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング 1・2、基礎英語グ
ラマー 1・2、コミュニケーション英語 1・2を踏まえて、
卒業後のビジネスに関わる英語によるコミュニケーショ
ン能力の養成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を大まかに、伝達する
ことができるように音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況を簡易な英語を用いて、口頭で説明することががで
きる。 12 6 2 20

英語で基礎的な質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、基礎的な英語を用いて口頭で対処するこ
とができる。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 100 語程度の英文で書き
表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３＜検定コース
＞の内容を継続・発展させながら、TOEIC 等の英語の資
格試験に対処できる基礎力を身につけることを目的とし
ています。

不定詞、動名詞、助動詞などについて理解することができる。 7 5 12

関係代名詞、分詞、完了、受動態などについて理解することができる。 7 5 12

前置詞、接続詞、代名詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

400 語程度の英文を読んで、事実関係を把握することができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３＜キャリア支
援コース＞の内容を継続・発展させながら、卒業後のビ
ジネスに関わる英語によるコミュニケーション能力の養
成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を伝達することができ
るように正確に音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況について英語を用いて、口頭で説明することができ
る。 12 6 2 20

英語で質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、英語を用いて口頭で対処することができ
る。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 150 語程度の英文で論理
的に書き表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
卓
球
〉

１ １
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング１・２、基礎英語
グラマー１・２、コミュニケーション英語１・２の学習
内容を基に、TOEIC 等の英語の資格試験に対処できる基
礎力を身につけることを目的としています。

動詞の時制や進行形について理解することができる。 7 5 12

名詞や冠詞などについて理解することができる。 7 5 12

疑問詞、形容詞、副詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

200 語程度の英文を読んで、キーワードを見つけ、概要を理解する
ことができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を 聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング 1・2、基礎英語グ
ラマー 1・2、コミュニケーション英語 1・2を踏まえて、
卒業後のビジネスに関わる英語によるコミュニケーショ
ン能力の養成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を大まかに、伝達する
ことができるように音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況を簡易な英語を用いて、口頭で説明することががで
きる。 12 6 2 20

英語で基礎的な質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、基礎的な英語を用いて口頭で対処するこ
とができる。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 100 語程度の英文で書き
表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３＜検定コース
＞の内容を継続・発展させながら、TOEIC 等の英語の資
格試験に対処できる基礎力を身につけることを目的とし
ています。

不定詞、動名詞、助動詞などについて理解することができる。 7 5 12

関係代名詞、分詞、完了、受動態などについて理解することができる。 7 5 12

前置詞、接続詞、代名詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

400 語程度の英文を読んで、事実関係を把握することができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３＜キャリア支
援コース＞の内容を継続・発展させながら、卒業後のビ
ジネスに関わる英語によるコミュニケーション能力の養
成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を伝達することができ
るように正確に音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況について英語を用いて、口頭で説明することができ
る。 12 6 2 20

英語で質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、英語を用いて口頭で対処することができ
る。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 150 語程度の英文で論理
的に書き表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
卓
球
〉

１ １
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
卓
球
〉

１ ２
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 100

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ａ

２
３
・
５
文学作品の読解を通じて、言葉と感性に磨きをかけ、人
間と社会について多面的に考察する。

文学作品をはじめとする各種文章の内容を客観的に読み取ることが
できる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的に文章で表現できる。 20 20

文学的文章を通じて、言葉に対する感受性を磨き、自己認識を広げる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
卓
球
〉

１ ２
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 100

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ａ

２
３
・
５
文学作品の読解を通じて、言葉と感性に磨きをかけ、人
間と社会について多面的に考察する。

文学作品をはじめとする各種文章の内容を客観的に読み取ることが
できる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的に文章で表現できる。 20 20

文学的文章を通じて、言葉に対する感受性を磨き、自己認識を広げる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ｂ

２
４
・
６
文学作品の読解を通じて、自ら課題を発見し、それに論
理的でかつわかりやすい表現を与える。

文章の構成を正しく捉え、要旨を的確に把握することができる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的でわかりやすい文章
で表現できる。 20 20

文学作品の中から、自分の力で課題を発見、追究することができる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

外国文学の読解を通じて、作家の思考や言語感覚にふれ、
自分が生きる現在とは異なる世界を経験する。また、そ
れを言語化する。

活字や映像を通して文学作品の内容を理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家について、理解を深めることができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、理解を深めることがで
きる。 20 20

自分の考え方との共通点や相違点を意識しながら文学作品を読解で
きる。 20 20

文学作品について、自分の見解などを適切な言葉で書くことができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

外国文学の精読を通じて、異なる時代・文化の深層を理
解し、自分自身の考え方を相対化する視点をもつ。また、
それを言語化する。

活字や映像を通して文学作品のテーマを理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家の思想や伝記について、理解を深めるこ
とができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、現代の文化との共通点
や相違点を理解することができる。 20 20

文学作品の読解を通して自分の考え方を客観的に見直すことができ
る。 20 20

文学作品について、自分の見解などを論理的に書くことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

西洋哲学史の概論を通じて、その世界観に触れるととも
に、自分を知る。

プラトン哲学におけるイデア論について説明できる。 20 20

デカルト哲学におけるコギトの意義について説明できる。 20 20

啓蒙思想の諸相とその功罪について説明できる。 20 20

西欧近代の日本における受容の特質について説明できる。 20 20

知的リフレッシュメントを味わうことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

モラル、道徳の成り立ちについてその系譜を辿り、生き
方を考える。

哲学という学問そのものの意義について理解できる。 20 20

哲学者の考察をふまえ、さまざまな日常的テーマについて哲学的考
察を示すことができる。 20 20

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 20 20

おおまかな倫理思想の流れについて理解することができる。 20 20

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ａ

２
３
・
５
さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

現代における人間像について様々な角度から考えることができる。 20 20

様々な文化を比較することができる。 20 20

習慣の意味が理解できる。 20 20

形のないものの価値について考えることができる。 20 20

現代社会がかかえる問題点について考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ｂ

２
４
・
６
文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて理解できる。 20 20

文化について様々な考え方が理解できる。 20 20

現代社会における通過儀礼の意味が理解できる。 20 20

「変わっていくもの」と「変わらないもの」についてその意味を考え
ることができる。 20 20

コミュニケーションについて様々な捉え方ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ｂ

２
４
・
６
文学作品の読解を通じて、自ら課題を発見し、それに論
理的でかつわかりやすい表現を与える。

文章の構成を正しく捉え、要旨を的確に把握することができる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的でわかりやすい文章
で表現できる。 20 20

文学作品の中から、自分の力で課題を発見、追究することができる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

外国文学の読解を通じて、作家の思考や言語感覚にふれ、
自分が生きる現在とは異なる世界を経験する。また、そ
れを言語化する。

活字や映像を通して文学作品の内容を理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家について、理解を深めることができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、理解を深めることがで
きる。 20 20

自分の考え方との共通点や相違点を意識しながら文学作品を読解で
きる。 20 20

文学作品について、自分の見解などを適切な言葉で書くことができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

外国文学の精読を通じて、異なる時代・文化の深層を理
解し、自分自身の考え方を相対化する視点をもつ。また、
それを言語化する。

活字や映像を通して文学作品のテーマを理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家の思想や伝記について、理解を深めるこ
とができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、現代の文化との共通点
や相違点を理解することができる。 20 20

文学作品の読解を通して自分の考え方を客観的に見直すことができ
る。 20 20

文学作品について、自分の見解などを論理的に書くことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

西洋哲学史の概論を通じて、その世界観に触れるととも
に、自分を知る。

プラトン哲学におけるイデア論について説明できる。 20 20

デカルト哲学におけるコギトの意義について説明できる。 20 20

啓蒙思想の諸相とその功罪について説明できる。 20 20

西欧近代の日本における受容の特質について説明できる。 20 20

知的リフレッシュメントを味わうことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

モラル、道徳の成り立ちについてその系譜を辿り、生き
方を考える。

哲学という学問そのものの意義について理解できる。 20 20

哲学者の考察をふまえ、さまざまな日常的テーマについて哲学的考
察を示すことができる。 20 20

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 20 20

おおまかな倫理思想の流れについて理解することができる。 20 20

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ａ

２
３
・
５
さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

現代における人間像について様々な角度から考えることができる。 20 20

様々な文化を比較することができる。 20 20

習慣の意味が理解できる。 20 20

形のないものの価値について考えることができる。 20 20

現代社会がかかえる問題点について考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ｂ

２
４
・
６
文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて理解できる。 20 20

文化について様々な考え方が理解できる。 20 20

現代社会における通過儀礼の意味が理解できる。 20 20

「変わっていくもの」と「変わらないもの」についてその意味を考え
ることができる。 20 20

コミュニケーションについて様々な捉え方ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

歴
史
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

日本の近代化が進められていく背景や文明開化が社会に
与えた影響を、幕末以降の東アジア各国及び西欧列強と
の関係をもとにして理解する。

日本の近代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につけるこ
とができる。 20 20

国際環境と関連づけて日本の近代史を理解できる。 20 20

西洋的価値観の導入により生じた明治時代の社会の変化を理解でき
る。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

歴
史
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

近代日本が主体的に起こした戦争や戦後に繰り返される
戦闘行為の概要を押さえ、かつそれぞれの発生原因を追
及することにより、戦争の連鎖を断ち切るために何が必
要かを導き出す。

日本の近現代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につける
ことができる。 20 20

東アジアのなかでの近現代日本の位置づけが理解できる。 20 20

日本が関係した近現代の戦争の内実を把握し、戦争と平和について
自ら考えることができる。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え，あらため
て自分を知る。

感覚と知覚の違い，および知覚機能の特徴（錯視など）について，
理解することができる。 20 20

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解することができる。 20 20

欲求と動機，感情の特徴や機能について理解することができる。 20 20

発達という概念，および発達過程の様相について，理解することが
できる。 20 20

パーソナリティという概念，およびそれをとらえる枠組み（特性論・
類型論）と方法（質問紙法・投影法など）について，理解すること
ができる。

20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

他者（たち）との関わり，社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし，あらためて自分のあり
方を考える。

自己概念および自己表出（自己呈示・自己開示）の特徴や機能につ
いて，理解することができる。 20 20

人間の「ものや人に対する見方」（社会的知覚・対人認知）の特徴に
ついて，理解することができる。 20 20

対人魅力と対人関係の進展，および対人的コミュニケーションの特
徴や機能について，理解することができる。 20 20

集団のもつ特徴や機能，および集団内での人間の行動について，理
解することができる。 20 20

集団間関係から生じる問題（内集団びいきやステレオタイプ・偏見）
について、理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し，教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

西洋における教育思想・近代公教育制度の成立とわが国への導入に
ついて、歴史的背景を踏まえて理解することができる。 30 30

国家の教育権・国民の教育権について子どもの学習権と関連づけな
がら理解することができる。 20 20

教育行政・学校経営に関する改革動向を社会的状況と関連づけなが
ら理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
心
理
学

２ ３
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化，他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に，それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し，認知・感情・社会性（愛着
など）の発達の様相を把握することができる。 10 10

発達上の「青年期」の特徴を理解し、青年にまつわる現代的問題に
ついて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

条件づけや観察学習，記憶の基本的なメカニズムを理解することが
できる。 10 10

欲求と適応（／不適応）との関係，およびフラストレーション・コ
ンフリクトの発生メカニズムを理解することができる。 10 10

動機と動機づけの違い，および達成動機と親和動機の関連について
理解することができる。 10 10

「リーダーシップ」や「ソシオメトリー」などの観点から，学級集団
の特徴・構造を把握することができる。 10 10

生徒の「問題行動」の内容・実態を把握し，それらへの対応策につ
いて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

「パーソナリティ」概念，およびそのとらえ方を理解することができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

歴
史
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

日本の近代化が進められていく背景や文明開化が社会に
与えた影響を、幕末以降の東アジア各国及び西欧列強と
の関係をもとにして理解する。

日本の近代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につけるこ
とができる。 20 20

国際環境と関連づけて日本の近代史を理解できる。 20 20

西洋的価値観の導入により生じた明治時代の社会の変化を理解でき
る。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

歴
史
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

近代日本が主体的に起こした戦争や戦後に繰り返される
戦闘行為の概要を押さえ、かつそれぞれの発生原因を追
及することにより、戦争の連鎖を断ち切るために何が必
要かを導き出す。

日本の近現代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につける
ことができる。 20 20

東アジアのなかでの近現代日本の位置づけが理解できる。 20 20

日本が関係した近現代の戦争の内実を把握し、戦争と平和について
自ら考えることができる。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え，あらため
て自分を知る。

感覚と知覚の違い，および知覚機能の特徴（錯視など）について，
理解することができる。 20 20

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解することができる。 20 20

欲求と動機，感情の特徴や機能について理解することができる。 20 20

発達という概念，および発達過程の様相について，理解することが
できる。 20 20

パーソナリティという概念，およびそれをとらえる枠組み（特性論・
類型論）と方法（質問紙法・投影法など）について，理解すること
ができる。

20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

他者（たち）との関わり，社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし，あらためて自分のあり
方を考える。

自己概念および自己表出（自己呈示・自己開示）の特徴や機能につ
いて，理解することができる。 20 20

人間の「ものや人に対する見方」（社会的知覚・対人認知）の特徴に
ついて，理解することができる。 20 20

対人魅力と対人関係の進展，および対人的コミュニケーションの特
徴や機能について，理解することができる。 20 20

集団のもつ特徴や機能，および集団内での人間の行動について，理
解することができる。 20 20

集団間関係から生じる問題（内集団びいきやステレオタイプ・偏見）
について、理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し，教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

西洋における教育思想・近代公教育制度の成立とわが国への導入に
ついて、歴史的背景を踏まえて理解することができる。 30 30

国家の教育権・国民の教育権について子どもの学習権と関連づけな
がら理解することができる。 20 20

教育行政・学校経営に関する改革動向を社会的状況と関連づけなが
ら理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
心
理
学

２ ３
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化，他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に，それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し，認知・感情・社会性（愛着
など）の発達の様相を把握することができる。 10 10

発達上の「青年期」の特徴を理解し、青年にまつわる現代的問題に
ついて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

条件づけや観察学習，記憶の基本的なメカニズムを理解することが
できる。 10 10

欲求と適応（／不適応）との関係，およびフラストレーション・コ
ンフリクトの発生メカニズムを理解することができる。 10 10

動機と動機づけの違い，および達成動機と親和動機の関連について
理解することができる。 10 10

「リーダーシップ」や「ソシオメトリー」などの観点から，学級集団
の特徴・構造を把握することができる。 10 10

生徒の「問題行動」の内容・実態を把握し，それらへの対応策につ
いて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

「パーソナリティ」概念，およびそのとらえ方を理解することができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

政
治
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する 。 20 20

自由民主主義の理論と政治制度について理解する 。 20 20

議院内閣制と大統領制を比較し、それぞれの特徴を理解する 。 20 20

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する 。 20 20

自分と政治との関わりについて考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代日本を含む先進民主主義諸国の政治的動向について、
政治学理論および制度と動態の視点から考察し、理解を
深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 20 20

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 20 20

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 20 20

現代政治における政党の機能および政党制の展開について理解する。 20 20

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論を身に着け、自分の言葉で説明
することができる。 30 30

資本主義の意味と影響を把握し、説明することができる。 10 10

経済・産業の見取り図を描き、そこに自分や身近な存在を位置づけ、
説明することができる。 20 20

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

経済データを用いて経済関係やその変化を説明することができる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 20 20

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 10 10

日本の企業の特性・構造について説明できる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ａ

２
３
・
５
法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

法の発生過程を説明できる。 10 10

第一次的社会規範と法の違いを説明できる。 20 20

法を解釈することの必要性を説明できる。 20 20

解釈方法の分類ができる。 20 20

社会現象に目を向け，その事に関し意見を持つことができる。 20 20

日常生活での法的知識の重要性を理解し，説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ｂ

２
４
・
６
日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯が説明できる。 10 10

日本国憲法の基本原則が説明できる。 20 20

日本国憲法における国民主権の意味を理解し，説明できる。 20 20

基本的人権の内容と意義を理解し，説明できる。 20 20

表現の自由とその制約原理を説明できる。 20 20

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

社会学のイメージをつかむ 30 30

方法論的個人主義（ヴェーバー）と方法論的集団主義（デュルケーム）
の違いを理解する  20 20

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て考えられる 20 20

「内集団」「外集団」のメカニズムを理解する 20 20

東アジアにおけるヒト・モノ・カネの動きの変化を考えながら、日
本社会のグローバル化を捉えること 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

政
治
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する 。 20 20

自由民主主義の理論と政治制度について理解する 。 20 20

議院内閣制と大統領制を比較し、それぞれの特徴を理解する 。 20 20

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する 。 20 20

自分と政治との関わりについて考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代日本を含む先進民主主義諸国の政治的動向について、
政治学理論および制度と動態の視点から考察し、理解を
深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 20 20

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 20 20

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 20 20

現代政治における政党の機能および政党制の展開について理解する。 20 20

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論を身に着け、自分の言葉で説明
することができる。 30 30

資本主義の意味と影響を把握し、説明することができる。 10 10

経済・産業の見取り図を描き、そこに自分や身近な存在を位置づけ、
説明することができる。 20 20

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

経済データを用いて経済関係やその変化を説明することができる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 20 20

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 10 10

日本の企業の特性・構造について説明できる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ａ

２
３
・
５
法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

法の発生過程を説明できる。 10 10

第一次的社会規範と法の違いを説明できる。 20 20

法を解釈することの必要性を説明できる。 20 20

解釈方法の分類ができる。 20 20

社会現象に目を向け，その事に関し意見を持つことができる。 20 20

日常生活での法的知識の重要性を理解し，説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ｂ

２
４
・
６
日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯が説明できる。 10 10

日本国憲法の基本原則が説明できる。 20 20

日本国憲法における国民主権の意味を理解し，説明できる。 20 20

基本的人権の内容と意義を理解し，説明できる。 20 20

表現の自由とその制約原理を説明できる。 20 20

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

社会学のイメージをつかむ 30 30

方法論的個人主義（ヴェーバー）と方法論的集団主義（デュルケーム）
の違いを理解する  20 20

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て考えられる 20 20

「内集団」「外集団」のメカニズムを理解する 20 20

東アジアにおけるヒト・モノ・カネの動きの変化を考えながら、日
本社会のグローバル化を捉えること 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100



− 144 −

科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

社
会
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

社会学が持つ量的・質的な分析方法を学ぶ。また個人と
集団の間、時代間、地域間などの異なった論理を持つ主
体や社会の間に存在する連続性や変動要因に着目し、理
解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）や社会問題の分析視角について、
イメージをつかむこと。 20 20

個人化という概念について説明できるようになること。 20 20

ネオリベラリズム（新自由主義）という概念について説明できるよ
うになること。 20 20

非正規雇用が増加する社会的背景が説明できるようになること。 30 30

グローバル化が進む中で、日本を含めたアジアが大きく変化しつつ
あることを理解する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ａ

２
３
・
５
質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 20 20

母集団及び標本抽出について理解する。 20 20

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 20 20

統計学的な仮説検定の手順について正しく理解する。 20 20

質的調査の種類とその技法を先行研究から学びとる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ｂ

２
４
・
６

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学び、
それを活用してみる。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 20 20

統計学的手法を用いて因果関係を分析する考え方について理解する。 20 20

疑似相関とシンプソンのパラドクスについて理解し、多変量解析の
重要性を理解する。 20 20

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 20 20

質的調査の調査計画を立てられるようになるとともに、考慮すべき
調査倫理を理解する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ａ

２
３
・
５

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、政治的・経済的・国際的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ｂ

２
４
・
６

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、社会的・思想的・文化的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに，学校自体を一つの社会として捉え，そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 25 25

学校から職場へのトランジションについて、メリトクラシーとの関
連において理解することができる。 25 25

「教育問題」を客観的病理としてではなく、言説によって社会的に構
築されたものとして捉える視角を身につけることができる。 25 25

学校現場における文化的特質を理解し、組織メンバーによるその継
承と使用について理解することができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

生命・身体の仕組みについて学ぶことによって傷害や疾
病などへの理解を深める。

受精の仕組みが理解できる。 10 10

胎内での発育の過程が理解できる。 10 10

乳幼児の特徴が理解できる。 10 10

青年期の特徴が理解できる。 20 20

自分の過去を振り返り発育発達の過程を理解し説明できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 50 20 0 30 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解すること
で身体の働きについての理解を深める。

脳の仕組みがわかる。 10 10

身体の動く仕組みが理解できる。 20 20

人の動きと機械の動きの違いがわかる。 20 20

福祉用具の必要性を理解できる。 30 30

新しいまたは改良型福祉用具を提案できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 30 20 50 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

社
会
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

社会学が持つ量的・質的な分析方法を学ぶ。また個人と
集団の間、時代間、地域間などの異なった論理を持つ主
体や社会の間に存在する連続性や変動要因に着目し、理
解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）や社会問題の分析視角について、
イメージをつかむこと。 20 20

個人化という概念について説明できるようになること。 20 20

ネオリベラリズム（新自由主義）という概念について説明できるよ
うになること。 20 20

非正規雇用が増加する社会的背景が説明できるようになること。 30 30

グローバル化が進む中で、日本を含めたアジアが大きく変化しつつ
あることを理解する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ａ

２
３
・
５
質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 20 20

母集団及び標本抽出について理解する。 20 20

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 20 20

統計学的な仮説検定の手順について正しく理解する。 20 20

質的調査の種類とその技法を先行研究から学びとる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ｂ

２
４
・
６

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学び、
それを活用してみる。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 20 20

統計学的手法を用いて因果関係を分析する考え方について理解する。 20 20

疑似相関とシンプソンのパラドクスについて理解し、多変量解析の
重要性を理解する。 20 20

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 20 20

質的調査の調査計画を立てられるようになるとともに、考慮すべき
調査倫理を理解する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ａ

２
３
・
５

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、政治的・経済的・国際的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ｂ

２
４
・
６

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、社会的・思想的・文化的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに，学校自体を一つの社会として捉え，そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 25 25

学校から職場へのトランジションについて、メリトクラシーとの関
連において理解することができる。 25 25

「教育問題」を客観的病理としてではなく、言説によって社会的に構
築されたものとして捉える視角を身につけることができる。 25 25

学校現場における文化的特質を理解し、組織メンバーによるその継
承と使用について理解することができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

生命・身体の仕組みについて学ぶことによって傷害や疾
病などへの理解を深める。

受精の仕組みが理解できる。 10 10

胎内での発育の過程が理解できる。 10 10

乳幼児の特徴が理解できる。 10 10

青年期の特徴が理解できる。 20 20

自分の過去を振り返り発育発達の過程を理解し説明できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 50 20 0 30 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解すること
で身体の働きについての理解を深める。

脳の仕組みがわかる。 10 10

身体の動く仕組みが理解できる。 20 20

人の動きと機械の動きの違いがわかる。 20 20

福祉用具の必要性を理解できる。 30 30

新しいまたは改良型福祉用具を提案できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 30 20 50 0 0 0 0 0 0 0 100



− 146 −

科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
５
認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 20 20

知覚，記憶といった認知機能の仕組みを説明することができる。 20 20

認知機能の神経機構について説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 20 20

認知科学の哲学的な問題を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
４
・
６
認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学がどういった学問であるかについて，基本的な説明をする
ことができる。 10 10

我々が当たり前のように行っている認知について自発的な疑問を立
て，それに対して参考文献等を用いながら論理的な説明を与えるこ
とができる。

20 20

記憶のメカニズムや分類について説明することができる。 20 20

自覚できない心の働きがどのようなプロセスを経て，人間の行動に
影響しているかを説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーが生じる理由と，それを未然に防ぐ方法について
論じることができる。 20 20

ヒトとヒト以外（ロボット，昆虫，ネアンデルタール人等）の共通
点と相違点を説明することができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ａ

２
３
・
５
環境科学の基本とこれまでの環境問題対策を実例を通じ
て修得する。

地球内部の運動が地球環境に及ぼす影響を理解する。 20 20

地球環境問題のメカニズムの基礎を理解する。 20 20

地球環境問題対策を理解する。 20 20

地球の進化と環境変化を結びつけて理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ｂ

２
４
・
６
環境問題と人間社会の関係を理解し、今後の環境問題へ
のアプローチを考察する。

海洋と大気を総論的に理解する。 20 20

太陽系の惑星と地球環境の違いを理解する。 20 20

生態資源とエネルギー資源枯渇問題を理解する。 20 20

生命の生存条件を理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
５
地球の成り立ちを学び、気象変動を理解する。

与えられたデータから震源決定の方法および，GPSの原理が理解で
きる。 20 20

熱残留磁気の実験から，プレート運動が理解できる。 20 20

鉱物の観察から，結晶構造の特徴を単位格子から読み解けるように
なる。 20 20

水に関する実験を行い，その特性から生物に与える影響が理解でき
る。 20 20

古生物の化石の観察から，生物の進化の歴史が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
６
地球科学の基本を学ぶことから、将来の地球と人間社会
のあり方を考察する。

天体の距離計算の歴史を紐解きながら、最新の観測方法を理解でき
るようにする。 20 20

レンズの原理を理解して，ケプラー式の天体望遠鏡を作成する。 20 20

大気圧および断熱変化の実験を通して、気象の変化を理解する。 20 20

様々な波を観察することによって，津波のメカニズムを理解し，災
害に対する備えを養う。 20 20

地球の運動のデータから暦を原理が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

行
動
生
物
学
Ａ

２
３
・
５
行動生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特
別扱いしない視点を獲得する。

行動生物学の一分野である行動生態学がどういった学問であるか説
明をすることができる。 20 20

現代生物学での細胞や遺伝に関する基本的な用語考え方を説明する
ことができる。 20 20

自然選択における代謝と自己増殖について説明することができる。 20 20

性選択と自然選択の違いについて説明することができる。 20 20

進化に関する基本的な用語を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
５
認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 20 20

知覚，記憶といった認知機能の仕組みを説明することができる。 20 20

認知機能の神経機構について説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 20 20

認知科学の哲学的な問題を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
４
・
６
認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学がどういった学問であるかについて，基本的な説明をする
ことができる。 10 10

我々が当たり前のように行っている認知について自発的な疑問を立
て，それに対して参考文献等を用いながら論理的な説明を与えるこ
とができる。

20 20

記憶のメカニズムや分類について説明することができる。 20 20

自覚できない心の働きがどのようなプロセスを経て，人間の行動に
影響しているかを説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーが生じる理由と，それを未然に防ぐ方法について
論じることができる。 20 20

ヒトとヒト以外（ロボット，昆虫，ネアンデルタール人等）の共通
点と相違点を説明することができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ａ

２
３
・
５
環境科学の基本とこれまでの環境問題対策を実例を通じ
て修得する。

地球内部の運動が地球環境に及ぼす影響を理解する。 20 20

地球環境問題のメカニズムの基礎を理解する。 20 20

地球環境問題対策を理解する。 20 20

地球の進化と環境変化を結びつけて理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ｂ

２
４
・
６
環境問題と人間社会の関係を理解し、今後の環境問題へ
のアプローチを考察する。

海洋と大気を総論的に理解する。 20 20

太陽系の惑星と地球環境の違いを理解する。 20 20

生態資源とエネルギー資源枯渇問題を理解する。 20 20

生命の生存条件を理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
５
地球の成り立ちを学び、気象変動を理解する。

与えられたデータから震源決定の方法および，GPSの原理が理解で
きる。 20 20

熱残留磁気の実験から，プレート運動が理解できる。 20 20

鉱物の観察から，結晶構造の特徴を単位格子から読み解けるように
なる。 20 20

水に関する実験を行い，その特性から生物に与える影響が理解でき
る。 20 20

古生物の化石の観察から，生物の進化の歴史が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
６
地球科学の基本を学ぶことから、将来の地球と人間社会
のあり方を考察する。

天体の距離計算の歴史を紐解きながら、最新の観測方法を理解でき
るようにする。 20 20

レンズの原理を理解して，ケプラー式の天体望遠鏡を作成する。 20 20

大気圧および断熱変化の実験を通して、気象の変化を理解する。 20 20

様々な波を観察することによって，津波のメカニズムを理解し，災
害に対する備えを養う。 20 20

地球の運動のデータから暦を原理が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

行
動
生
物
学
Ａ

２
３
・
５
行動生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特
別扱いしない視点を獲得する。

行動生物学の一分野である行動生態学がどういった学問であるか説
明をすることができる。 20 20

現代生物学での細胞や遺伝に関する基本的な用語考え方を説明する
ことができる。 20 20

自然選択における代謝と自己増殖について説明することができる。 20 20

性選択と自然選択の違いについて説明することができる。 20 20

進化に関する基本的な用語を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

行
動
生
物
学
Ｂ

２
４
・
６
動物の行動の機能を学び、そこから人間行動の特質を進
化的な視点から考察する。

Tinbergen の４つの「なぜ」を用いて人間の行動を行動学的に考える
ことができる。 20 20

生物の様々な進化過程を理解することができる。 20 20

ヒトの進化史を大まかに説明することができる。 20 20

他の動物との比較でヒトの行動の進化を説明することができる。 20 20

現代のヒトと自然との関係について説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２
１
・
３
・
５

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 20 20

科学リテラシーの必要性を理解できる。 20 20

近代科学の特徴を説明できる。 20 20

20 世紀初頭に起こった自然認識の大きな変化を理解できる。 20 20

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２
２
・
４
・
６

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 20 20

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

未来に向かって、物質科学・技術と人間社会のかかわりあいを展望
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ａ

２
３
・
５

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。  20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ｂ

２
４
・
６

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。  20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３
・
５

社会の第一線で活躍中の実務経験豊富な講師を迎え、こ
れからの企業人に必要不可欠なCSR（Corporate Social 
Responsibility ＝企業の社会的責任）を共に考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４
・
６

企業体の危機管理の諸局面について具体的な事例を通じ
て学び、その上でさまざまな制約下でのビジネスモデル
の創出について議論し考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

国
際
事
情

２

集
中
講
義
９
月

現代アジアの国際関係の基本を押さえ、今後の日本の進
路選択とその羅針盤を検討する。

理工系・情報学系の学生が人文社会科学系の国際的教養を身につけ
ることができる。 40 40

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 20 20

国際事情を理解し、人間学との関連で人生を如何に生きるべきかを
考えることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 100



− 149 −

科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

行
動
生
物
学
Ｂ

２
４
・
６
動物の行動の機能を学び、そこから人間行動の特質を進
化的な視点から考察する。

Tinbergen の４つの「なぜ」を用いて人間の行動を行動学的に考える
ことができる。 20 20

生物の様々な進化過程を理解することができる。 20 20

ヒトの進化史を大まかに説明することができる。 20 20

他の動物との比較でヒトの行動の進化を説明することができる。 20 20

現代のヒトと自然との関係について説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２
１
・
３
・
５

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 20 20

科学リテラシーの必要性を理解できる。 20 20

近代科学の特徴を説明できる。 20 20

20 世紀初頭に起こった自然認識の大きな変化を理解できる。 20 20

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２
２
・
４
・
６

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 20 20

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

未来に向かって、物質科学・技術と人間社会のかかわりあいを展望
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ａ

２
３
・
５

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。  20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ｂ

２
４
・
６

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。  20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３
・
５

社会の第一線で活躍中の実務経験豊富な講師を迎え、こ
れからの企業人に必要不可欠なCSR（Corporate Social 
Responsibility ＝企業の社会的責任）を共に考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４
・
６

企業体の危機管理の諸局面について具体的な事例を通じ
て学び、その上でさまざまな制約下でのビジネスモデル
の創出について議論し考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。 20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

国
際
事
情

２

集
中
講
義
９
月

現代アジアの国際関係の基本を押さえ、今後の日本の進
路選択とその羅針盤を検討する。

理工系・情報学系の学生が人文社会科学系の国際的教養を身につけ
ることができる。 40 40

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 20 20

国際事情を理解し、人間学との関連で人生を如何に生きるべきかを
考えることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 100



− 150 −

科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｃ
グ
ル
ー
プ

社
会
実
践
１

１ ２

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要請
に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を育
成することを目的としています。アクティブラーニング
という学びの手法を用い、チーム作業を通して課題の解
決に取り組みます。「社会実践 1」では、チーム作業を通
して、「課題発見」「課題解決」「発表」という一連の課題
解決の手順を確認し、「社会実践 2」で取り組む実践的な
課題解決をスムーズに行う力を身につけます。　

物事に進んで取り組むことができる。 20 20

他人に働きかけ巻き込むことができる。 20 20

目的を設定し確実に行動することができる。 　 20 20

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 10 10

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 10 10

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 10 10

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 100

社
会
実
践
２

１ ３

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要
請に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を
育成することを目的としています。アクティブラーニン
グという学びの手法を用い、チーム作業を通して課題
の解決に取り組みます。「社会実践 2」では、本格的な
PBL(Project-Based Learning）という学びの方法を用い
て、「社会実践 1」で身につけた 課題解決の手順を実践し、
企業からの課題提示に対し、チームで課題解決に取り組
み、プレゼンテ̶ションを行い、企業の評価を受けます。
　

物事に進んで取り組むことができる。 10 10

他人に働きかけ巻き込むことができる。 10 10

目的を設定し確実に行動することができる。 　 10 10

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 20 20

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 20 20

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 20 20

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 100

専
門
基
礎
科
目
群

総
合
情
報
入
門
セ
ミ
ナ

１ １

本セミナは、専門課程への関心や興味を喚起する導入科
目であり、学生と教員および学生間の良好なコミュニケー
ション形成の場でもある。授業では、学外見学会、講演会、
スポーツを通した交流などを行うとともに、総合情報学
科経営情報専攻で学んだ知識を社会で活用するための将
来像が早い段階から描けるようキャリアガイダンスを行
う。

総合情報学科で学ぶ内容について、自身が感じる興味を説明できる。 10 10 20

総合情報学科で学ぶ内容が社会でどのように活かすのかを説明でき
る。 10 10 20 40

おおまかに自身の将来像を説明できる。 10 10 20 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 20 50 100

言
語
表
現
１

２ １
「話す」「書く 」両方の面から，他人とのコミュニケーショ
ンを円滑にしたり，自分の考えを主張するための方法を
学ぶ。

価値観や考え方の違う人とも対話ができる。 10 10

コミュニケーションの双方向性が理解できる。 10 10

人前で自分の考えを表現することができる。 20 20

TPOにあわせた表現ができる。 20 20

論理的な説明の仕方が理解できる。 20 20 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 100

言
語
表
現
２

２ ２
リポートや小論文など、人の目に触れる文章を書くため
の文章力を高めるスキルを学ぶ。また、書くことで考え
を深めて表現することなどを目的として、具体的に実践
を行いながら書くスキルを高める。

書き言葉と話し言葉の違いが理解できる。 20 20

適切な言葉や話題を選ぶことができる。 10 10

論理的な表現ができる。 10 20 30

取材したり文献を引用したりして考察することができる。 20 20

簡潔かつ的確に要旨をまとめることができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 30 100

情
報
学
概
論

２ １

情報学は，情報のあらゆる学問領域をカバーする学問で，
「情報の獲得，表現，蓄積，流通，検索など，情報が発生
し，収集・処理され，活用される全ての過程における学問」
である。この講義では，経営情報専攻において必要なビ
ジネス情報の内容に限定し、経営戦略と IT 戦略を融合さ
せた新しい経営組織・管理・活用の概要を学ぶ。

ビジネス情報学の役割が理解できる。 10 10 20

データウェアハウスと業務系データベースとの違いが理解できる。 10 10 20

Web サービスの基礎が理解できる。 10 10 20

電子商取引の基礎が理解できる。 10 10 20

情報セキュリティの基礎が理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100

情
報
処
理
１

２ １

Windows PCの基礎知識を身につけることを目的として，
PCのハードウェア構成から大学内の PC・ネットワーク
を活用する方法および電子メールやレポート作成，卒業
研究などで活用するソフトウェア（Microsoft Office）を
用いた文書作成，表計算・グラフ作成，プレゼンテーショ
ンを学ぶ。

コンピューターのハードウェアの基礎を説明できる。 10 10 20

電子メールの作成、送信、受信ができる。 10 10 20

Word を用いて文章の作成ができる。 10 10 20

Excel を用いてグラフの作成や計算ができる。 10 10 20

PowerPoint を用いてプレゼンテーションができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100

情
報
処
理
２

２ ２
調査から得られたデータを情報をExcel で整理・分析し，
その結果をWord で要約すると共に、PowerPoint で分か
りやすく相手に伝えるためのより高度な技術を学ぶ。ま
た、調査の目的設定と方法についても学ぶ。

統計処理の基礎が理解できる。 10 10 20

Excel を用いてデータ処理ができる。 10 10 20

Excel およびWord を用いてデータ処理の結果を文章に作成できる。 10 10 20

データ処理の結果について、PowerPoint を用いてプレゼンテーショ
ンができる。 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 10 0 10 40 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｃ
グ
ル
ー
プ

社
会
実
践
１

１ ２

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要請
に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を育
成することを目的としています。アクティブラーニング
という学びの手法を用い、チーム作業を通して課題の解
決に取り組みます。「社会実践 1」では、チーム作業を通
して、「課題発見」「課題解決」「発表」という一連の課題
解決の手順を確認し、「社会実践 2」で取り組む実践的な
課題解決をスムーズに行う力を身につけます。　

物事に進んで取り組むことができる。 20 20

他人に働きかけ巻き込むことができる。 20 20

目的を設定し確実に行動することができる。 　 20 20

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 10 10

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 10 10

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 10 10

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 100

社
会
実
践
２

１ ３

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要
請に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を
育成することを目的としています。アクティブラーニン
グという学びの手法を用い、チーム作業を通して課題
の解決に取り組みます。「社会実践 2」では、本格的な
PBL(Project-Based Learning）という学びの方法を用い
て、「社会実践 1」で身につけた 課題解決の手順を実践し、
企業からの課題提示に対し、チームで課題解決に取り組
み、プレゼンテ̶ションを行い、企業の評価を受けます。
　

物事に進んで取り組むことができる。 10 10

他人に働きかけ巻き込むことができる。 10 10

目的を設定し確実に行動することができる。 　 10 10

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 20 20

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 20 20

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 20 20

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 100

専
門
基
礎
科
目
群

総
合
情
報
入
門
セ
ミ
ナ

１ １

本セミナは、専門課程への関心や興味を喚起する導入科
目であり、学生と教員および学生間の良好なコミュニケー
ション形成の場でもある。授業では、学外見学会、講演会、
スポーツを通した交流などを行うとともに、総合情報学
科経営情報専攻で学んだ知識を社会で活用するための将
来像が早い段階から描けるようキャリアガイダンスを行
う。

総合情報学科で学ぶ内容について、自身が感じる興味を説明できる。 10 10 20

総合情報学科で学ぶ内容が社会でどのように活かすのかを説明でき
る。 10 10 20 40

おおまかに自身の将来像を説明できる。 10 10 20 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 20 50 100

言
語
表
現
１

２ １
「話す」「書く 」両方の面から，他人とのコミュニケーショ
ンを円滑にしたり，自分の考えを主張するための方法を
学ぶ。

価値観や考え方の違う人とも対話ができる。 10 10

コミュニケーションの双方向性が理解できる。 10 10

人前で自分の考えを表現することができる。 20 20

TPOにあわせた表現ができる。 20 20

論理的な説明の仕方が理解できる。 20 20 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 20 100

言
語
表
現
２

２ ２
リポートや小論文など、人の目に触れる文章を書くため
の文章力を高めるスキルを学ぶ。また、書くことで考え
を深めて表現することなどを目的として、具体的に実践
を行いながら書くスキルを高める。

書き言葉と話し言葉の違いが理解できる。 20 20

適切な言葉や話題を選ぶことができる。 10 10

論理的な表現ができる。 10 20 30

取材したり文献を引用したりして考察することができる。 20 20

簡潔かつ的確に要旨をまとめることができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 30 100

情
報
学
概
論

２ １

情報学は，情報のあらゆる学問領域をカバーする学問で，
「情報の獲得，表現，蓄積，流通，検索など，情報が発生
し，収集・処理され，活用される全ての過程における学問」
である。この講義では，経営情報専攻において必要なビ
ジネス情報の内容に限定し、経営戦略と IT 戦略を融合さ
せた新しい経営組織・管理・活用の概要を学ぶ。

ビジネス情報学の役割が理解できる。 10 10 20

データウェアハウスと業務系データベースとの違いが理解できる。 10 10 20

Web サービスの基礎が理解できる。 10 10 20

電子商取引の基礎が理解できる。 10 10 20

情報セキュリティの基礎が理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100

情
報
処
理
１

２ １

Windows PCの基礎知識を身につけることを目的として，
PCのハードウェア構成から大学内の PC・ネットワーク
を活用する方法および電子メールやレポート作成，卒業
研究などで活用するソフトウェア（Microsoft Office）を
用いた文書作成，表計算・グラフ作成，プレゼンテーショ
ンを学ぶ。

コンピューターのハードウェアの基礎を説明できる。 10 10 20

電子メールの作成、送信、受信ができる。 10 10 20

Word を用いて文章の作成ができる。 10 10 20

Excel を用いてグラフの作成や計算ができる。 10 10 20

PowerPoint を用いてプレゼンテーションができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100

情
報
処
理
２

２ ２
調査から得られたデータを情報をExcel で整理・分析し，
その結果をWord で要約すると共に、PowerPoint で分か
りやすく相手に伝えるためのより高度な技術を学ぶ。ま
た、調査の目的設定と方法についても学ぶ。

統計処理の基礎が理解できる。 10 10 20

Excel を用いてデータ処理ができる。 10 10 20

Excel およびWord を用いてデータ処理の結果を文章に作成できる。 10 10 20

データ処理の結果について、PowerPoint を用いてプレゼンテーショ
ンができる。 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 10 0 10 40 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

情
報
統
計
学
１

２　 ４

ビジネスで用いる基礎的統計について学習する。まず、
データの単位、有効数字、作表、作図（グラフ）につい
て学ぶ。つぎに、平均、分散、標準偏差によるデータの
要約化を学ぶ。第３に、母集団から適切なサンプルを取
り出す方法を学ぶ。最後に、顧客の満足度を把握する調
査法を学ぶ。

データの要約と視覚化ができる。 10 10 10 30

データの平均、分散が解析できる。 10 10 20

母集団とサンプルの関連を説明できる。 10 10 20

基礎的な相関分析と回帰分析が理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100

経
営
学
概
論

２

 

１

「企業とは何か」，「企業の存在意義は何か」，「企業はどの
ような仕組みで動いているのか」といった経営に関する
基礎を学習すると共に，経営の基礎的部分である「人」，
「モノ」，「金」を管理するための制度やそれに関する法規
を学ぶ。その上で，企業が組織や戦略の決定を行うプロ
セスを解説する。また，現代の企業が抱える問題に触れ，
社会や経済の変化を踏まえつつ，今後の企業経営のあり
方を考える。なお，本講義においては，企業経営の理解
を深めるため，多くの事例を用いる。

企業の意味や企業の存在意義を理解できる。 10 10 10 30

企業を構成している要素とこれらの動きを理解できる。 10 10

企業における人、モノ、金を管理する制度を理解できる。 10 10

企業における組織と戦略の関係を理解できる。 10 10 20

企業を取り巻く環境変化を把握し、今後の企業経営のあり方につい
て説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 30 0 10 10 100

経
済
学
入
門

２ １
経済学の分析対象が人や人の集合であることを認識し、
家計、企業、政府の約割や関係を理解した上で、様々な
経済活動を市場メカニズムや政府の役割の視点から学ぶ。
　

経済における家計と消費について理解できる。 10 10 20

経済における企業と生産について理解できる。 10 10 20

経済における市場メカニズムについて理解できる。 10 10 20

経済における政府の役割について理解できる。 10 10

経済における新しい視点について理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 50 10 100

入
門
簿
記

２ １

複式簿記の基本的な考え方や用語等，簿記に関する基礎
知識を身につけると共に，簿記の基本的な技法，商品売
買取引などの基本的な会計処理方法を学ぶ。また，講義
の最終段階には単純な帳簿や仕訳帳の作成ができるよう
になることを目標とする。

複式簿記の意義・目的について概説できる。 10 10 20

複式簿記の原理を利用した仕訳ができる。 10 10 10 30

手形や有価証券の内容を理解し、これらの処理ができる。 10 10

債権・債務の内容を理解し、これらの処理ができる。 10 10

決算における仕訳や帳簿システムについて、その基本を理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 20 20 10 10 100

会
計
学

２ ３
企業会計の基本となる考え方と、それがどのようにして
実際の企業活動の記録に適用されているのかを理解して
もらうことを目標とする。さらには記録された情報から、
企業活動を読み取る知識も習得する。

会計の意義・目的について説明できる。 10 10

会計的なものの見方を身につけ、これを説明できる。 10 20 10 40

損益計算書、貸借対照表について理解できる。 10 10 20

財務諸表の見方について理解ができる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 20 10 30 30 100

簿
記
原
理

２ ２

「簿記入門」で学んだ内容を踏まえ，複式簿記の一連の手
続きや商品売買取引の処理を習得する。その上で，各種
取引の記帳と帳簿組織の理解に重点をおいて講義する。
最終的には，各種の取引の記帳処理，決算整理の記帳処理，
特殊仕訳帳制の記帳処理ができることを目標とする。

複式簿記の手続きを理解できる。 10 10 10 10 10 50

商品売買取引の処理ができる。 15 15

決算整理の記帳処理ができる。 20 20

特別仕訳帳制の記帳処理ができる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 60 10 10 10 10 100

社
会
と
企
業
１

２ ２

資本主義社会の仕組み，企業内の諸問題，企業が地域を
変容させた事例などを学び，最終的に，学生が「企業で
働くこと」について自分の答えを導き出すことを目的と
する。また，企業に就職した後で発生するであろう問題
を大学在学中に前もって考察しておくことで，問題発生
時に自分で建設的な解決方法を導きだす論理力をつけて
おく。

個人としてビジネスを最後までやりとげることができる。 10 10 10 30

ビジネスにおける「三方良し」を説明できる。 10 10 20

ビジネス実施後に試算表が作成できる。 10 10 20

プレゼンテーションで自分のビジネスプランを説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 40 10 40 100

社
会
と
企
業
２

２ ３

ビジネスにおける学歴の必要性の有無，新しい労働形態
の出現について，余剰博士問題，就職活動で利潤を得る
企業の存在など，講義内で学生に問いかけながら講義を
進めていく。最終的には，自身が企業で働く場合，もし
くは独立して働く場合，どのようなことが起こり得るの
か，具体的なビジョンを描くことができる知識を身につ
ける。

組織の中でビジネスを最後までやりとげることができる。 10 10 10 30

組織の中で規則を守ることができる。 10 10 20

組織の中で役割を果たすことができる。 10 10 20

組織の中で協調して活動することができる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 40 10 40 100

経
営
実
践
入
門

２　 ２
企業を経営するという方法について経営全体のフローが
理解でき、自ら経営学に対する目的意識を確立し、経営
学の実践を学ぶために必要な基礎的な方法ビジネスマ
ナーを学ぶ。

経営学について興味をもつことができる。 10 10 20

経営学における基本的な理論が理解できる。 10 10 20

経営学におけるヒトの行動が理解できる。 10 10 20

経営学におれるモノの流れが理解できる。 10 10 20

経営学におけるカネの流れが理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

情
報
統
計
学
１

２　 ４

ビジネスで用いる基礎的統計について学習する。まず、
データの単位、有効数字、作表、作図（グラフ）につい
て学ぶ。つぎに、平均、分散、標準偏差によるデータの
要約化を学ぶ。第３に、母集団から適切なサンプルを取
り出す方法を学ぶ。最後に、顧客の満足度を把握する調
査法を学ぶ。

データの要約と視覚化ができる。 10 10 10 30

データの平均、分散が解析できる。 10 10 20

母集団とサンプルの関連を説明できる。 10 10 20

基礎的な相関分析と回帰分析が理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100

経
営
学
概
論

２

 

１

「企業とは何か」，「企業の存在意義は何か」，「企業はどの
ような仕組みで動いているのか」といった経営に関する
基礎を学習すると共に，経営の基礎的部分である「人」，
「モノ」，「金」を管理するための制度やそれに関する法規
を学ぶ。その上で，企業が組織や戦略の決定を行うプロ
セスを解説する。また，現代の企業が抱える問題に触れ，
社会や経済の変化を踏まえつつ，今後の企業経営のあり
方を考える。なお，本講義においては，企業経営の理解
を深めるため，多くの事例を用いる。

企業の意味や企業の存在意義を理解できる。 10 10 10 30

企業を構成している要素とこれらの動きを理解できる。 10 10

企業における人、モノ、金を管理する制度を理解できる。 10 10

企業における組織と戦略の関係を理解できる。 10 10 20

企業を取り巻く環境変化を把握し、今後の企業経営のあり方につい
て説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 30 0 10 10 100

経
済
学
入
門

２ １
経済学の分析対象が人や人の集合であることを認識し、
家計、企業、政府の約割や関係を理解した上で、様々な
経済活動を市場メカニズムや政府の役割の視点から学ぶ。
　

経済における家計と消費について理解できる。 10 10 20

経済における企業と生産について理解できる。 10 10 20

経済における市場メカニズムについて理解できる。 10 10 20

経済における政府の役割について理解できる。 10 10

経済における新しい視点について理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 50 10 100

入
門
簿
記

２ １

複式簿記の基本的な考え方や用語等，簿記に関する基礎
知識を身につけると共に，簿記の基本的な技法，商品売
買取引などの基本的な会計処理方法を学ぶ。また，講義
の最終段階には単純な帳簿や仕訳帳の作成ができるよう
になることを目標とする。

複式簿記の意義・目的について概説できる。 10 10 20

複式簿記の原理を利用した仕訳ができる。 10 10 10 30

手形や有価証券の内容を理解し、これらの処理ができる。 10 10

債権・債務の内容を理解し、これらの処理ができる。 10 10

決算における仕訳や帳簿システムについて、その基本を理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 20 20 10 10 100

会
計
学

２ ３
企業会計の基本となる考え方と、それがどのようにして
実際の企業活動の記録に適用されているのかを理解して
もらうことを目標とする。さらには記録された情報から、
企業活動を読み取る知識も習得する。

会計の意義・目的について説明できる。 10 10

会計的なものの見方を身につけ、これを説明できる。 10 20 10 40

損益計算書、貸借対照表について理解できる。 10 10 20

財務諸表の見方について理解ができる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 20 10 30 30 100

簿
記
原
理

２ ２

「簿記入門」で学んだ内容を踏まえ，複式簿記の一連の手
続きや商品売買取引の処理を習得する。その上で，各種
取引の記帳と帳簿組織の理解に重点をおいて講義する。
最終的には，各種の取引の記帳処理，決算整理の記帳処理，
特殊仕訳帳制の記帳処理ができることを目標とする。

複式簿記の手続きを理解できる。 10 10 10 10 10 50

商品売買取引の処理ができる。 15 15

決算整理の記帳処理ができる。 20 20

特別仕訳帳制の記帳処理ができる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 60 10 10 10 10 100

社
会
と
企
業
１

２ ２

資本主義社会の仕組み，企業内の諸問題，企業が地域を
変容させた事例などを学び，最終的に，学生が「企業で
働くこと」について自分の答えを導き出すことを目的と
する。また，企業に就職した後で発生するであろう問題
を大学在学中に前もって考察しておくことで，問題発生
時に自分で建設的な解決方法を導きだす論理力をつけて
おく。

個人としてビジネスを最後までやりとげることができる。 10 10 10 30

ビジネスにおける「三方良し」を説明できる。 10 10 20

ビジネス実施後に試算表が作成できる。 10 10 20

プレゼンテーションで自分のビジネスプランを説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 40 10 40 100

社
会
と
企
業
２

２ ３

ビジネスにおける学歴の必要性の有無，新しい労働形態
の出現について，余剰博士問題，就職活動で利潤を得る
企業の存在など，講義内で学生に問いかけながら講義を
進めていく。最終的には，自身が企業で働く場合，もし
くは独立して働く場合，どのようなことが起こり得るの
か，具体的なビジョンを描くことができる知識を身につ
ける。

組織の中でビジネスを最後までやりとげることができる。 10 10 10 30

組織の中で規則を守ることができる。 10 10 20

組織の中で役割を果たすことができる。 10 10 20

組織の中で協調して活動することができる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 40 10 40 100

経
営
実
践
入
門

２　 ２
企業を経営するという方法について経営全体のフローが
理解でき、自ら経営学に対する目的意識を確立し、経営
学の実践を学ぶために必要な基礎的な方法ビジネスマ
ナーを学ぶ。

経営学について興味をもつことができる。 10 10 20

経営学における基本的な理論が理解できる。 10 10 20

経営学におけるヒトの行動が理解できる。 10 10 20

経営学におれるモノの流れが理解できる。 10 10 20

経営学におけるカネの流れが理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

経
営
実
践
１

２　 ３
経営の実践的な活動を通じ、知識を行動に変えるための
基本的な技術やマナーを学び、変化する目の前の現実と
向き合い、考え、判断、行動ができる人材になることを
学ぶ。

知ったことを他人にわかりやすく伝えることができる。 10 10 10 30

自分が理解したことを記述して端的に表現できる。 10 10 10 30

自らのスキルを効果的に実践できる。 10 10

習得した知識を活かし成果を上げることができる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 10 40 20 10 100

経
営
実
践
２

２　 ４
経営の実践的な活動を通じ、グループの中で協力し、知
識を行動に変えるための基本的な技術やマナーを学び、
変化する目の前の現実と向き合い、考え、判断、行動が
できる人材になることを学ぶ。。

グループの中で知ったことを他人にわかりやすく伝えることができ
る。 10 10 10 30

グループの中で自分が理解したことを記述して端的に表現できる。 10 10 20

グループの中で自らのスキルを効果的に実践できる。 10 10

グループの中で習得した知識を活かし成果を上げることができる。 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 10 40 20 10 100

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

キ
ャ
リ
ア
開
発
１

１ ２

1 年次生からの「自己発見」の取り組みが，自分のキャ
リア形成に極めて重要であることを実践的に学ぶ。また，
自分の学生生活を自己責任において確立していく大切さ
を学ぶと同時に，自ら発見し，自ら語ることの重要性を
学ぶ。

キャリアデザインを行なう上での基本的な考え方を説明できる。 10 10 20

自分自身で学生生活を創ることの大切さを理解できる。 10 10 20

大学で学ぶ意味を考え、目標を検討することができる。 10 10 20

大学での学びが、自分の将来に繋がることを理解できる。 10 10 20

社会生活を営む上で重要となる他者と協力し、関係を構築すること
の大切さを理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 100

キ
ャ
リ
ア
開
発
２

１ ３

自分の個性，生き方，将来を見つめながら，次に必要な
「意識と自覚」を修得する。また，自分を活かすための「自
己現状分析」を行うことにより，将来を見据えた具体的
計画を立案し，目標達成までのプロセスの重要性とその
実行方法について学ぶと同時に，自己表現できる能力を
身に付ける。

自分を知り、自分を表現できる。 10 10 20

他者とかかわり、関係を構築できる。 10 10 20

職業観を養い、表現できる。 10 10 20

自分の将来の目標・方向性を考え、行動計画の立案ができる。 10 10 20

目標に向けて能動的に行動する姿勢を持つことができる。 10 10  20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 100

総
合
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
１

２ ２

この科目は、3期に開講される総合情報プロジェクト演
習 2の基礎になる科目で、学生個人で成果物を作成する
力を身につけるものである。この科目では、総合情報学
科で学ぶ内容に関連するテーマを設定し、学生が自分自
身で問題を抽出する。資料調査・問題点抽出・提案に至
るプロセスを通じて各個人の成果物を作成し発表するの
に加え、発表会において問題意識をもって他の学生のプ
レゼンテーションを聞き、適切な質問を行うことができ
る力を養う。

総合情報学科に関連する研究の動向が理解できる。 10 10 10 10 10 50
総合情報学科に関連する産業界の動きが理解できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

総
合
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
２

２ ３
本授業では，総合情報学科で学ぶ各分野における課題を
取り上げ，それらの課題を把握する手法を学び，調査，デー
タ整理，分析を行う。得られた結果を基にして考察した
内容を発表する。

総合情報学科に関連する課題の抽出方法が理解できる。 10 10 10 30

総合情報学科に関連する課題の調査、データ整理、分析の方法を理
解できる。 10 10 20

得られた結果を基にして考察した内容を分かりやすく説明できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 20 10 30 100
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
１

２ １
情報コミュニケーション技術を活用して、英語圏の文化
を日本語に変換して知ると同時に、日本の文化を英語に
変換して英語圏の人々に発信する方法を学ぶ。

異文化と接することの意義を理解できる。 10 10 10 30

非ネイティブのためのビジネス英語の基礎を理解できる。 10 10 10 30

英語圏の文化を日本語に変換して理解できる。 10 10 20

日本の文化を英語に変換して発信できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
２

２ ２

人は，自己と他者の違い，自文化と他文化の違いを知る
ことにより，自分自身と自文化を理解する。異文化接触
のありようを具体的かつ理論的に整理することをとおし
て，「違いを楽しむ」ことは重要である。この講義では，
情報コミュニケーション技術を活用して，英語圏の文化
を日本語に変換して知ると同時に，日本の文化を英語に
変換して英語圏の人々に発信する方法を学ぶ。

情報コミュニケーション技術（言語翻訳技術）を活用できる。
10 10 10 30

英語圏の文化を日本語に変換して知ることができる。
10 10 10 10 40

日本の文化を英語に変換して英語圏の人々に発信することができる。
10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 10 20 30 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

経
営
実
践
１

２　 ３
経営の実践的な活動を通じ、知識を行動に変えるための
基本的な技術やマナーを学び、変化する目の前の現実と
向き合い、考え、判断、行動ができる人材になることを
学ぶ。

知ったことを他人にわかりやすく伝えることができる。 10 10 10 30

自分が理解したことを記述して端的に表現できる。 10 10 10 30

自らのスキルを効果的に実践できる。 10 10

習得した知識を活かし成果を上げることができる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 10 40 20 10 100

経
営
実
践
２

２　 ４
経営の実践的な活動を通じ、グループの中で協力し、知
識を行動に変えるための基本的な技術やマナーを学び、
変化する目の前の現実と向き合い、考え、判断、行動が
できる人材になることを学ぶ。。

グループの中で知ったことを他人にわかりやすく伝えることができ
る。 10 10 10 30

グループの中で自分が理解したことを記述して端的に表現できる。 10 10 20

グループの中で自らのスキルを効果的に実践できる。 10 10

グループの中で習得した知識を活かし成果を上げることができる。 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 10 40 20 10 100

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

キ
ャ
リ
ア
開
発
１

１ ２

1 年次生からの「自己発見」の取り組みが，自分のキャ
リア形成に極めて重要であることを実践的に学ぶ。また，
自分の学生生活を自己責任において確立していく大切さ
を学ぶと同時に，自ら発見し，自ら語ることの重要性を
学ぶ。

キャリアデザインを行なう上での基本的な考え方を説明できる。 10 10 20

自分自身で学生生活を創ることの大切さを理解できる。 10 10 20

大学で学ぶ意味を考え、目標を検討することができる。 10 10 20

大学での学びが、自分の将来に繋がることを理解できる。 10 10 20

社会生活を営む上で重要となる他者と協力し、関係を構築すること
の大切さを理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 100

キ
ャ
リ
ア
開
発
２

１ ３

自分の個性，生き方，将来を見つめながら，次に必要な
「意識と自覚」を修得する。また，自分を活かすための「自
己現状分析」を行うことにより，将来を見据えた具体的
計画を立案し，目標達成までのプロセスの重要性とその
実行方法について学ぶと同時に，自己表現できる能力を
身に付ける。

自分を知り、自分を表現できる。 10 10 20

他者とかかわり、関係を構築できる。 10 10 20

職業観を養い、表現できる。 10 10 20

自分の将来の目標・方向性を考え、行動計画の立案ができる。 10 10 20

目標に向けて能動的に行動する姿勢を持つことができる。 10 10  20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0 100

総
合
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
１

２ ２

この科目は、3期に開講される総合情報プロジェクト演
習 2の基礎になる科目で、学生個人で成果物を作成する
力を身につけるものである。この科目では、総合情報学
科で学ぶ内容に関連するテーマを設定し、学生が自分自
身で問題を抽出する。資料調査・問題点抽出・提案に至
るプロセスを通じて各個人の成果物を作成し発表するの
に加え、発表会において問題意識をもって他の学生のプ
レゼンテーションを聞き、適切な質問を行うことができ
る力を養う。

総合情報学科に関連する研究の動向が理解できる。 10 10 10 10 10 50
総合情報学科に関連する産業界の動きが理解できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

総
合
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
２

２ ３
本授業では，総合情報学科で学ぶ各分野における課題を
取り上げ，それらの課題を把握する手法を学び，調査，デー
タ整理，分析を行う。得られた結果を基にして考察した
内容を発表する。

総合情報学科に関連する課題の抽出方法が理解できる。 10 10 10 30

総合情報学科に関連する課題の調査、データ整理、分析の方法を理
解できる。 10 10 20

得られた結果を基にして考察した内容を分かりやすく説明できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 20 10 30 100
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
１

２ １
情報コミュニケーション技術を活用して、英語圏の文化
を日本語に変換して知ると同時に、日本の文化を英語に
変換して英語圏の人々に発信する方法を学ぶ。

異文化と接することの意義を理解できる。 10 10 10 30

非ネイティブのためのビジネス英語の基礎を理解できる。 10 10 10 30

英語圏の文化を日本語に変換して理解できる。 10 10 20

日本の文化を英語に変換して発信できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
２

２ ２

人は，自己と他者の違い，自文化と他文化の違いを知る
ことにより，自分自身と自文化を理解する。異文化接触
のありようを具体的かつ理論的に整理することをとおし
て，「違いを楽しむ」ことは重要である。この講義では，
情報コミュニケーション技術を活用して，英語圏の文化
を日本語に変換して知ると同時に，日本の文化を英語に
変換して英語圏の人々に発信する方法を学ぶ。

情報コミュニケーション技術（言語翻訳技術）を活用できる。
10 10 10 30

英語圏の文化を日本語に変換して知ることができる。
10 10 10 10 40

日本の文化を英語に変換して英語圏の人々に発信することができる。
10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 10 20 30 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

経
営
史

２ ２

企業経営の歴史を振り返り，経営者の経営手法や戦略の
変遷を学習する。また，経営手法や経営戦略だけでなく，
企業を取り巻く環境の変遷についても触れる。本講義に
おいては，日本の企業経営の歴史を中心に取り上げるが，
欧米における企業経営の歴史についても触れ，両者の歴
史比較を通じて，日本の企業経営特徴を深く理解できる
よう工夫する。

企業が登場してからの大きな歴史（主に 15世紀以降）の流れを理解
できる。 10 10 20

企業が登場するようになった社会や経済の変化を説明できる。 10 10 20

企業を取り巻く環境は、どのように変化してきのかを歴史の視点か
ら説明できる。 10 10 20

企業は時代と共に、企業の形態や戦略はどのように変化してきたの
かを説明できる。 10 10 20

日本の企業の特徴がどのように形成されてきたのかを歴史の視点か
ら説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
概
論

２ ２

マーケティング活動の基礎知識を学習すると共に，マー
ケティング活動の手法（市場調査や販売方法）を学ぶ。
その上で，具体的な事例を用いて，市場調査や販売方法
などが販売促進や市場シェアの拡大にどれほど影響を与
えているのかを考える。また，企業のイメージなどにつ
いても触れ，日々の生活の中にマーケティング活動が浸
透していることの理解を深める。

マーケティングに関する基本的な用語を理解できる。 10 20

マーケティングの必要性を説明できる。。 10 10 20

企業経営におけるマーケティングの位置づけや役割を説明できる。 10 10

現実に行われているマーケティングの戦略を理解できる。 10 10

特定の企業あるいは製品について、自身が有効であると思われるマー
ケティング活動を考えることができる。 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 30 10 10 100

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

２ ３

重要な経営資源である労働力を効率的に利用するための
基本理論や制度を学習すると共に，日本における具体的
な人事・労務管理制度の内容を学ぶ。その上で，これま
で日本の雇用形態の特徴であった終身雇用，年功序列型
賃金などが変化する中，今後の経済状況および産業構造
の変化を踏まえつつ，今後の労働力の効率的な利用とは
何かを企業および社会の視点から考える。

経営における人材の重要について説明できる。 10 10 10 10 10 50

経営における人事制度や労務管理制度の内容について説明できる。 0

日本と欧米との人材に対する考え方の違いを理解できる。 0

日本企業の人事制度や労務管理制度に関する近年の変化を説明でき
る。 0

今後の経済や社会の動向を踏まえた人事制度や労務管理制度につい
て説明できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

民
法 ２ ３

市民と市民との間の権利と義務の関係を明確にする役割
を担うと共に，財産取引と身分（夫婦・相続など）を規
律する意味で，民法は重要な法律である。本講義におい
ては，総則を中心に，民法における法律用語や基礎知識
を習得すると共に，民法の意義や基本原理等を学習する。
その上で，民法総則の各規定について，実例をできるだ
け多く取り上げながら，日々の事象を民法の視点から考
える。

民法の基本原理を説明できる。 10 10 20

民法の内容（概要）を説明できる。 10 10 20

企業経営における民法の重要性を理解できる。 10 10 20

企業経営において、民法が関係する具体的事案を説明できる。 20 20 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100

情
報
心
理
学

２ ３
心の様々な働きである心的過程と、それに基づく行動を
探求し、心理学の基礎的な内容と実験や調査を通した人
間行動などを学ぶ。

感覚と知覚の違い、および知覚機能の特徴について理解できる。 10 10 10 30

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解できる。 10 10 20

欲求と動機、感情の特徴や機能を理解できる。 10 10 20

発達概念、発達過程の様相を理解できる。 10 10

パーソナリティという概念、それをとらえる枠組みと方法を理解で
きる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 10 0 40 100

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
基
礎

２ ３

ＩＴパスポート試験，基本情報処理技術者試験問題のデー
タベースに関係する分野を学ぶ。そのうち，ＳＱＬ文法
に関する部分では，Access を用いて実習することにより
理解を深める。しかし，あくまでもＳＥＬＥＣＴ文の理
解のためであり，ソフトウェアとしての Access の実技
能力を得るものではない。そのため，Access の機能のう
ち，ＳＱＬ言語を直接用いる機能だけを利用する。

ＩＴパスポート試験，基本情報処理技術者試験問題のデータベース
に関係する分野を理解できる。 10 10 10 10 10 50

Access を用いてＳＱＬ言語の基本を理解できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

コ
ー
チ
ン
グ
１

２ ２

スポーツにおける「コーチ」「指導者」とは、アスリート
を成功へ導くための重要な役割を持つものである。この
授業では、組織のリーダーとしての役割、必要な素養、
観察能力の必要性を学び、コーチとアスリートの関わり
方、トップアスリートの発掘、成長させるための育成方法・
強化方法ならびにその評価方法を学ぶ。

コーチ、指導者の役割を説明できる。 15 15 30

コーチとアスリートの望ましい関係を説明できる。 20 20

ミーティングの方法にについて説明できる。 10 10 20

トップアスリートの育成・強化の方法を説明できる。 10 20 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 55 25 0 20 100

コ
ー
チ
ン
グ
２

２ ３

我々の身体は、それぞれの年代により成長する部位や発
達速度が大きく異なっている。ヒトの身体の発育・成長
には、トレーニングが大きな影響を及ぼす。そのトレー
ニング方法や、種類について理解し、特に成長の著しい
ジュニア期における発育発達とそのプログラム、身体的
な特徴・心理的な特徴について学ぶ。

トレーニングの進め方や種類を説明できる。 30 30

発育発達期の特徴について説明できる。 30 30

発育発達期のプログラムを作成できる。 30 30

体力テストの方法について説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

コ
ー
チ
ン
グ
３

２ ４

我々は、日常生活の様々な場面で緊張や不安、喜怒哀楽
などの情緒の変化を体験する。このようなヒトの心理的
な変化の部分について理解することは、日常の様々な場
面での対応力を育むことになる。ここではスポーツと心
について学び、動機づけの重要性やコーチとしての心理
を理解するとともに、メンタルマネジメントや心理的な
コンディショニングについて学ぶ。

動機づけについて説明できる。 10 30 40

メンタルマネジメントについて説明できる。 10 10 20

あがりやスランプのメカニズムについて説明できる。 20 20

イメージトレーニングの方法を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 80 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

経
営
史

２ ２

企業経営の歴史を振り返り，経営者の経営手法や戦略の
変遷を学習する。また，経営手法や経営戦略だけでなく，
企業を取り巻く環境の変遷についても触れる。本講義に
おいては，日本の企業経営の歴史を中心に取り上げるが，
欧米における企業経営の歴史についても触れ，両者の歴
史比較を通じて，日本の企業経営特徴を深く理解できる
よう工夫する。

企業が登場してからの大きな歴史（主に 15世紀以降）の流れを理解
できる。 10 10 20

企業が登場するようになった社会や経済の変化を説明できる。 10 10 20

企業を取り巻く環境は、どのように変化してきのかを歴史の視点か
ら説明できる。 10 10 20

企業は時代と共に、企業の形態や戦略はどのように変化してきたの
かを説明できる。 10 10 20

日本の企業の特徴がどのように形成されてきたのかを歴史の視点か
ら説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
概
論

２ ２

マーケティング活動の基礎知識を学習すると共に，マー
ケティング活動の手法（市場調査や販売方法）を学ぶ。
その上で，具体的な事例を用いて，市場調査や販売方法
などが販売促進や市場シェアの拡大にどれほど影響を与
えているのかを考える。また，企業のイメージなどにつ
いても触れ，日々の生活の中にマーケティング活動が浸
透していることの理解を深める。

マーケティングに関する基本的な用語を理解できる。 10 20

マーケティングの必要性を説明できる。。 10 10 20

企業経営におけるマーケティングの位置づけや役割を説明できる。 10 10

現実に行われているマーケティングの戦略を理解できる。 10 10

特定の企業あるいは製品について、自身が有効であると思われるマー
ケティング活動を考えることができる。 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 30 10 10 100

人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

２ ３

重要な経営資源である労働力を効率的に利用するための
基本理論や制度を学習すると共に，日本における具体的
な人事・労務管理制度の内容を学ぶ。その上で，これま
で日本の雇用形態の特徴であった終身雇用，年功序列型
賃金などが変化する中，今後の経済状況および産業構造
の変化を踏まえつつ，今後の労働力の効率的な利用とは
何かを企業および社会の視点から考える。

経営における人材の重要について説明できる。 10 10 10 10 10 50

経営における人事制度や労務管理制度の内容について説明できる。 0

日本と欧米との人材に対する考え方の違いを理解できる。 0

日本企業の人事制度や労務管理制度に関する近年の変化を説明でき
る。 0

今後の経済や社会の動向を踏まえた人事制度や労務管理制度につい
て説明できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

民
法 ２ ３

市民と市民との間の権利と義務の関係を明確にする役割
を担うと共に，財産取引と身分（夫婦・相続など）を規
律する意味で，民法は重要な法律である。本講義におい
ては，総則を中心に，民法における法律用語や基礎知識
を習得すると共に，民法の意義や基本原理等を学習する。
その上で，民法総則の各規定について，実例をできるだ
け多く取り上げながら，日々の事象を民法の視点から考
える。

民法の基本原理を説明できる。 10 10 20

民法の内容（概要）を説明できる。 10 10 20

企業経営における民法の重要性を理解できる。 10 10 20

企業経営において、民法が関係する具体的事案を説明できる。 20 20 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100

情
報
心
理
学

２ ３
心の様々な働きである心的過程と、それに基づく行動を
探求し、心理学の基礎的な内容と実験や調査を通した人
間行動などを学ぶ。

感覚と知覚の違い、および知覚機能の特徴について理解できる。 10 10 10 30

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解できる。 10 10 20

欲求と動機、感情の特徴や機能を理解できる。 10 10 20

発達概念、発達過程の様相を理解できる。 10 10

パーソナリティという概念、それをとらえる枠組みと方法を理解で
きる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 10 0 40 100

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
基
礎

２ ３

ＩＴパスポート試験，基本情報処理技術者試験問題のデー
タベースに関係する分野を学ぶ。そのうち，ＳＱＬ文法
に関する部分では，Access を用いて実習することにより
理解を深める。しかし，あくまでもＳＥＬＥＣＴ文の理
解のためであり，ソフトウェアとしての Access の実技
能力を得るものではない。そのため，Access の機能のう
ち，ＳＱＬ言語を直接用いる機能だけを利用する。

ＩＴパスポート試験，基本情報処理技術者試験問題のデータベース
に関係する分野を理解できる。 10 10 10 10 10 50

Access を用いてＳＱＬ言語の基本を理解できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

コ
ー
チ
ン
グ
１

２ ２

スポーツにおける「コーチ」「指導者」とは、アスリート
を成功へ導くための重要な役割を持つものである。この
授業では、組織のリーダーとしての役割、必要な素養、
観察能力の必要性を学び、コーチとアスリートの関わり
方、トップアスリートの発掘、成長させるための育成方法・
強化方法ならびにその評価方法を学ぶ。

コーチ、指導者の役割を説明できる。 15 15 30

コーチとアスリートの望ましい関係を説明できる。 20 20

ミーティングの方法にについて説明できる。 10 10 20

トップアスリートの育成・強化の方法を説明できる。 10 20 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 55 25 0 20 100

コ
ー
チ
ン
グ
２

２ ３

我々の身体は、それぞれの年代により成長する部位や発
達速度が大きく異なっている。ヒトの身体の発育・成長
には、トレーニングが大きな影響を及ぼす。そのトレー
ニング方法や、種類について理解し、特に成長の著しい
ジュニア期における発育発達とそのプログラム、身体的
な特徴・心理的な特徴について学ぶ。

トレーニングの進め方や種類を説明できる。 30 30

発育発達期の特徴について説明できる。 30 30

発育発達期のプログラムを作成できる。 30 30

体力テストの方法について説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

コ
ー
チ
ン
グ
３

２ ４

我々は、日常生活の様々な場面で緊張や不安、喜怒哀楽
などの情緒の変化を体験する。このようなヒトの心理的
な変化の部分について理解することは、日常の様々な場
面での対応力を育むことになる。ここではスポーツと心
について学び、動機づけの重要性やコーチとしての心理
を理解するとともに、メンタルマネジメントや心理的な
コンディショニングについて学ぶ。

動機づけについて説明できる。 10 30 40

メンタルマネジメントについて説明できる。 10 10 20

あがりやスランプのメカニズムについて説明できる。 20 20

イメージトレーニングの方法を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 80 100



− 158 −

科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
１

２ ２
我々の生活の中にはスポーツが深く根付いている。文化
としてのスポーツの歴史を理解し、地域社会におけるス
ポーツ振興の現状を学び、地域における子供から老人ま
での様々な年代の対象者のスポーツライフについて学ぶ。

スポーツの歴史と文化を説明できる。 30 30

地域におけるスポーツ振興を説明できる。 20 20

各年代の対象に合わせたスポーツライフを説明できる。 20 20

障害者スポーツについて理解し、説明できる 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
２

２ ３

現代社会において我が国では様々なスポーツプロモー
ションが行われており、スポーツに触れ合う機会が増加
している。また、健康な生活を送るうえで運動と食生活
の関係は密接に関わりあっている。ここでは身体の仕組
みと運動の関係、栄養摂取と食生活などについて学ぶ。

我が国のスポーツプロモーションについて説明できる。 10 30 30

身体の仕組みと働きについて説明できる。 30 30

スポーツと栄養について説明できる。 20 20

アスリートの栄養摂取と食生活について説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 100
ス
ポ
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
１

２ ４

国民がスポーツを実践する機会は極めて多くなってきて
いる。学校体育から生涯スポーツまで長い期間スポーツ
を行う人々にとって、怪我や病気スポーツでの傷害など
日常生活を行う上でも大きな問題となっている。この授
業ではスポーツに関わる医学的な知識の基礎を学ぶび障
害の発生や外傷に対応できる知識を養う。

スポーツと健康について説明できる。 40 40

救急処置について説明できる。 20 20

スポーツ選手の健康管理について説明できる。 30 30

スポーツ活動中に発生するケガや病気について説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

交
通
論

２ ４
人や物の動きの必要性を理解し、交通の意義や交通の果
たす役割、特に企業活動に対する交通の役割や意義を学
ぶ。その上で、今日の交通問題とその解決策を学ぶ。

一般の財・サービスに比較した交通サービスについて理解できる。 10 10 20

わが国の交通事業の現状と課題について説明できる。 10 10 20

経済と交通の結びつきについて説明できる。 10 10 20

一般道路・高速道路の整備制度について理解できる。 10 10 20

都市間（長距離）鉄道の課題について説明できる。 5 5 10

空港整備制度について理解できる。 5 5 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100

情
報
統
計
学
２

 

２ ５
ビジネスで用いる応用的統計について学習する。ビジネ
スで使われるデータ処理の統計理論を理解し実践につい
てシミュレーションができる。

PPM理論を中心に商品企画で使われるデータ管理について理解でき
る。 10 10 20

売上、利益のシミュレーションが回帰分析を使い理解できる。 10 10 20

マーケッティングに関する統計的分析技法が理解できる。 10 10 20

分析データを加工分析結果を分かりやすくプレゼンができる。 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 10 10 40 100

展
開
科
目

キ
ャ
リ
ア
開
発
３

１ ４

自己分析を更に展開し，社会が求めている「将来の経済
を担う産業人材の確保・育成を促進するための能力」や
「職場や地域社会の中で，多様な人々とともに仕事を行っ
ていく上で必要な基礎能力」を学び，今後の就職活動に
向かってチャレンジする心構えを学ぶ。

社会で生きていくために、社会を知り、将来に向けて自分の人生を
切り拓いていく考え方や基礎力を身につけ、その重要性を理解する
ことができる。

10 10 10 10 10 50

職場や地域社会の中で，多様な人々と共生するために必要となる人
間力を身につけ、その必要性を理解することができる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100
キ
ャ
リ
ア
開
発
４

　 １ ５

キャリア開発３に続いて，社会が求めている「将来の経
済を担う産業人材の確保・育成を促進するための能力」
や「職場や地域社会の中で，多様な人々とともに仕事を
行っていく上で必要な基礎能力」を体験を通して学び，
今後の就職活動に向かってチャレンジする心構えを学ぶ。

自分自身の将来像を描き、説明できる。 10 10 10 10 10 50

社会で活躍するために必要な力を身につけ、その必要性を理解する
ことができる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

総
合
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
３

２ ４
本授業では，総合情報学科で学ぶ各分野の研究および産
業界の動向などを学び，各自が具体的なテーマを設定し，
そのテーマについて調査し，調査した内容を発表する。

総合情報学科に関連する課題を自ら抽出できる。 10 10 10 10 40

総合情報学科に関連する課題の調査、データ整理、分析を自ら実施
できる。 10 10 10 30

得られた結果を基にして考察した内容を報告書にまとめ、その概要
を説明できる。 10 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 20 30 100

経
営
情
報
論

２ ５

情報あるいは情報システムをいかに組織の経営に役立て
るか、また役立つような情報システムをいかに構築する
かを、情報システムを活用する組織の立場に立って学ぶ。
そのためにまず、情報システムとは何か、何を狙いとし
て活用されるのかを論ずると共に、ここに至る発展の経
緯を振り返る。また、組織が情報システムを作り上げる
上での課題とそれに影響を与える情報産業との関係を理
解する。

情報化社会について理解できる。 10 10 10 30

経営情報システムについて理解できる。 10 10 20

情報システムについて理解できる。 10 10 20

企業における情報システムについて理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 10 10 40 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
１

２ ２
我々の生活の中にはスポーツが深く根付いている。文化
としてのスポーツの歴史を理解し、地域社会におけるス
ポーツ振興の現状を学び、地域における子供から老人ま
での様々な年代の対象者のスポーツライフについて学ぶ。

スポーツの歴史と文化を説明できる。 30 30

地域におけるスポーツ振興を説明できる。 20 20

各年代の対象に合わせたスポーツライフを説明できる。 20 20

障害者スポーツについて理解し、説明できる 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
２

２ ３

現代社会において我が国では様々なスポーツプロモー
ションが行われており、スポーツに触れ合う機会が増加
している。また、健康な生活を送るうえで運動と食生活
の関係は密接に関わりあっている。ここでは身体の仕組
みと運動の関係、栄養摂取と食生活などについて学ぶ。

我が国のスポーツプロモーションについて説明できる。 10 30 30

身体の仕組みと働きについて説明できる。 30 30

スポーツと栄養について説明できる。 20 20

アスリートの栄養摂取と食生活について説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 100
ス
ポ
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
１

２ ４

国民がスポーツを実践する機会は極めて多くなってきて
いる。学校体育から生涯スポーツまで長い期間スポーツ
を行う人々にとって、怪我や病気スポーツでの傷害など
日常生活を行う上でも大きな問題となっている。この授
業ではスポーツに関わる医学的な知識の基礎を学ぶび障
害の発生や外傷に対応できる知識を養う。

スポーツと健康について説明できる。 40 40

救急処置について説明できる。 20 20

スポーツ選手の健康管理について説明できる。 30 30

スポーツ活動中に発生するケガや病気について説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

交
通
論

２ ４
人や物の動きの必要性を理解し、交通の意義や交通の果
たす役割、特に企業活動に対する交通の役割や意義を学
ぶ。その上で、今日の交通問題とその解決策を学ぶ。

一般の財・サービスに比較した交通サービスについて理解できる。 10 10 20

わが国の交通事業の現状と課題について説明できる。 10 10 20

経済と交通の結びつきについて説明できる。 10 10 20

一般道路・高速道路の整備制度について理解できる。 10 10 20

都市間（長距離）鉄道の課題について説明できる。 5 5 10

空港整備制度について理解できる。 5 5 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100

情
報
統
計
学
２

 

２ ５
ビジネスで用いる応用的統計について学習する。ビジネ
スで使われるデータ処理の統計理論を理解し実践につい
てシミュレーションができる。

PPM理論を中心に商品企画で使われるデータ管理について理解でき
る。 10 10 20

売上、利益のシミュレーションが回帰分析を使い理解できる。 10 10 20

マーケッティングに関する統計的分析技法が理解できる。 10 10 20

分析データを加工分析結果を分かりやすくプレゼンができる。 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 10 10 40 100

展
開
科
目

キ
ャ
リ
ア
開
発
３

１ ４

自己分析を更に展開し，社会が求めている「将来の経済
を担う産業人材の確保・育成を促進するための能力」や
「職場や地域社会の中で，多様な人々とともに仕事を行っ
ていく上で必要な基礎能力」を学び，今後の就職活動に
向かってチャレンジする心構えを学ぶ。

社会で生きていくために、社会を知り、将来に向けて自分の人生を
切り拓いていく考え方や基礎力を身につけ、その重要性を理解する
ことができる。

10 10 10 10 10 50

職場や地域社会の中で，多様な人々と共生するために必要となる人
間力を身につけ、その必要性を理解することができる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100
キ
ャ
リ
ア
開
発
４

　 １ ５

キャリア開発３に続いて，社会が求めている「将来の経
済を担う産業人材の確保・育成を促進するための能力」
や「職場や地域社会の中で，多様な人々とともに仕事を
行っていく上で必要な基礎能力」を体験を通して学び，
今後の就職活動に向かってチャレンジする心構えを学ぶ。

自分自身の将来像を描き、説明できる。 10 10 10 10 10 50

社会で活躍するために必要な力を身につけ、その必要性を理解する
ことができる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

総
合
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
３

２ ４
本授業では，総合情報学科で学ぶ各分野の研究および産
業界の動向などを学び，各自が具体的なテーマを設定し，
そのテーマについて調査し，調査した内容を発表する。

総合情報学科に関連する課題を自ら抽出できる。 10 10 10 10 40

総合情報学科に関連する課題の調査、データ整理、分析を自ら実施
できる。 10 10 10 30

得られた結果を基にして考察した内容を報告書にまとめ、その概要
を説明できる。 10 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 20 30 100

経
営
情
報
論

２ ５

情報あるいは情報システムをいかに組織の経営に役立て
るか、また役立つような情報システムをいかに構築する
かを、情報システムを活用する組織の立場に立って学ぶ。
そのためにまず、情報システムとは何か、何を狙いとし
て活用されるのかを論ずると共に、ここに至る発展の経
緯を振り返る。また、組織が情報システムを作り上げる
上での課題とそれに影響を与える情報産業との関係を理
解する。

情報化社会について理解できる。 10 10 10 30

経営情報システムについて理解できる。 10 10 20

情報システムについて理解できる。 10 10 20

企業における情報システムについて理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 10 10 40 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

管
理
会
計
論

２ ５

企業経営者は変化に応じて会社を柔軟にマネジメントし
なければならない。利益の向上，市場シェア獲得，製品
（サービス）提供を通じた社会貢献など種々の目的を達成
しつつ，経営資源の効率的なアウトプットが求められる
目的実現には適切な経営計画と末端までおよぶ統制が不
可欠である．管理会計は企業の経営戦略立案や意思決定
に関わる重要なツールであり，その理論，手法を理解する。

管理会計と財務会計の違いや管理会計の意義が理解できる。 10 10

管理会計の業績評価、意思決定に関する財務分析、予算統制が理解
できる。 10 10 10 30

短期利益計画、事業部の業績評価が理解できる。 10 10 5 5 30

経営意思決定に関する理論と技法が理解できる。 10 5 5 20

管理会計と経営戦略の理論的接点が理解できる。 5 5 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 15 25 20 20 100

経
営
実
践
３

２ ５
課題発見から解決までのプロセスにおいて、企業経営の
プレーイングマネジャーとして、基本かつ必要な事項（部
下への適切な指示や上司への適切な報告・連絡・相談を
行うなど）を実体験から学ぶ。

問題発見力を身につけるために現実から問題を見出す力を身につけ
る。 10 10

目標を設定し、現実に主体的な関わることができる力を身につける。 10 10 20

情報を見極める力を身につけ多面的に物事を見ることができる力を
身につける 10 10 20

情報を取捨選択し、わかりやすく表現する能力を身につける。 10 10

論理的に根拠に基づいて結論を導き出す能力を身につける 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 40 10 10 100

経
営
分
析

２ ６

企業経営の健全度を分析する基礎を学習すると共に，健
全な企業経営とは何かを学ぶ。企業経営を図る尺度して，
これまでは財務諸表データが用いられてきたが，近年に
おいては，キャッシュフロー分析や投資家サイドの分析
などの多様な視点からの評価が為されるようになった。
これらを踏まえ，本講義においては，多様な視点からの
経営分析ができることを大きな目標とする。

経営分析する意義が理解できる。 10 10

経営分析を行ういくつかの手法について説明できる。 10 10 20

企業経営の分析を行ういくつかの基準について説明できる。 10 5 5 20

財務諸表から企業経営の健全度を把握できる。 10 10 20

キャッシュフロー分析から企業経営の健全度を把握できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 10 25 10 15 100

ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
論

２ ５

ベンチャービジネスのビジネスモデルの理論やベン
チャービジネスの特徴を学習する。その上で，具体的に
起業するための方法（経理や財務，法律への対応）や，
ベンチャービジネスを行うために必要な人材（リーダー
像），ベンチャービジネスに必要な経営などを学ぶ。なお，
起業の方法などについては，バーチャルとして体験でき
るような講義を行う。

ベンチャービジネスの内容や存在意義、魅力を説明できる。 10 10 10 30

これまでのベンチャービジネスの事例をいくつか説明できる。 10 10 20

具体的にベンチャービジネスを行うための方法を説明できる。 10 10 20

ベンチャービジネスに必要な経営方法について説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス

２ ６

インターネットビジネスの基礎を学習すると共に，イン
ターネットビジネスを成功させるためのビジネスチャン
ス（社会や経済の変化）を踏まえながら新しいインター
ネットビジネスを考える。なお，講義においては，イン
ターネットビジネスを展開している具体的な企業や業種
ごと事例を用いて説明すると共に，これらの比較を通じ
て，インターネットビジネスの本質や可能性を考察する。

インターネットビジネスの内容について説明できる。 10 10 20

具体的なインターネットビジネスの事例を説明できる。 10 10

インターネットビジネスの利点と問題点を説明できる。 20 20 10 50

インターネットビジネスにおける決済システムについて説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 20 20 20 10 100

企
業
経
営
戦
略
論

２ ４
経営戦略論は、企業の対外的なマネジメントの問題を扱
う科目であり、経営戦略論の理論的枠組みの変遷を押さ
えつつ、現代的な戦略論の課題を理解する。現代企業の
経営戦略の事例からその手法・戦略を学ぶ。

企業戦略とは何か理解できる。 10 10 10 30

競争戦略について理解できる。 10 10 20

事業戦略について理解できる。 10 10 20

「戦略」を学ぶことによって、意志決定の重要性が理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100

物
流
論

２ ５

物流コストや物流コストと深い関係のある在庫費用に関
する費用構造や費用発生のメカニズムを学習する。また，
実例を通じて，具体的な物流コストの削減や適切な在庫
管理を学ぶと共に，今後の社会および経済の変化を踏ま
え，新たな物流コストの削減や適切な在庫管理を考える。

人や物を輸送する必要性が理解できる 10 10 20

交通に関する基礎データを把握している 10 10 20

企業活動に対する交通の役割や意義が理解できる 10 10 20

社会や経済の変化と交通へのニーズの変化が理解できる 10 10 20

客観的に、今日における交通問題に対する解決策を提案できる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100

中
小
企
業
論
　

２ ６
中小企業は、これまで日本の産業経済において重要な位
置を占めており、近年では、ベンチャー企業による技術
革新や雇用創出効果が注目されいる。こうした中小企業
やベンチャー企業に関する理論と実例を学ぶ。 　

中小企業の歴史的変遷について理解できる。 10 5 10 25

日本の下請システムが理解できる。 10 5 15

産業集積と構造と役割について理解できる。 10 5 15

ベンチャー企業について理解できる。 10 10 20

事業創造と企業の成長プロセスが理解できる。 10 5 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 10 0 40 100
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管
理
会
計
論

２ ５

企業経営者は変化に応じて会社を柔軟にマネジメントし
なければならない。利益の向上，市場シェア獲得，製品
（サービス）提供を通じた社会貢献など種々の目的を達成
しつつ，経営資源の効率的なアウトプットが求められる
目的実現には適切な経営計画と末端までおよぶ統制が不
可欠である．管理会計は企業の経営戦略立案や意思決定
に関わる重要なツールであり，その理論，手法を理解する。

管理会計と財務会計の違いや管理会計の意義が理解できる。 10 10

管理会計の業績評価、意思決定に関する財務分析、予算統制が理解
できる。 10 10 10 30

短期利益計画、事業部の業績評価が理解できる。 10 10 5 5 30

経営意思決定に関する理論と技法が理解できる。 10 5 5 20

管理会計と経営戦略の理論的接点が理解できる。 5 5 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 15 25 20 20 100

経
営
実
践
３

２ ５
課題発見から解決までのプロセスにおいて、企業経営の
プレーイングマネジャーとして、基本かつ必要な事項（部
下への適切な指示や上司への適切な報告・連絡・相談を
行うなど）を実体験から学ぶ。

問題発見力を身につけるために現実から問題を見出す力を身につけ
る。 10 10

目標を設定し、現実に主体的な関わることができる力を身につける。 10 10 20

情報を見極める力を身につけ多面的に物事を見ることができる力を
身につける 10 10 20

情報を取捨選択し、わかりやすく表現する能力を身につける。 10 10

論理的に根拠に基づいて結論を導き出す能力を身につける 10 10 10 10 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 40 10 10 100

経
営
分
析

２ ６

企業経営の健全度を分析する基礎を学習すると共に，健
全な企業経営とは何かを学ぶ。企業経営を図る尺度して，
これまでは財務諸表データが用いられてきたが，近年に
おいては，キャッシュフロー分析や投資家サイドの分析
などの多様な視点からの評価が為されるようになった。
これらを踏まえ，本講義においては，多様な視点からの
経営分析ができることを大きな目標とする。

経営分析する意義が理解できる。 10 10

経営分析を行ういくつかの手法について説明できる。 10 10 20

企業経営の分析を行ういくつかの基準について説明できる。 10 5 5 20

財務諸表から企業経営の健全度を把握できる。 10 10 20

キャッシュフロー分析から企業経営の健全度を把握できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 10 25 10 15 100

ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
論

２ ５

ベンチャービジネスのビジネスモデルの理論やベン
チャービジネスの特徴を学習する。その上で，具体的に
起業するための方法（経理や財務，法律への対応）や，
ベンチャービジネスを行うために必要な人材（リーダー
像），ベンチャービジネスに必要な経営などを学ぶ。なお，
起業の方法などについては，バーチャルとして体験でき
るような講義を行う。

ベンチャービジネスの内容や存在意義、魅力を説明できる。 10 10 10 30

これまでのベンチャービジネスの事例をいくつか説明できる。 10 10 20

具体的にベンチャービジネスを行うための方法を説明できる。 10 10 20

ベンチャービジネスに必要な経営方法について説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス

２ ６

インターネットビジネスの基礎を学習すると共に，イン
ターネットビジネスを成功させるためのビジネスチャン
ス（社会や経済の変化）を踏まえながら新しいインター
ネットビジネスを考える。なお，講義においては，イン
ターネットビジネスを展開している具体的な企業や業種
ごと事例を用いて説明すると共に，これらの比較を通じ
て，インターネットビジネスの本質や可能性を考察する。

インターネットビジネスの内容について説明できる。 10 10 20

具体的なインターネットビジネスの事例を説明できる。 10 10

インターネットビジネスの利点と問題点を説明できる。 20 20 10 50

インターネットビジネスにおける決済システムについて説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 20 20 20 10 100

企
業
経
営
戦
略
論

２ ４
経営戦略論は、企業の対外的なマネジメントの問題を扱
う科目であり、経営戦略論の理論的枠組みの変遷を押さ
えつつ、現代的な戦略論の課題を理解する。現代企業の
経営戦略の事例からその手法・戦略を学ぶ。

企業戦略とは何か理解できる。 10 10 10 30

競争戦略について理解できる。 10 10 20

事業戦略について理解できる。 10 10 20

「戦略」を学ぶことによって、意志決定の重要性が理解できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100

物
流
論

２ ５

物流コストや物流コストと深い関係のある在庫費用に関
する費用構造や費用発生のメカニズムを学習する。また，
実例を通じて，具体的な物流コストの削減や適切な在庫
管理を学ぶと共に，今後の社会および経済の変化を踏ま
え，新たな物流コストの削減や適切な在庫管理を考える。

人や物を輸送する必要性が理解できる 10 10 20

交通に関する基礎データを把握している 10 10 20

企業活動に対する交通の役割や意義が理解できる 10 10 20

社会や経済の変化と交通へのニーズの変化が理解できる 10 10 20

客観的に、今日における交通問題に対する解決策を提案できる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100

中
小
企
業
論
　

２ ６
中小企業は、これまで日本の産業経済において重要な位
置を占めており、近年では、ベンチャー企業による技術
革新や雇用創出効果が注目されいる。こうした中小企業
やベンチャー企業に関する理論と実例を学ぶ。 　

中小企業の歴史的変遷について理解できる。 10 5 10 25

日本の下請システムが理解できる。 10 5 15

産業集積と構造と役割について理解できる。 10 5 15

ベンチャー企業について理解できる。 10 10 20

事業創造と企業の成長プロセスが理解できる。 10 5 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 10 0 40 100
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ビ
ジ
ネ
ス
ゲ
ー
ム

２ ６

企業における業務は有機的に関係しながら、その企業の
ビジネス全体を支えている。財務計画や、販売計画、生
産計画、調達計画などもそれぞれ限られた範囲での視点
ではなく、企業が置かれている環境や、企業内それぞれ
の機能との連携を考慮しながら企業全体へのインパクト
を考え策定することが必要である。ビジネスゲーム演習
を行うことによって、企業のメカニズムを疑似体験し、
事業計画・戦略の重要性を認識するとともに、より有効
な計画策定に必要な視点とグループによる意思決定プロ
セスについて学ぶ。

企業の業務の流れがビジネスゲームを通して理解できる。 10 10 20

ビジネスゲーム演習のフローが理解できる。 10 10 20

意思決定の方法が理解できる。 10 10 20

業績評価の方法が理解できる。 10 10 20

ビジネスで成功するための計画策定からオペレーションまでが理解
できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100
ス
ポ
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
２

２ ５

スポーツにおいて、成果を上げるためには PDCAは必須
である。特に計画的に物事をマネジメントすることや、
安全管理などは指導者にとっては必須である。またスポー
ツ実践中の事故や人権などの法的な知識も備えておく必
要がある。ここでは指導計画や活動中の安全管理、スポー
ツ指導者の法的責任を理解することを学ぶ。

指導計画を立てることができる。 20 20 40

スポーツ活動と安全管理を説明できる。 10 20 30

スポーツ事故と法的責任について説明できる。 10 10

怪我とリハビリテーションについて説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 70 100

ス
ポ
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
３

２ ６

日本はこれまで学校スポーツに依存しまた、企業スポー
ツに後押しされながら発展してきた。しかし、時代の流
れとともに、少子化や景気の動向に左右されスポーツ人
口の減少等の問題が出てきている。この授業では地域ス
ポーツに目を向け、総合型地域スポーツクラブの采井や
組織のマネジメント、指導者の育成などについて学ぶ。

総合型地域スポーツクラブについて説明できる。 20 10 30

スポーツ組織のマネジメントやマーケティングについて説明できる。 20 10 30

競技力向上のチームマネジメントについて説明できる。 10 10 10 30

競技力向上のための情報活用について説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 20 0 20 100

会
社
法

２ ４

株式会社を対象に，株主総会・取締役会・代表取締役・
監査役・委員会等設置会社などについて法律と現実とを
対比させながら，企業の設立および運営の過程を具体的
に学習する。その上で，具体的な企業運営として，資金
調達や資本構成，計算，利益処分，会社組織の変更，清
算などについても法律と現実との対比通じて学ぶ。

商法および会社法の存在意義とその内容（概要）を説明できる。 10 10 20

企業の設立に関連する法規について説明できる。 10 10 20

企業組織に関連する法規について説明できる。 10 20 30

企業の運営に関連する法規について説明できる。 10 20 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 10 40 10 0 100

工
業
簿
記
　 ２ ３

工業簿記（製造業における簿記）の基礎理念や内容，特
徴を学習する。商業簿記は企業の外部活動に限られてい
る一方で，工業簿記は企業の外部活動と内部活動の両方
が含まれている。こうした違いなどを理解すること通じ，
製造業の財務諸表の特徴を学ぶ。また，製造業における
費用項目や原価計算の内容を把握すること通じて，製造
業の企業経営のあり方や，製造業に対する企業診断の基
礎を会得する。

工業簿記の基本理念について説明できる。 10 10

工業簿記の内容（仕組み）について理解できる。 10 10 5 25

製造業の財務諸表の特徴について説明できる。 10 10 5 5 30

製造業における費用項目や原価計算の特徴を理解できる。 10 10 10 5 35

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 40 30 10 10 100

原
価
計
算
　 ２ ４

財務諸表を作成するに当たり，原価計算は必要不可欠で
ある。本講義では，原価計算の理論や実際の計算過程を
学習する。その上で，原価計算は経営管理の有効な情報
提供ツールであることの理解を深め，原価計算の分野で
論じられている新たなトピックスについて紹介し，今後
の原価計算の動きを説明する。

原価計算の仕組みを説明できる。 10 10

原価の内容やその意義について理解できる。 10 10 5 10 35

簡単な原価計算ができる。 10 10 10 10 40

原価計算における近年の動きを説明できる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 30 20 20 20 100

金
融
と
財
務

　 ２ ７

本講義では，金 ( カネ ) の側面から経営に焦点を当て，企
業における金の管理の基礎を学習する。その上で，貸借
対照表と損益計算書の関係や，そこから見られる企業活
動の見方を学ぶ。近年においては，資金調達の変化や新
たな財務指標などが見られていることを踏まえ，新たな
手法および基準の中で「金」を管理する基礎についても
会得する。

金融および財務の内容が理解できる。 10 5 5 20

貸借対照表と損益計算書の関係が理解できる 10 10 5 5 30

企業における資金調達方法と近年における資金調達の変化が理解で
きる 10 10 5 5 30

企業のグローバル化に伴う金融や財務の内容が理解できる 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 30 15 15 100

労
働
法

２ ５
労働法の基本理念，基礎概念，法規制の基本的内容につ
いて学習する。その上で，具体的な事例を用いて，賃金
や労働時間，福利厚生などの労働環境の実情を学ぶと共
に，労働環境に関する今日的問題やその解決策を考える。

労働者に関わる法律の必要性（意義）が理解できる 10 10 10 30

労働者保護や労働契約、労働組合に関わる法律の概要が理解できる 10 5 10 25

労働者保護や労働契約、労働組合に関する具体的な団体交渉や判例
を説明できる 10 10 20

労働を取り巻く今日的な問題に対して、解決に関する自身の意見を
述べることができる 10 5 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100

知
的
財
産
権

２ ６

人間の独創的な知的創造活動について，その創始者に一
定期間の権利保護をあたえるのが知的財産権制度である。
知的財産権という言葉は，文化的創造物を保護する著作
権まで幅広く含む概念である。このうち産業財産権と呼
ばれる特許権，実用新案権，意匠権，商標権を中心とし
て学ぶ。産業財産権制度は，独占権の付与により，模倣
防止を図り，研究開発の奨励，商取引の信用を維持して，
産業の発展に寄与することを学ぶ。

知的財産権の種類が理解できる。 10 10 10 30

企業における知的財産権の重要性が理解できる。 10 10 20

意匠権について説明できる。 10 10 20

著作権について説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100
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専
門
科
目
群

展
開
科
目

ビ
ジ
ネ
ス
ゲ
ー
ム

２ ６

企業における業務は有機的に関係しながら、その企業の
ビジネス全体を支えている。財務計画や、販売計画、生
産計画、調達計画などもそれぞれ限られた範囲での視点
ではなく、企業が置かれている環境や、企業内それぞれ
の機能との連携を考慮しながら企業全体へのインパクト
を考え策定することが必要である。ビジネスゲーム演習
を行うことによって、企業のメカニズムを疑似体験し、
事業計画・戦略の重要性を認識するとともに、より有効
な計画策定に必要な視点とグループによる意思決定プロ
セスについて学ぶ。

企業の業務の流れがビジネスゲームを通して理解できる。 10 10 20

ビジネスゲーム演習のフローが理解できる。 10 10 20

意思決定の方法が理解できる。 10 10 20

業績評価の方法が理解できる。 10 10 20

ビジネスで成功するための計画策定からオペレーションまでが理解
できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 100
ス
ポ
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
２

２ ５

スポーツにおいて、成果を上げるためには PDCAは必須
である。特に計画的に物事をマネジメントすることや、
安全管理などは指導者にとっては必須である。またスポー
ツ実践中の事故や人権などの法的な知識も備えておく必
要がある。ここでは指導計画や活動中の安全管理、スポー
ツ指導者の法的責任を理解することを学ぶ。

指導計画を立てることができる。 20 20 40

スポーツ活動と安全管理を説明できる。 10 20 30

スポーツ事故と法的責任について説明できる。 10 10

怪我とリハビリテーションについて説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 70 100

ス
ポ
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
３

２ ６

日本はこれまで学校スポーツに依存しまた、企業スポー
ツに後押しされながら発展してきた。しかし、時代の流
れとともに、少子化や景気の動向に左右されスポーツ人
口の減少等の問題が出てきている。この授業では地域ス
ポーツに目を向け、総合型地域スポーツクラブの采井や
組織のマネジメント、指導者の育成などについて学ぶ。

総合型地域スポーツクラブについて説明できる。 20 10 30

スポーツ組織のマネジメントやマーケティングについて説明できる。 20 10 30

競技力向上のチームマネジメントについて説明できる。 10 10 10 30

競技力向上のための情報活用について説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 20 0 20 100

会
社
法

２ ４

株式会社を対象に，株主総会・取締役会・代表取締役・
監査役・委員会等設置会社などについて法律と現実とを
対比させながら，企業の設立および運営の過程を具体的
に学習する。その上で，具体的な企業運営として，資金
調達や資本構成，計算，利益処分，会社組織の変更，清
算などについても法律と現実との対比通じて学ぶ。

商法および会社法の存在意義とその内容（概要）を説明できる。 10 10 20

企業の設立に関連する法規について説明できる。 10 10 20

企業組織に関連する法規について説明できる。 10 20 30

企業の運営に関連する法規について説明できる。 10 20 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 10 40 10 0 100

工
業
簿
記
　 ２ ３

工業簿記（製造業における簿記）の基礎理念や内容，特
徴を学習する。商業簿記は企業の外部活動に限られてい
る一方で，工業簿記は企業の外部活動と内部活動の両方
が含まれている。こうした違いなどを理解すること通じ，
製造業の財務諸表の特徴を学ぶ。また，製造業における
費用項目や原価計算の内容を把握すること通じて，製造
業の企業経営のあり方や，製造業に対する企業診断の基
礎を会得する。

工業簿記の基本理念について説明できる。 10 10

工業簿記の内容（仕組み）について理解できる。 10 10 5 25

製造業の財務諸表の特徴について説明できる。 10 10 5 5 30

製造業における費用項目や原価計算の特徴を理解できる。 10 10 10 5 35

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 40 30 10 10 100

原
価
計
算
　 ２ ４

財務諸表を作成するに当たり，原価計算は必要不可欠で
ある。本講義では，原価計算の理論や実際の計算過程を
学習する。その上で，原価計算は経営管理の有効な情報
提供ツールであることの理解を深め，原価計算の分野で
論じられている新たなトピックスについて紹介し，今後
の原価計算の動きを説明する。

原価計算の仕組みを説明できる。 10 10

原価の内容やその意義について理解できる。 10 10 5 10 35

簡単な原価計算ができる。 10 10 10 10 40

原価計算における近年の動きを説明できる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 30 20 20 20 100

金
融
と
財
務

　 ２ ７

本講義では，金 ( カネ ) の側面から経営に焦点を当て，企
業における金の管理の基礎を学習する。その上で，貸借
対照表と損益計算書の関係や，そこから見られる企業活
動の見方を学ぶ。近年においては，資金調達の変化や新
たな財務指標などが見られていることを踏まえ，新たな
手法および基準の中で「金」を管理する基礎についても
会得する。

金融および財務の内容が理解できる。 10 5 5 20

貸借対照表と損益計算書の関係が理解できる 10 10 5 5 30

企業における資金調達方法と近年における資金調達の変化が理解で
きる 10 10 5 5 30

企業のグローバル化に伴う金融や財務の内容が理解できる 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 30 15 15 100

労
働
法

２ ５
労働法の基本理念，基礎概念，法規制の基本的内容につ
いて学習する。その上で，具体的な事例を用いて，賃金
や労働時間，福利厚生などの労働環境の実情を学ぶと共
に，労働環境に関する今日的問題やその解決策を考える。

労働者に関わる法律の必要性（意義）が理解できる 10 10 10 30

労働者保護や労働契約、労働組合に関わる法律の概要が理解できる 10 5 10 25

労働者保護や労働契約、労働組合に関する具体的な団体交渉や判例
を説明できる 10 10 20

労働を取り巻く今日的な問題に対して、解決に関する自身の意見を
述べることができる 10 5 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100

知
的
財
産
権

２ ６

人間の独創的な知的創造活動について，その創始者に一
定期間の権利保護をあたえるのが知的財産権制度である。
知的財産権という言葉は，文化的創造物を保護する著作
権まで幅広く含む概念である。このうち産業財産権と呼
ばれる特許権，実用新案権，意匠権，商標権を中心とし
て学ぶ。産業財産権制度は，独占権の付与により，模倣
防止を図り，研究開発の奨励，商取引の信用を維持して，
産業の発展に寄与することを学ぶ。

知的財産権の種類が理解できる。 10 10 10 30

企業における知的財産権の重要性が理解できる。 10 10 20

意匠権について説明できる。 10 10 20

著作権について説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100
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開
科
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環
境
経
営
論

２ ７

企業の存続・成長と地球環境保全との両立に関する先行
理論を解説しながら，実際に私たちが環境経営を進める
上で，どのような取り組みが必要かについて学ぶ。そこ
では，環境経営の概念の捉え方をはじめ，事業レベル，
製品・サービスのレベル，工場などの拠点レベルで，そ
れぞれ資源リサイクル，省エネルギー，化学物質の管理
といった各論がどのように実施されているか，先進企業
等の具体的事例を参照する。

環境経営の概念について説明できる。 10 10 10 30

事業レベルでの資源リサイクル、省エネルギー、化学物質の管理が
理解できる。 10 10 20

製品・サービスのレベルでの資源リサイクル、省エネルギー、化学
物質の管理が理解できる。 10 10 20

工場などの拠点レベルでの資源リサイクル、省エネルギー、化学物
質の管理が理解できる。 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 10 0 40 100

人
間
工
学

２ ４

生活環境分野における人間工学として、建築空間におか
れる人間と環境の関係から、室内または建築環境の安全
性、快適性を実現するために必要な人体・動作寸法、知覚・
心理、行動、などの領域について、基礎的な知識を学ぶ。
また、子ども、高齢者や障害者への対応、日常災害（住
宅内事故）などについても論を進める。

人間の特性について要点を説明できる。 10 10 10 30

習性（行動特性）と安全な環境計画との関係について理解する。 10 10 20

人の動作、行為、心理的要求と空間量の関係について理解する。 10 10 20

子ども、高齢者、障害者に対応した安全・快適な環境について要点
を説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100

海
外
事
情
Ａ

２ ５

本講義は、非英語圏の国での海外研修と渡航前後の５回
の春期集中講義から成り立っている。海外研修先の最低
限必要な言語を事前に修得し，現地の方々と直接交流を
図ることで実践的な語学力の向上のみならず，より一層
の異文化理解と国際感覚の体得を目的とする。渡航まで
に，研修先の国の基本的な知識を身につけておく。また，
日本の伝統・文化を研修先の国の言語を用いて自己発信
できるようにする。

非英語圏の研修先国の風俗習慣，文化，歴史など基本的な事項を理
解できる。 10 10 10 10 10 50

日本の伝統・文化などの基本的事項を研修先国の言語で説明できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

海
外
事
情
Ｂ

 

２ ６
本授業は，異文化理解と国際感覚の体得を目的とする。
渡航までに，アメリカの基本的な知識を身につけておく。
また，日本の伝統・文化についてもしっかりと見識を深め，
英語で自己発信できるようにする。

海外の風俗習慣，文化，歴史など基本的な事項を理解できる。 10 5 5 5 10 35

日本の伝統・文化などの基本的事項を英語で説明できる。 10 5 5 10 30

アメリカでの生活のための基本的な英会話ができる。 10 5 5 5 10 35

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 15 15 30 100

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

（
学
外
研
修
）

２ ６企業におけるインターシップを行う。

実習先企業の業務を理解できる。 10 5 10 25

実務で発生する問題点と解決策の一例を説明できる。 10 5 10 25

机上の知識と現実の問題との格差を説明できる。 10 5 10 25

将来の進路に対する自分の考え方を述べることができる。 10 5 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100

卒
業
研
究

セ
ミ
ナ
１

２ ５

本講義は，卒業研究を行うために必要な基礎知識を取得
する。授業は卒業研究の研究室単位で行われる。「セミナ
Ⅰ」では，卒業研究の行う基礎となる理論・学説や研究
方法などについて授業が行われる。授業の内容は，各卒
業研究の指導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究の基礎となる理論・学説を理解できる。 10 10 10 10 10 50

卒業研究の研究方法を理解できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

セ
ミ
ナ
２

２ ６

卒業研究と平行して行われる授業である。そのため，授
業は卒業研究の研究室単位で行われる。卒業研究では各
指導教員の下で研究論文をまとめることになるが，「セミ
ナ２」では，その基礎となる理論・学説や研究方法など
について授業が行われる。授業の内容は，各卒業研究の
指導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究の基礎となる理論・学説をより深く理解できる。 10 10 10 10 10 50

卒業研究の研究方法をより深く理解できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

セ
ミ
ナ
３

２ ７

「セミナ２」と同様，卒業研究と平行して行われる授業で
ある。そのため，授業は卒業研究の研究室単位で行われ
る。卒業研究では各指導教員の下で研究論文をまとめる
ことになるが，セミナ３でもその基礎となる理論・学説
や研究方法などについて授業が行われる。授業の内容は，
各卒業研究の指導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究に関連する理論・学説を理解できる。 10 10 10 10 10 50

卒業研究のまとめ方を理解できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

セ
ミ
ナ
４

２　 ８

「セミナ３」と同様，卒業研究と平行して行われる授業で
ある。そのため，授業は卒業研究の研究室単位で行われる。
卒業研究では各指導教員の下で研究論文をまとめること
になるが，セミナ４では、卒業論文についての研究成果
発表が中心となる。授業の内容は，各卒業研究の指導教
員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究の内容について論理的に発表できる。 10 10 10 10 10 50

研究成果を根拠を基にわかりやすく表現できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

卒
業
研
究

６
７
・
８

卒業研究は，これまでの授業を通して知り得た総合情報
学の各研究分野の中から，最も興味のある分野を選択し，
教員の指導を受けながら研究論文を作成する。

卒業研究に関連する理論・学説を理解できる。 5 5 5 5 5 25

卒業研究のまとめ方を理解できる。 10 5 10 5 10 40

卒業論文を作成し、専門的な研究成果を発表できる。 10 5 5 5 10 35

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 15 20 15 25 100
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開
科
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環
境
経
営
論

２ ７

企業の存続・成長と地球環境保全との両立に関する先行
理論を解説しながら，実際に私たちが環境経営を進める
上で，どのような取り組みが必要かについて学ぶ。そこ
では，環境経営の概念の捉え方をはじめ，事業レベル，
製品・サービスのレベル，工場などの拠点レベルで，そ
れぞれ資源リサイクル，省エネルギー，化学物質の管理
といった各論がどのように実施されているか，先進企業
等の具体的事例を参照する。

環境経営の概念について説明できる。 10 10 10 30

事業レベルでの資源リサイクル、省エネルギー、化学物質の管理が
理解できる。 10 10 20

製品・サービスのレベルでの資源リサイクル、省エネルギー、化学
物質の管理が理解できる。 10 10 20

工場などの拠点レベルでの資源リサイクル、省エネルギー、化学物
質の管理が理解できる。 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 10 0 40 100

人
間
工
学

２ ４

生活環境分野における人間工学として、建築空間におか
れる人間と環境の関係から、室内または建築環境の安全
性、快適性を実現するために必要な人体・動作寸法、知覚・
心理、行動、などの領域について、基礎的な知識を学ぶ。
また、子ども、高齢者や障害者への対応、日常災害（住
宅内事故）などについても論を進める。

人間の特性について要点を説明できる。 10 10 10 30

習性（行動特性）と安全な環境計画との関係について理解する。 10 10 20

人の動作、行為、心理的要求と空間量の関係について理解する。 10 10 20

子ども、高齢者、障害者に対応した安全・快適な環境について要点
を説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100

海
外
事
情
Ａ

２ ５

本講義は、非英語圏の国での海外研修と渡航前後の５回
の春期集中講義から成り立っている。海外研修先の最低
限必要な言語を事前に修得し，現地の方々と直接交流を
図ることで実践的な語学力の向上のみならず，より一層
の異文化理解と国際感覚の体得を目的とする。渡航まで
に，研修先の国の基本的な知識を身につけておく。また，
日本の伝統・文化を研修先の国の言語を用いて自己発信
できるようにする。

非英語圏の研修先国の風俗習慣，文化，歴史など基本的な事項を理
解できる。 10 10 10 10 10 50

日本の伝統・文化などの基本的事項を研修先国の言語で説明できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

海
外
事
情
Ｂ

 

２ ６
本授業は，異文化理解と国際感覚の体得を目的とする。
渡航までに，アメリカの基本的な知識を身につけておく。
また，日本の伝統・文化についてもしっかりと見識を深め，
英語で自己発信できるようにする。

海外の風俗習慣，文化，歴史など基本的な事項を理解できる。 10 5 5 5 10 35

日本の伝統・文化などの基本的事項を英語で説明できる。 10 5 5 10 30

アメリカでの生活のための基本的な英会話ができる。 10 5 5 5 10 35

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 10 15 15 30 100

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

（
学
外
研
修
）

２ ６企業におけるインターシップを行う。

実習先企業の業務を理解できる。 10 5 10 25

実務で発生する問題点と解決策の一例を説明できる。 10 5 10 25

机上の知識と現実の問題との格差を説明できる。 10 5 10 25

将来の進路に対する自分の考え方を述べることができる。 10 5 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 0 40 100

卒
業
研
究

セ
ミ
ナ
１

２ ５

本講義は，卒業研究を行うために必要な基礎知識を取得
する。授業は卒業研究の研究室単位で行われる。「セミナ
Ⅰ」では，卒業研究の行う基礎となる理論・学説や研究
方法などについて授業が行われる。授業の内容は，各卒
業研究の指導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究の基礎となる理論・学説を理解できる。 10 10 10 10 10 50

卒業研究の研究方法を理解できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

セ
ミ
ナ
２

２ ６

卒業研究と平行して行われる授業である。そのため，授
業は卒業研究の研究室単位で行われる。卒業研究では各
指導教員の下で研究論文をまとめることになるが，「セミ
ナ２」では，その基礎となる理論・学説や研究方法など
について授業が行われる。授業の内容は，各卒業研究の
指導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究の基礎となる理論・学説をより深く理解できる。 10 10 10 10 10 50

卒業研究の研究方法をより深く理解できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

セ
ミ
ナ
３

２ ７

「セミナ２」と同様，卒業研究と平行して行われる授業で
ある。そのため，授業は卒業研究の研究室単位で行われ
る。卒業研究では各指導教員の下で研究論文をまとめる
ことになるが，セミナ３でもその基礎となる理論・学説
や研究方法などについて授業が行われる。授業の内容は，
各卒業研究の指導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究に関連する理論・学説を理解できる。 10 10 10 10 10 50

卒業研究のまとめ方を理解できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

セ
ミ
ナ
４

２　 ８

「セミナ３」と同様，卒業研究と平行して行われる授業で
ある。そのため，授業は卒業研究の研究室単位で行われる。
卒業研究では各指導教員の下で研究論文をまとめること
になるが，セミナ４では、卒業論文についての研究成果
発表が中心となる。授業の内容は，各卒業研究の指導教
員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究の内容について論理的に発表できる。 10 10 10 10 10 50

研究成果を根拠を基にわかりやすく表現できる。 10 10 10 10 10 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100

卒
業
研
究

６
７
・
８

卒業研究は，これまでの授業を通して知り得た総合情報
学の各研究分野の中から，最も興味のある分野を選択し，
教員の指導を受けながら研究論文を作成する。

卒業研究に関連する理論・学説を理解できる。 5 5 5 5 5 25

卒業研究のまとめ方を理解できる。 10 5 10 5 10 40

卒業論文を作成し、専門的な研究成果を発表できる。 10 5 5 5 10 35

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 15 20 15 25 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ

１
１
﹇
２
﹈ 

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践

高校と大学の学びの違いが理解できる。 10 10

ノートの取り方が効果的にできる。 10 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 10 10

図書館の利用法がわかる。 10 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 10 10

基本的なレポートの作成ができる。 10 10 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 10 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
１

１
１
﹇
２
﹈ 

この授業では、４技能（読む・聴く・書く・話す）の基
礎としての文法力を固めるために体系的な文法教育をお
こない、文法的な基礎力に裏打ちされたコミュニケーショ
ン能力の向上をはかることを目標とします。そのために
文法法則の単なる暗記ではなく、英語による自己表現能
力や運用能力の基盤としての文法力を身につけてもらう
ことをめざします。

品詞の性質の違いについて理解できる。 12 8 20

さまざまな時制を英語で適切に表現できる。 12 8 20

標準的な文章の主語と述語動詞を正しく指摘することができる。 12 8 20

５つの文型について正しく判別することができる。 12 8 20

文法にしたがって、正しく和訳することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語グラマー
１の内容を継続・発展させるかたちで、４技能（読む・
聴く・書く・話す）の基礎としての文法力を固めるため
に体系的な文法教育をおこない、文法的な基礎力に裏打
ちされたコミュニケーション能力の向上をはかることを
目標とします。そのために文法法則の単なる暗記ではな
く、英語による自己表現能力や運用能力の基盤としての
文法力を確実に身につけてもらうことをめざします。

受動態をつかって英文を書くことができる。 12 8 20

不定詞の３つの用法について正しく判別することができる。 12 8 20

関係代名詞の用法ならびに種類について正しく理解することができ
る。 12 8 20

that 節や関係詞節など、節を含む構造の文章を正しく和訳すること
ができる。 12 8 20

これまで学習した文法項目を用いて、自分の考えを表現することが
できる。 10 8 2 20

授業科目の貢献度 58 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
１

１
１
﹇
２
﹈

この授業では、リーディング手法を体得してもらうとと
もに、語彙力の向上をはかるようにしていきます。リー
ディングというと英語から日本語に訳すことと思うかも
しれませんが、特に英語の語順のまま英文の内容を把握
する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、内容の要点
を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を意識しながら、音読することができる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が理解できる。 12 8 20

基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使うことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対する理
解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100

大学の目的
大同大学は、教育基本法並びに建学の精神と理念に則り、深い専門の学芸の教育研究を通じて、豊かな教養と専門的能力を有する
質の高い職業人を育成し、社会と産業の発展に寄与することを目的とする。

学部の教育研究上の目的
情報学部は、豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し、創造力に富み主体的に行動できる質
の高い専門職業人を育成するとともに、情報学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする。

学科の教育研究上の目的
情報学部総合情報学科は、教育・研究を通して、ビジネスの中核を担う企画力と実行力を有する有為な人材、または生活環境の快
適性に関係する「におい・かおり」に関する専門知識を有し豊かな生活がデザインできる人材を育成することを目的とする。

学
位
授
与
の
方
針  

A. 英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上させ、基礎的なコミュ
ニケーションを行うことができる。

I. におい・かおりの特性に関する知識があり、有効な臭気対策が提案
できる。

B. 外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応で
きる素養を身につけることができる。

J. におい・かおりの化学、香料の成分に関する知識があり、かおりの
特性を踏まえた適切なかおりを調香できる。

C. 規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学
習生活の基礎を身につけている。

K. におい・かおりの特性、人の心と身体、人とかおりの関係に関する
基礎知識があり、その時々で適切なかおりを選定し、活用方法を提
案できる。

D. 豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔
軟に考えることができる。

L. 生活環境要素に関する基礎知識があり、におい・かおりの要素を取
り入れた快適な生活環境を創造できる。

E. 市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多
様性を踏まえた適切な行動が選択できる。

M. 論点を的確に捉え、必要な調査・実験データ、情報を収集し、その
データを理論的に分析し、課題を解決することができ、客観的なデー
タに基づく自らの考えを分かりやすく伝えることができる。

F. 自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識
ある判断を下すことができる。

G. 現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりな
がら問題解決に当たることができる。

H. 嗅覚の特性に関する知識があり、基本的なにおい・かおりの測定・
評価ができる。

情報学部 総合情報学科 かおりデザイン専攻 カリキュラムマップ
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

フ
ァ
ー
ス
ト
・
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ

１
１
﹇
２
﹈ 

スタディ・スキルズとは。ノート・テイキング。リーディ
ングのスキルと文章要約。図書館をどう利用するか。ア
カデミック・ライティングのスキルとレポート作成。プ
レゼンテーションのスキルと実践

高校と大学の学びの違いが理解できる。 10 10

ノートの取り方が効果的にできる。 10 10

文章を読んで、概要・要点をまとめることができる。 10 10

図書館の利用法がわかる。 10 10

レポートの作成の必要手順が分かる。 10 10

基本的なレポートの作成ができる。 10 10 20

プレゼンテーションの基本スキルが理解できる。 10 10

プレゼンテーションの初歩的な実践ができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
１

１
１
﹇
２
﹈ 

この授業では、４技能（読む・聴く・書く・話す）の基
礎としての文法力を固めるために体系的な文法教育をお
こない、文法的な基礎力に裏打ちされたコミュニケーショ
ン能力の向上をはかることを目標とします。そのために
文法法則の単なる暗記ではなく、英語による自己表現能
力や運用能力の基盤としての文法力を身につけてもらう
ことをめざします。

品詞の性質の違いについて理解できる。 12 8 20

さまざまな時制を英語で適切に表現できる。 12 8 20

標準的な文章の主語と述語動詞を正しく指摘することができる。 12 8 20

５つの文型について正しく判別することができる。 12 8 20

文法にしたがって、正しく和訳することができる。 12 8 20

授業科目の貢献度 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
グ
ラ
マ
ー
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語グラマー
１の内容を継続・発展させるかたちで、４技能（読む・
聴く・書く・話す）の基礎としての文法力を固めるため
に体系的な文法教育をおこない、文法的な基礎力に裏打
ちされたコミュニケーション能力の向上をはかることを
目標とします。そのために文法法則の単なる暗記ではな
く、英語による自己表現能力や運用能力の基盤としての
文法力を確実に身につけてもらうことをめざします。

受動態をつかって英文を書くことができる。 12 8 20

不定詞の３つの用法について正しく判別することができる。 12 8 20

関係代名詞の用法ならびに種類について正しく理解することができ
る。 12 8 20

that 節や関係詞節など、節を含む構造の文章を正しく和訳すること
ができる。 12 8 20

これまで学習した文法項目を用いて、自分の考えを表現することが
できる。 10 8 2 20

授業科目の貢献度 58 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
１

１
１
﹇
２
﹈

この授業では、リーディング手法を体得してもらうとと
もに、語彙力の向上をはかるようにしていきます。リー
ディングというと英語から日本語に訳すことと思うかも
しれませんが、特に英語の語順のまま英文の内容を把握
する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、内容の要点
を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を意識しながら、音読することができる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が理解できる。 12 8 20

基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使うことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対する理
解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100

大学の目的
大同大学は、教育基本法並びに建学の精神と理念に則り、深い専門の学芸の教育研究を通じて、豊かな教養と専門的能力を有する
質の高い職業人を育成し、社会と産業の発展に寄与することを目的とする。

学部の教育研究上の目的
情報学部は、豊かな教養及び情報学に関連する基礎から応用までの十分な学問的知識を有し、創造力に富み主体的に行動できる質
の高い専門職業人を育成するとともに、情報学を中心とする分野の深い研究を通して新たな知識を創造することを目的とする。

学科の教育研究上の目的
情報学部総合情報学科は、教育・研究を通して、ビジネスの中核を担う企画力と実行力を有する有為な人材、または生活環境の快
適性に関係する「におい・かおり」に関する専門知識を有し豊かな生活がデザインできる人材を育成することを目的とする。

学
位
授
与
の
方
針  

A. 英語の習得に積極的に取り組み、英語力を向上させ、基礎的なコミュ
ニケーションを行うことができる。

I. におい・かおりの特性に関する知識があり、有効な臭気対策が提案
できる。

B. 外国語学習を通して異文化に関する理解を深め、国際社会に対応で
きる素養を身につけることができる。

J. におい・かおりの化学、香料の成分に関する知識があり、かおりの
特性を踏まえた適切なかおりを調香できる。

C. 規律ある生活を維持し、心身の健康管理を心がけ、大学における学
習生活の基礎を身につけている。

K. におい・かおりの特性、人の心と身体、人とかおりの関係に関する
基礎知識があり、その時々で適切なかおりを選定し、活用方法を提
案できる。

D. 豊かな人間性と心の問題について幅広い知見を有し、自律的かつ柔
軟に考えることができる。

L. 生活環境要素に関する基礎知識があり、におい・かおりの要素を取
り入れた快適な生活環境を創造できる。

E. 市民社会の一員として、社会科学の基礎知識に基づき、価値観の多
様性を踏まえた適切な行動が選択できる。

M. 論点を的確に捉え、必要な調査・実験データ、情報を収集し、その
データを理論的に分析し、課題を解決することができ、客観的なデー
タに基づく自らの考えを分かりやすく伝えることができる。

F. 自然科学的、数理的なものの見方を通じて、日常生活において良識
ある判断を下すことができる。

G. 現代社会の問題群を多角的にとらえ、コミュニケーションをとりな
がら問題解決に当たることができる。

H. 嗅覚の特性に関する知識があり、基本的なにおい・かおりの測定・
評価ができる。

情報学部 総合情報学科 かおりデザイン専攻 カリキュラムマップ
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Ａ
グ
ル
ー
プ

基
礎
英
語
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
２

１
２
﹇
３
﹈

この授業では、前期に開講されている基礎英語リーディ
ング１の内容を継続・発展させるかたちで、リーディン
グ手法を体得してもらうとともに、語彙力の向上をいっ
そうはかるようにしていきます。リーディングというと
英語から日本語に訳すことと思うかもしれませんが、特
に、英語の正しい発音で音読ができるようにしつつ、英
語の語順のまま内容を把握する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、より正確に
内容の要点を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を理解しながら、より流暢に音読することがで
きる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が瞬時に理解できる。 12 8 20

状況を意識して基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使う
ことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対してよ
り理解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、ますますグローバル化する 21 世紀の中
でコミュニケーションのツールとして重要な英語力の向
上を図ることを狙いとしています。特に、英語のリスニ
ング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともなる語
彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

提示された状況を説明する英語を聞き取り、大まかに理解すること
ができる。 12 5 3 20

基礎的な英語の質問を聞き取り、大まかに理解することができる。 12 5 3 20

状況を大まかに推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、１年次の基礎英語グラマー・基礎英語リー
ディングを基盤として「読む・聴く・書く・話す」など、
英語の総合的運用能力の養成をはかります。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化をはかることにより英
語によるコミュニケーション能力を高め、TOEIC 等の資
格試験に対しても全般的な対応ができる能力を養成しま
す。

英語を通して得た一般常識や時事的な知識を使って、問題を解くこ
とができる。 10 7 2 1 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現の意味を理解し、身につける
ことができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、重要語句や重要表現を 聴き取ることが
できる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、文型や語順、品詞に注意しながら、要
点を把握することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で短い質問をし
たり、答えたりすることができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 33 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、品詞、代名詞、動詞の時制、進行形、完
了などの基礎的な英文法を学習します。交通やインター
ネットなど身の回りの事柄に関する英語の語彙力の強化
も図ります。

主語・動詞や代名詞や助動詞に注意して、英文を正しく解釈するこ
とができる。 12 8 20

語の形や文中での位置から品詞を見分けることができる。 12 8 20

動詞の時制や進行形の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

完了表現の形・意味と用法を理解することができる。　 12 8 20

交通、インターネットなど特定の場面でよく使われる単語の意味を
理解することができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜英語
会話コース＞の内容を継続・発展させながら、英語のリ
スニング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともな
る語彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の対話を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の説明文を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

状況を推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜総合
英語コース＞の内容を継続・発展させながら、「読む・聴
く・書く・話す」の４技能に裏打ちされた実社会で要求
される実用的な英語力の向上をめざします。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化を引き続きはかること
により、英語によるコミュニケーション能力をいっそう
高めます。

一般常識や時事的な知識を、英語を通して自発的に学ぶことができ
る。 10 6 2 2 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現を身につけ、それらが使われ
ている表現の中で、ふさわしい意味を理解することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、その状況を理解しながら、要点を把握
することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、時制や代名詞、接続詞に注意しながら、
話の展開を理解することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で、ある程度ま
とまった情報を伝えたり、相手からの情報を理解することができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 32 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜キャ
リアコース＞の内容を継続・発展させながら、不定詞や
動名詞、関係代名詞などの基礎的な英文法を学びます。
ビジネスにおける人事や顧客サービスなど身の回りの事
柄に関する英語の語彙力も強化します。

受動態や使役表現の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

動名詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

不定詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

who，which，what など基本的な関係代名詞の意味と用法を理解す
ることができる。 12 8 20

会議や接客など特定の場面でよく使われる単語の意味を理解するこ
とができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
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この授業では、前期に開講されている基礎英語リーディ
ング１の内容を継続・発展させるかたちで、リーディン
グ手法を体得してもらうとともに、語彙力の向上をいっ
そうはかるようにしていきます。リーディングというと
英語から日本語に訳すことと思うかもしれませんが、特
に、英語の正しい発音で音読ができるようにしつつ、英
語の語順のまま内容を把握する能力の基礎を養成します。

基礎的な英文を英語の語順のまま理解しながら黙読し、より正確に
内容の要点を把握することができる。 12 8 20

基礎的な英文の意味を理解しながら、より流暢に音読することがで
きる。 12 8 20

基礎的な英単語及び英熟語の意味が瞬時に理解できる。 12 8 20

状況を意識して基礎的なコミュニケーションを図る英語表現を使う
ことができる。 10 8 2 20

英文の読解題材を通じて、自然環境、社会問題、異文化に対してよ
り理解を深めることができる。 10 6 2 2 20

授業科目の貢献度 56 38 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、ますますグローバル化する 21 世紀の中
でコミュニケーションのツールとして重要な英語力の向
上を図ることを狙いとしています。特に、英語のリスニ
ング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともなる語
彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる基礎的な英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

提示された状況を説明する英語を聞き取り、大まかに理解すること
ができる。 12 5 3 20

基礎的な英語の質問を聞き取り、大まかに理解することができる。 12 5 3 20

状況を大まかに推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
４
﹈

この授業では、１年次の基礎英語グラマー・基礎英語リー
ディングを基盤として「読む・聴く・書く・話す」など、
英語の総合的運用能力の養成をはかります。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化をはかることにより英
語によるコミュニケーション能力を高め、TOEIC 等の資
格試験に対しても全般的な対応ができる能力を養成しま
す。

英語を通して得た一般常識や時事的な知識を使って、問題を解くこ
とができる。 10 7 2 1 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現の意味を理解し、身につける
ことができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、重要語句や重要表現を 聴き取ることが
できる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、文型や語順、品詞に注意しながら、要
点を把握することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で短い質問をし
たり、答えたりすることができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 33 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
１

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
３
﹇
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﹈

この授業では、品詞、代名詞、動詞の時制、進行形、完
了などの基礎的な英文法を学習します。交通やインター
ネットなど身の回りの事柄に関する英語の語彙力の強化
も図ります。

主語・動詞や代名詞や助動詞に注意して、英文を正しく解釈するこ
とができる。 12 8 20

語の形や文中での位置から品詞を見分けることができる。 12 8 20

動詞の時制や進行形の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

完了表現の形・意味と用法を理解することができる。　 12 8 20

交通、インターネットなど特定の場面でよく使われる単語の意味を
理解することができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
英
語
会
話
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜英語
会話コース＞の内容を継続・発展させながら、英語のリ
スニング力を高めることに主眼を置き、その基礎ともな
る語彙力も増強してもらうことにします。

日常に使われる英語の語彙を理解できる。 14 6 20

ビジネスで使われる英語の語彙を理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の対話を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

基礎的な英語の説明文を聞き取り、大まかに理解できる。 12 5 3 20

状況を推測しながら、英語を聞き取ることができる。 12 5 3 20

授業科目の貢献度 62 26 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
総
合
英
語
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜総合
英語コース＞の内容を継続・発展させながら、「読む・聴
く・書く・話す」の４技能に裏打ちされた実社会で要求
される実用的な英語力の向上をめざします。また、ビジ
ネスや日常に関する語彙力の強化を引き続きはかること
により、英語によるコミュニケーション能力をいっそう
高めます。

一般常識や時事的な知識を、英語を通して自発的に学ぶことができ
る。 10 6 2 2 20

問題解決に必要な重要単語や重要表現を身につけ、それらが使われ
ている表現の中で、ふさわしい意味を理解することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を聴き、その状況を理解しながら、要点を把握
することができる。 12 8 20

まとまりのある英文を読み、時制や代名詞、接続詞に注意しながら、
話の展開を理解することができる。 12 8 20

習得した重要単語や重要表現を使って、口頭や文書で、ある程度ま
とまった情報を伝えたり、相手からの情報を理解することができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 58 32 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
２

〈
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
〉

１
４
﹇
５
﹈

この授業では、前期のコミュニケーション英語１＜キャ
リアコース＞の内容を継続・発展させながら、不定詞や
動名詞、関係代名詞などの基礎的な英文法を学びます。
ビジネスにおける人事や顧客サービスなど身の回りの事
柄に関する英語の語彙力も強化します。

受動態や使役表現の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

動名詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

不定詞の意味と用法を理解することができる。 12 8 20

who，which，what など基本的な関係代名詞の意味と用法を理解す
ることができる。 12 8 20

会議や接客など特定の場面でよく使われる単語の意味を理解するこ
とができる。 9 8 3 20

授業科目の貢献度 57 40 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
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１ ５
この授業では、基礎英語リーディング１・２、基礎英語
グラマー１・２、コミュニケーション英語１・２の学習
内容を基に、TOEIC 等の英語の資格試験に対処できる基
礎力を身につけることを目的としています。

動詞の時制や進行形について理解することができる。 7 5 12

名詞や冠詞などについて理解することができる。 7 5 12

疑問詞、形容詞、副詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

200 語程度の英文を読んで、キーワードを見つけ、概要を理解する
ことができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を 聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング 1・2、基礎英語グ
ラマー 1・2、コミュニケーション英語 1・2を踏まえて、
卒業後のビジネスに関わる英語によるコミュニケーショ
ン能力の養成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を大まかに、伝達する
ことができるように音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況を簡易な英語を用いて、口頭で説明することががで
きる。 12 6 2 20

英語で基礎的な質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、基礎的な英語を用いて口頭で対処するこ
とができる。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 100 語程度の英文で書き
表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３＜検定コース
＞の内容を継続・発展させながら、TOEIC 等の英語の資
格試験に対処できる基礎力を身につけることを目的とし
ています。

不定詞、動名詞、助動詞などについて理解することができる。 7 5 12

関係代名詞、分詞、完了、受動態などについて理解することができる。 7 5 12

前置詞、接続詞、代名詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

400 語程度の英文を読んで、事実関係を把握することができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３＜キャリア支
援コース＞の内容を継続・発展させながら、卒業後のビ
ジネスに関わる英語によるコミュニケーション能力の養
成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を伝達することができ
るように正確に音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況について英語を用いて、口頭で説明することができ
る。 12 6 2 20

英語で質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、英語を用いて口頭で対処することができ
る。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 150 語程度の英文で論理
的に書き表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
卓
球
〉

１ １
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング１・２、基礎英語
グラマー１・２、コミュニケーション英語１・２の学習
内容を基に、TOEIC 等の英語の資格試験に対処できる基
礎力を身につけることを目的としています。

動詞の時制や進行形について理解することができる。 7 5 12

名詞や冠詞などについて理解することができる。 7 5 12

疑問詞、形容詞、副詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

200 語程度の英文を読んで、キーワードを見つけ、概要を理解する
ことができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を 聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
３

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ５
この授業では、基礎英語リーディング 1・2、基礎英語グ
ラマー 1・2、コミュニケーション英語 1・2を踏まえて、
卒業後のビジネスに関わる英語によるコミュニケーショ
ン能力の養成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を大まかに、伝達する
ことができるように音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況を簡易な英語を用いて、口頭で説明することががで
きる。 12 6 2 20

英語で基礎的な質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、基礎的な英語を用いて口頭で対処するこ
とができる。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 100 語程度の英文で書き
表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
検
定
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３＜検定コース
＞の内容を継続・発展させながら、TOEIC 等の英語の資
格試験に対処できる基礎力を身につけることを目的とし
ています。

不定詞、動名詞、助動詞などについて理解することができる。 7 5 12

関係代名詞、分詞、完了、受動態などについて理解することができる。 7 5 12

前置詞、接続詞、代名詞などについて理解することができる。 7 5 12

語形や文中での位置を参考にして語の品詞を見分けることができる。 7 5 12

400 語程度の英文を読んで、事実関係を把握することができる。 7 3 2 12

繰り返し出てくる基本語彙の意味を理解し、文中で正しく解釈する
ことができる。 7 5 12

英語の強弱のリズムやイントネーション、音のつながりなどの音変
化について理解し、それらに注意して英文を聴くことができる。 7 5 12

英語の短い説明文や会話を聴いて、概要を理解することができる。 7 5 4 16

授業科目の貢献度 56 38 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 100

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
４

〈
キ
ャ
リ
ア
支
援
コ
ー
ス
〉

１ ６
この授業では、コミュニケーション英語３＜キャリア支
援コース＞の内容を継続・発展させながら、卒業後のビ
ジネスに関わる英語によるコミュニケーション能力の養
成を図ります。

100 語程度の基礎的な英文を聞き手に、内容を伝達することができ
るように正確に音読することができる。 12 8 20

身の回りの状況について英語を用いて、口頭で説明することができ
る。 12 6 2 20

英語で質問を受け、その質問に英語で答えることができる。 12 6 2 20

提示された情報を理解し、英語を用いて口頭で対処することができ
る。 12 6 2 20

与えられたテーマについて、自身の意見を 150 語程度の英文で論理
的に書き表すことができる。 12 2 6 20

授業科目の貢献度 60 28 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
卓
球
〉

１ １
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
卓
球
〉

１ ２
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ａ

２
３
・
５
文学作品の読解を通じて、言葉と感性に磨きをかけ、人
間と社会について多面的に考察する。

文学作品をはじめとする各種文章の内容を客観的に読み取ることが
できる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的に文章で表現できる。 20 20

文学的文章を通じて、言葉に対する感受性を磨き、自己認識を広げる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ａ
グ
ル
ー
プ

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ａ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ １
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
卓
球
〉

１ ２
レクレーションスポーツとして卓球の楽しさを体験しな
がら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の深
さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導
したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

対人ラリーが 20球続けられる。 15 15

フォアハンドロングによるラリーができる。 10 10

バックハンドによるショートのつなぎができる。 10 10

相手からのボールに対してコースを決めて返球できる。 10 10

目的の位置にサービスを打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてバドミントンの楽しさを
体験しながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての
技術の深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなる
よう指導したい。

正確なグリップでラケットを握ることが出来る 20 20

オーバーヘッドストロークによるラリーが出来る 15 15

アンダーハンドストロークが出来る 10 10

ネットプレーによるつなぎが出来る 10 10

スマッシュを打つ事が出来る 10 10

目的の位置にサーブを打つ事が出来る 15 15

得点の数え方および審判が出来る 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
硬
式
テ
ニ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツとしてテニスの楽しさを体験し
ながら , 健康づくりと共に競技スポーツとしての技術の
深さを知り , 生涯スポーツヘつながるものとなるよう指
導したい。

正確なグリップでラケットを握ることができる。 20 20

フォアハンドストロークによるラリーができる。 15 15

フォアハンドストロークを打つことができる。 10 10

フォアハンドボレーのつなぎ合いができる。 10 10

バックハンドボレーを打つことができる。 10 10

アンダーサーブを目的の位置に打つことができる。 15 15

得点の数え方および審判ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
演
習
Ｂ

〈
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
〉

１ ２
レクレーションスポーツの楽しさを体験しながら , 健康
づくりと共に競技スポーツとしての技術の深さを知り ,
生涯スポーツヘつながるものとなるよう指導したい。

積極的に運動ができた。 30 30

自分の体と向きあうことができた。 30 30

積極的に仲間づくりができた。 20 20

動作を３つ以上考え、発表できた。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 60 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 100

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ａ

２
３
・
５
文学作品の読解を通じて、言葉と感性に磨きをかけ、人
間と社会について多面的に考察する。

文学作品をはじめとする各種文章の内容を客観的に読み取ることが
できる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的に文章で表現できる。 20 20

文学的文章を通じて、言葉に対する感受性を磨き、自己認識を広げる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ｂ

２
４
・
６
文学作品の読解を通じて、自ら課題を発見し、それに論
理的でかつわかりやすい表現を与える。

文章の構成を正しく捉え、要旨を的確に把握することができる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的でわかりやすい文章
で表現できる。 20 20

文学作品の中から、自分の力で課題を発見、追究することができる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

外国文学の読解を通じて、作家の思考や言語感覚にふれ、
自分が生きる現在とは異なる世界を経験する。また、そ
れを言語化する。

活字や映像を通して文学作品の内容を理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家について、理解を深めることができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、理解を深めることがで
きる。 20 20

自分の考え方との共通点や相違点を意識しながら文学作品を読解で
きる。 20 20

文学作品について、自分の見解などを適切な言葉で書くことができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

外国文学の精読を通じて、異なる時代・文化の深層を理
解し、自分自身の考え方を相対化する視点をもつ。また、
それを言語化する。

活字や映像を通して文学作品のテーマを理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家の思想や伝記について、理解を深めるこ
とができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、現代の文化との共通点
や相違点を理解することができる。 20 20

文学作品の読解を通して自分の考え方を客観的に見直すことができ
る。 20 20

文学作品について、自分の見解などを論理的に書くことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

西洋哲学史の概論を通じて、その世界観に触れるととも
に、自分を知る。

プラトン哲学におけるイデア論について説明できる。 20 20

デカルト哲学におけるコギトの意義について説明できる。 20 20

啓蒙思想の諸相とその功罪について説明できる。 20 20

西欧近代の日本における受容の特質について説明できる。 20 20

知的リフレッシュメントを味わうことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

モラル、道徳の成り立ちについてその系譜を辿り、生き
方を考える。

哲学という学問そのものの意義について理解できる。 20 20

哲学者の考察をふまえ、さまざまな日常的テーマについて哲学的考
察を示すことができる。 20 20

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 20 20

おおまかな倫理思想の流れについて理解することができる。 20 20

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ａ

２
３
・
５
さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

現代における人間像について様々な角度から考えることができる。 20 20

様々な文化を比較することができる。 20 20

習慣の意味が理解できる。 20 20

形のないものの価値について考えることができる。 20 20

現代社会がかかえる問題点について考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ｂ

２
４
・
６
文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて理解できる。 20 20

文化について様々な考え方が理解できる。 20 20

現代社会における通過儀礼の意味が理解できる。 20 20

「変わっていくもの」と「変わらないもの」についてその意味を考え
ることができる。 20 20

コミュニケーションについて様々な捉え方ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

日
本
文
学
Ｂ

２
４
・
６
文学作品の読解を通じて、自ら課題を発見し、それに論
理的でかつわかりやすい表現を与える。

文章の構成を正しく捉え、要旨を的確に把握することができる。 20 20

講義内容について理解、考察したことを論理的でわかりやすい文章
で表現できる。 20 20

文学作品の中から、自分の力で課題を発見、追究することができる。 20 20

文学作品と周囲の文化遺産（行事や風習、文化財）とを関連付けて
理解できる。 20 20

講義内容を通じて、文学の中における人間社会の普遍的テーマにつ
いて考察できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

外国文学の読解を通じて、作家の思考や言語感覚にふれ、
自分が生きる現在とは異なる世界を経験する。また、そ
れを言語化する。

活字や映像を通して文学作品の内容を理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家について、理解を深めることができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、理解を深めることがで
きる。 20 20

自分の考え方との共通点や相違点を意識しながら文学作品を読解で
きる。 20 20

文学作品について、自分の見解などを適切な言葉で書くことができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

外
国
文
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

外国文学の精読を通じて、異なる時代・文化の深層を理
解し、自分自身の考え方を相対化する視点をもつ。また、
それを言語化する。

活字や映像を通して文学作品のテーマを理解することができる。 20 20

文学作品を生み出した作家の思想や伝記について、理解を深めるこ
とができる。 20 20

文学作品が書かれた文化的な背景について、現代の文化との共通点
や相違点を理解することができる。 20 20

文学作品の読解を通して自分の考え方を客観的に見直すことができ
る。 20 20

文学作品について、自分の見解などを論理的に書くことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

西洋哲学史の概論を通じて、その世界観に触れるととも
に、自分を知る。

プラトン哲学におけるイデア論について説明できる。 20 20

デカルト哲学におけるコギトの意義について説明できる。 20 20

啓蒙思想の諸相とその功罪について説明できる。 20 20

西欧近代の日本における受容の特質について説明できる。 20 20

知的リフレッシュメントを味わうことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

哲
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

モラル、道徳の成り立ちについてその系譜を辿り、生き
方を考える。

哲学という学問そのものの意義について理解できる。 20 20

哲学者の考察をふまえ、さまざまな日常的テーマについて哲学的考
察を示すことができる。 20 20

「人間力」を測るものさしを複数もつことができる。 20 20

おおまかな倫理思想の流れについて理解することができる。 20 20

自分の人生について、哲学的な指針を持つことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ａ

２
３
・
５
さまざまな文化へのアプローチを学ぶとともに、現代社
会の課題について考察する。

現代における人間像について様々な角度から考えることができる。 20 20

様々な文化を比較することができる。 20 20

習慣の意味が理解できる。 20 20

形のないものの価値について考えることができる。 20 20

現代社会がかかえる問題点について考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

文
化
人
類
学
Ｂ

２
４
・
６
文化事象を歴史的に捉え、変化するものと変化しないも
のを区別する。

アイデンティティとは何かについて理解できる。 20 20

文化について様々な考え方が理解できる。 20 20

現代社会における通過儀礼の意味が理解できる。 20 20

「変わっていくもの」と「変わらないもの」についてその意味を考え
ることができる。 20 20

コミュニケーションについて様々な捉え方ができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

歴
史
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

日本の近代化が進められていく背景や文明開化が社会に
与えた影響を、幕末以降の東アジア各国及び西欧列強と
の関係をもとにして理解する。

日本の近代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につけるこ
とができる。 20 20

国際環境と関連づけて日本の近代史を理解できる。 20 20

西洋的価値観の導入により生じた明治時代の社会の変化を理解でき
る。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

歴
史
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

近代日本が主体的に起こした戦争や戦後に繰り返される
戦闘行為の概要を押さえ、かつそれぞれの発生原因を追
及することにより、戦争の連鎖を断ち切るために何が必
要かを導き出す。

日本の近現代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につける
ことができる。 20 20

東アジアのなかでの近現代日本の位置づけが理解できる。 20 20

日本が関係した近現代の戦争の内実を把握し、戦争と平和について
自ら考えることができる。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え，あらため
て自分を知る。

感覚と知覚の違い，および知覚機能の特徴（錯視など）について，
理解することができる。 20 20

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解することができる。 20 20

欲求と動機，感情の特徴や機能について理解することができる。 20 20

発達という概念，および発達過程の様相について，理解することが
できる。 20 20

パーソナリティという概念，およびそれをとらえる枠組み（特性論・
類型論）と方法（質問紙法・投影法など）について，理解すること
ができる。

20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

他者（たち）との関わり，社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし，あらためて自分のあり
方を考える。

自己概念および自己表出（自己呈示・自己開示）の特徴や機能につ
いて，理解することができる。 20 20

人間の「ものや人に対する見方」（社会的知覚・対人認知）の特徴に
ついて，理解することができる。 20 20

対人魅力と対人関係の進展，および対人的コミュニケーションの特
徴や機能について，理解することができる。 20 20

集団のもつ特徴や機能，および集団内での人間の行動について，理
解することができる。 20 20

集団間関係から生じる問題（内集団びいきやステレオタイプ・偏見）
について、理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し，教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

西洋における教育思想・近代公教育制度の成立とわが国への導入に
ついて、歴史的背景を踏まえて理解することができる。 30 30

国家の教育権・国民の教育権について子どもの学習権と関連づけな
がら理解することができる。 20 20

教育行政・学校経営に関する改革動向を社会的状況と関連づけなが
ら理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
心
理
学

２ ３
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化，他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に，それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し，認知・感情・社会性（愛着
など）の発達の様相を把握することができる。 10 10

発達上の「青年期」の特徴を理解し、青年にまつわる現代的問題に
ついて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

条件づけや観察学習，記憶の基本的なメカニズムを理解することが
できる。 10 10

欲求と適応（／不適応）との関係，およびフラストレーション・コ
ンフリクトの発生メカニズムを理解することができる。 10 10

動機と動機づけの違い，および達成動機と親和動機の関連について
理解することができる。 10 10

「リーダーシップ」や「ソシオメトリー」などの観点から，学級集団
の特徴・構造を把握することができる。 10 10

生徒の「問題行動」の内容・実態を把握し，それらへの対応策につ
いて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

「パーソナリティ」概念，およびそのとらえ方を理解することができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

歴
史
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

日本の近代化が進められていく背景や文明開化が社会に
与えた影響を、幕末以降の東アジア各国及び西欧列強と
の関係をもとにして理解する。

日本の近代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につけるこ
とができる。 20 20

国際環境と関連づけて日本の近代史を理解できる。 20 20

西洋的価値観の導入により生じた明治時代の社会の変化を理解でき
る。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

歴
史
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

近代日本が主体的に起こした戦争や戦後に繰り返される
戦闘行為の概要を押さえ、かつそれぞれの発生原因を追
及することにより、戦争の連鎖を断ち切るために何が必
要かを導き出す。

日本の近現代史について基本的な事柄を理解し、知識を身につける
ことができる。 20 20

東アジアのなかでの近現代日本の位置づけが理解できる。 20 20

日本が関係した近現代の戦争の内実を把握し、戦争と平和について
自ら考えることができる。 20 20

歴史的な事象や時代の流れを、図や表を使ってわかりやすく説明す
ることができる。 20 20

過去の様々な事例から教訓をみつけ、現代社会にいかそうとするこ
とができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

人間の心の働きと変化の様相を多角的に捉え，あらため
て自分を知る。

感覚と知覚の違い，および知覚機能の特徴（錯視など）について，
理解することができる。 20 20

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解することができる。 20 20

欲求と動機，感情の特徴や機能について理解することができる。 20 20

発達という概念，および発達過程の様相について，理解することが
できる。 20 20

パーソナリティという概念，およびそれをとらえる枠組み（特性論・
類型論）と方法（質問紙法・投影法など）について，理解すること
ができる。

20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

心
理
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

他者（たち）との関わり，社会での位置どりの観点から
人間の行動・態度を捉えなおし，あらためて自分のあり
方を考える。

自己概念および自己表出（自己呈示・自己開示）の特徴や機能につ
いて，理解することができる。 20 20

人間の「ものや人に対する見方」（社会的知覚・対人認知）の特徴に
ついて，理解することができる。 20 20

対人魅力と対人関係の進展，および対人的コミュニケーションの特
徴や機能について，理解することができる。 20 20

集団のもつ特徴や機能，および集団内での人間の行動について，理
解することができる。 20 20

集団間関係から生じる問題（内集団びいきやステレオタイプ・偏見）
について、理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
原
理

２ １
西洋における教育思想や近代公教育制度の成立とわが国
への導入過程を理解し，教育理念の多様性と今日的な教
育問題について歴史的背景・社会的状況と関連づけなが
ら考える。

教育の目的について考え、多様な教育の理念が思索・蓄積されてき
たことを理解することができる。 30 30

西洋における教育思想・近代公教育制度の成立とわが国への導入に
ついて、歴史的背景を踏まえて理解することができる。 30 30

国家の教育権・国民の教育権について子どもの学習権と関連づけな
がら理解することができる。 20 20

教育行政・学校経営に関する改革動向を社会的状況と関連づけなが
ら理解することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
心
理
学

２ ３
「教育」という営みをとおしてみえてくる人間の変化，他
者・世界との関わりのあり様を捉えると同時に，それら
から「教育」のあり方を考える。

「発達」とはどのようなことかを理解し，認知・感情・社会性（愛着
など）の発達の様相を把握することができる。 10 10

発達上の「青年期」の特徴を理解し、青年にまつわる現代的問題に
ついて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

条件づけや観察学習，記憶の基本的なメカニズムを理解することが
できる。 10 10

欲求と適応（／不適応）との関係，およびフラストレーション・コ
ンフリクトの発生メカニズムを理解することができる。 10 10

動機と動機づけの違い，および達成動機と親和動機の関連について
理解することができる。 10 10

「リーダーシップ」や「ソシオメトリー」などの観点から，学級集団
の特徴・構造を把握することができる。 10 10

生徒の「問題行動」の内容・実態を把握し，それらへの対応策につ
いて心理学的な観点から考察することができる。 10 10 20

「パーソナリティ」概念，およびそのとらえ方を理解することができ
る。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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授
業
科
目
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開
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期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

政
治
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する 。 20 20

自由民主主義の理論と政治制度について理解する 。 20 20

議院内閣制と大統領制を比較し、それぞれの特徴を理解する 。 20 20

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する 。 20 20

自分と政治との関わりについて考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代日本を含む先進民主主義諸国の政治的動向について、
政治学理論および制度と動態の視点から考察し、理解を
深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 20 20

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 20 20

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 20 20

現代政治における政党の機能および政党制の展開について理解する。 20 20

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論を身に着け、自分の言葉で説明
することができる。 30 30

資本主義の意味と影響を把握し、説明することができる。 10 10

経済・産業の見取り図を描き、そこに自分や身近な存在を位置づけ、
説明することができる。 20 20

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

経済データを用いて経済関係やその変化を説明することができる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 20 20

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 10 10

日本の企業の特性・構造について説明できる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ａ

２
３
・
５
法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

法の発生過程を説明できる。 10 10

第一次的社会規範と法の違いを説明できる。 20 20

法を解釈することの必要性を説明できる。 20 20

解釈方法の分類ができる。 20 20

社会現象に目を向け，その事に関し意見を持つことができる。 20 20

日常生活での法的知識の重要性を理解し，説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ｂ

２
４
・
６
日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯が説明できる。 10 10

日本国憲法の基本原則が説明できる。 20 20

日本国憲法における国民主権の意味を理解し，説明できる。 20 20

基本的人権の内容と意義を理解し，説明できる。 20 20

表現の自由とその制約原理を説明できる。 20 20

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

社会学のイメージをつかむ 30 30

方法論的個人主義（ヴェーバー）と方法論的集団主義（デュルケーム）
の違いを理解する  20 20

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て考えられる 20 20

「内集団」「外集団」のメカニズムを理解する 20 20

東アジアにおけるヒト・モノ・カネの動きの変化を考えながら、日
本社会のグローバル化を捉えること 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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目
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修
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自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

政
治
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

政治学の基礎的な概念と理論を学ぶことを通じて、政治
現象を的確に理解する力を身につけ、市民として現実政
治とどのように関わっていくのかを考える。

政治学の基礎概念（政治、権力、国家など）を理解する 。 20 20

自由民主主義の理論と政治制度について理解する 。 20 20

議院内閣制と大統領制を比較し、それぞれの特徴を理解する 。 20 20

政治制度の基本的枠組み（国会、内閣、選挙、政党、利益集団、地
方自治など）を理解する 。 20 20

自分と政治との関わりについて考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

政
治
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代日本を含む先進民主主義諸国の政治的動向について、
政治学理論および制度と動態の視点から考察し、理解を
深める。

政治制度の基本的枠組みと特質について理解する。 20 20

現代民主主義の理論的特徴について理解する。 20 20

現代民主主義の制度的特徴について理解する。 20 20

現代政治における政党の機能および政党制の展開について理解する。 20 20

授業で扱った政治争点について理解し、多面的に考えることができ
る。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

経済学の基礎的な理論を学びつつ、現代社会における様々
な現象とその背後にある経済のメカニズムを把握する。
以上を通して、社会科学的な思考法を身に着ける。

経済学における基本的な用語や理論を身に着け、自分の言葉で説明
することができる。 30 30

資本主義の意味と影響を把握し、説明することができる。 10 10

経済・産業の見取り図を描き、そこに自分や身近な存在を位置づけ、
説明することができる。 20 20

経済活動の役割とその限界を認識し、適切に活用することができる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

経
済
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

現代社会の経済事情を取り扱いつつ、その背後にある歴
史的経緯や構造を理解する。また、以上の作業を通じて、
経済分析に必要な基礎的なスキルを身に着ける。

経済データを用いて経済関係やその変化を説明することができる。 30 30

日本の経済構造について、国際的視野を交えつつ説明することがで
きる。 20 20

歴史上に起こった出来事が経済をどのように変えたのかを説明する
ことができる。 10 10

日本の企業の特性・構造について説明できる。 10 10

講義で理解したことを適切に要約するとともに、考えたことをデー
タに基づいて論理的に表現することができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ａ

２
３
・
５
法の成り立ちと、現代社会の諸事件を取り上げながら法
的知識の基礎を修得する。

法の発生過程を説明できる。 10 10

第一次的社会規範と法の違いを説明できる。 20 20

法を解釈することの必要性を説明できる。 20 20

解釈方法の分類ができる。 20 20

社会現象に目を向け，その事に関し意見を持つことができる。 20 20

日常生活での法的知識の重要性を理解し，説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

法
学
Ｂ

２
４
・
６
日本国憲法とその特質について、実例・判例を通じて考
察する。

日本国憲法の制定経緯が説明できる。 10 10

日本国憲法の基本原則が説明できる。 20 20

日本国憲法における国民主権の意味を理解し，説明できる。 20 20

基本的人権の内容と意義を理解し，説明できる。 20 20

表現の自由とその制約原理を説明できる。 20 20

違憲立法審査権の具体的事件を説明できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

社会科学および社会学の方法を学び、身近な社会現象へ
の関心を培う。また、学んだ理論を人間関係や組織の分
析に生かすことを目指す。

社会学のイメージをつかむ 30 30

方法論的個人主義（ヴェーバー）と方法論的集団主義（デュルケーム）
の違いを理解する  20 20

社会における不平等のあり方を、階級・階層という概念と結びつけ
て考えられる 20 20

「内集団」「外集団」のメカニズムを理解する 20 20

東アジアにおけるヒト・モノ・カネの動きの変化を考えながら、日
本社会のグローバル化を捉えること 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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Ｂ
グ
ル
ー
プ

社
会
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

社会学が持つ量的・質的な分析方法を学ぶ。また個人と
集団の間、時代間、地域間などの異なった論理を持つ主
体や社会の間に存在する連続性や変動要因に着目し、理
解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）や社会問題の分析視角について、
イメージをつかむこと。 20 20

個人化という概念について説明できるようになること。 20 20

ネオリベラリズム（新自由主義）という概念について説明できるよ
うになること。 20 20

非正規雇用が増加する社会的背景が説明できるようになること。 30 30

グローバル化が進む中で、日本を含めたアジアが大きく変化しつつ
あることを理解する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ａ

２
３
・
５
質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 20 20

母集団及び標本抽出について理解する。 20 20

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 20 20

統計学的な仮説検定の手順について正しく理解する。 20 20

質的調査の種類とその技法を先行研究から学びとる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ｂ

２
４
・
６

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学び、
それを活用してみる。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 20 20

統計学的手法を用いて因果関係を分析する考え方について理解する。 20 20

疑似相関とシンプソンのパラドクスについて理解し、多変量解析の
重要性を理解する。 20 20

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 20 20

質的調査の調査計画を立てられるようになるとともに、考慮すべき
調査倫理を理解する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ａ

２
３
・
５

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、政治的・経済的・国際的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ｂ

２
４
・
６

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、社会的・思想的・文化的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに，学校自体を一つの社会として捉え，そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 25 25

学校から職場へのトランジションについて、メリトクラシーとの関
連において理解することができる。 25 25

「教育問題」を客観的病理としてではなく、言説によって社会的に構
築されたものとして捉える視角を身につけることができる。 25 25

学校現場における文化的特質を理解し、組織メンバーによるその継
承と使用について理解することができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

生命・身体の仕組みについて学ぶことによって傷害や疾
病などへの理解を深める。

受精の仕組みが理解できる。 10 10

胎内での発育の過程が理解できる。 10 10

乳幼児の特徴が理解できる。 10 10

青年期の特徴が理解できる。 20 20

自分の過去を振り返り発育発達の過程を理解し説明できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 50 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解すること
で身体の働きについての理解を深める。

脳の仕組みがわかる。 10 10

身体の動く仕組みが理解できる。 20 20

人の動きと機械の動きの違いがわかる。 20 20

福祉用具の必要性を理解できる。 30 30

新しいまたは改良型福祉用具を提案できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 30 20 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

社
会
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

社会学が持つ量的・質的な分析方法を学ぶ。また個人と
集団の間、時代間、地域間などの異なった論理を持つ主
体や社会の間に存在する連続性や変動要因に着目し、理
解することを目指す。

社会学が持つ分析手法（量的・質的）や社会問題の分析視角について、
イメージをつかむこと。 20 20

個人化という概念について説明できるようになること。 20 20

ネオリベラリズム（新自由主義）という概念について説明できるよ
うになること。 20 20

非正規雇用が増加する社会的背景が説明できるようになること。 30 30

グローバル化が進む中で、日本を含めたアジアが大きく変化しつつ
あることを理解する。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ａ

２
３
・
５
質的・量的な社会調査の基本的な知識と手法を理解する。

社会調査の目的とその種類（質的調査と量的調査）について理解する。 20 20

母集団及び標本抽出について理解する。 20 20

量的調査のための統計学の基本的知識（基礎統計量、クロス集計表、
カイ二乗検定）について理解する。 20 20

統計学的な仮説検定の手順について正しく理解する。 20 20

質的調査の種類とその技法を先行研究から学びとる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

社
会
調
査
の
方
法
Ｂ

２
４
・
６

社会調査の意義を理解するとともに、社会調査の実施（調
査設計、データ収集、データ分析）に必要な知識を学び、
それを活用してみる。

社会調査の多様な方法とそれぞれの利点を理解する。 20 20

統計学的手法を用いて因果関係を分析する考え方について理解する。 20 20

疑似相関とシンプソンのパラドクスについて理解し、多変量解析の
重要性を理解する。 20 20

調査票作成の技法（ワーディングや尺度構成）を身につける。 20 20

質的調査の調査計画を立てられるようになるとともに、考慮すべき
調査倫理を理解する。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ａ

２
３
・
５

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、政治的・経済的・国際的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などについての基本的な情報を理解する。 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する。 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる。 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

地
域
研
究
Ｂ

２
４
・
６

ある特定の国や地域（日本を含む）について、政治・経済・
社会・思想・文化・歴史など学際的なアプローチを通じ
て学ぶとともに、自らの国際的視野を深める。具体的に
は戦後日本論をテーマに、社会的・思想的・文化的視点
から、戦後の日本の歩みを分析・検討する。

授業で扱う国・地域・人物などのついての基本的な情報を理解する 25 25

担当者の専門分野からの学術的アプローチの面白さを理解する 25 25

授業で学修した内容を踏まえ、その国・地域・人物に固有の特徴を
文章で説明することができる 25 25

地域研究（エリアスタディーズ）で獲得した視野を通じ、これまで
の自らの常識を問い直すことができる 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

教
育
社
会
学

２ ２
社会学的なアプローチから学校教育と社会の関係性を理
解するとともに，学校自体を一つの社会として捉え，そ
の文化的特質について考える。

自己の教育経験・教育観を相対化し、種々の教育事象・教育問題を
社会学的なものの見方によって考察することができる。 25 25

学校から職場へのトランジションについて、メリトクラシーとの関
連において理解することができる。 25 25

「教育問題」を客観的病理としてではなく、言説によって社会的に構
築されたものとして捉える視角を身につけることができる。 25 25

学校現場における文化的特質を理解し、組織メンバーによるその継
承と使用について理解することができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ａ

２
１
・
３
・
５

生命・身体の仕組みについて学ぶことによって傷害や疾
病などへの理解を深める。

受精の仕組みが理解できる。 10 10

胎内での発育の過程が理解できる。 10 10

乳幼児の特徴が理解できる。 10 10

青年期の特徴が理解できる。 20 20

自分の過去を振り返り発育発達の過程を理解し説明できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 50 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 100

健
康
科
学
Ｂ

２
２
・
４
・
６

身体の解剖学的構造、生理学的な仕組みを理解すること
で身体の働きについての理解を深める。

脳の仕組みがわかる。 10 10

身体の動く仕組みが理解できる。 20 20

人の動きと機械の動きの違いがわかる。 20 20

福祉用具の必要性を理解できる。 30 30

新しいまたは改良型福祉用具を提案できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 30 20 50 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
５
認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 20 20

知覚，記憶といった認知機能の仕組みを説明することができる。 20 20

認知機能の神経機構について説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 20 20

認知科学の哲学的な問題を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
４
・
６
認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学がどういった学問であるかについて，基本的な説明をする
ことができる。 10 10

我々が当たり前のように行っている認知について自発的な疑問を立
て，それに対して参考文献等を用いながら論理的な説明を与えるこ
とができる。

20 20

記憶のメカニズムや分類について説明することができる。 20 20

自覚できない心の働きがどのようなプロセスを経て，人間の行動に
影響しているかを説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーが生じる理由と，それを未然に防ぐ方法について
論じることができる。 20 20

ヒトとヒト以外（ロボット，昆虫，ネアンデルタール人等）の共通
点と相違点を説明することができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ａ

２
３
・
５
環境科学の基本とこれまでの環境問題対策を実例を通じ
て修得する。

地球内部の運動が地球環境に及ぼす影響を理解する。 20 20

地球環境問題のメカニズムの基礎を理解する。 20 20

地球環境問題対策を理解する。 20 20

地球の進化と環境変化を結びつけて理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ｂ

２
４
・
６
環境問題と人間社会の関係を理解し、今後の環境問題へ
のアプローチを考察する。

海洋と大気を総論的に理解する。 20 20

太陽系の惑星と地球環境の違いを理解する。 20 20

生態資源とエネルギー資源枯渇問題を理解する。 20 20

生命の生存条件を理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
５
地球の成り立ちを学び、気象変動を理解する。

与えられたデータから震源決定の方法および，GPSの原理が理解で
きる。 20 20

熱残留磁気の実験から，プレート運動が理解できる。 20 20

鉱物の観察から，結晶構造の特徴を単位格子から読み解けるように
なる。 20 20

水に関する実験を行い，その特性から生物に与える影響が理解でき
る。 20 20

古生物の化石の観察から，生物の進化の歴史が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
６
地球科学の基本を学ぶことから、将来の地球と人間社会
のあり方を考察する。

天体の距離計算の歴史を紐解きながら、最新の観測方法を理解でき
るようにする。 20 20

レンズの原理を理解して，ケプラー式の天体望遠鏡を作成する。 20 20

大気圧および断熱変化の実験を通して、気象の変化を理解する。 20 20

様々な波を観察することによって，津波のメカニズムを理解し，災
害に対する備えを養う。 20 20

地球の運動のデータから暦を原理が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

行
動
生
物
学
Ａ

２
３
・
５
行動生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特
別扱いしない視点を獲得する。

行動生物学の一分野である行動生態学がどういった学問であるか説
明をすることができる。 20 20

現代生物学での細胞や遺伝に関する基本的な用語考え方を説明する
ことができる。 20 20

自然選択における代謝と自己増殖について説明することができる。 20 20

性選択と自然選択の違いについて説明することができる。 20 20

進化に関する基本的な用語を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

認
知
科
学
Ａ

２
３
・
５
認知科学の基本、とくに知覚や記憶のメカニズムについ
て習得する。

情報処理アプローチに基づく認知科学の方法論を説明することがで
きる。 20 20

知覚，記憶といった認知機能の仕組みを説明することができる。 20 20

認知機能の神経機構について説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーの原因について説明することができる。 20 20

認知科学の哲学的な問題を説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

認
知
科
学
Ｂ

２
４
・
６
認知機能と人間の行動との関係について考察する。

認知科学がどういった学問であるかについて，基本的な説明をする
ことができる。 10 10

我々が当たり前のように行っている認知について自発的な疑問を立
て，それに対して参考文献等を用いながら論理的な説明を与えるこ
とができる。

20 20

記憶のメカニズムや分類について説明することができる。 20 20

自覚できない心の働きがどのようなプロセスを経て，人間の行動に
影響しているかを説明することができる。 20 20

ヒューマンエラーが生じる理由と，それを未然に防ぐ方法について
論じることができる。 20 20

ヒトとヒト以外（ロボット，昆虫，ネアンデルタール人等）の共通
点と相違点を説明することができる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ａ

２
３
・
５
環境科学の基本とこれまでの環境問題対策を実例を通じ
て修得する。

地球内部の運動が地球環境に及ぼす影響を理解する。 20 20

地球環境問題のメカニズムの基礎を理解する。 20 20

地球環境問題対策を理解する。 20 20

地球の進化と環境変化を結びつけて理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

環
境
科
学
Ｂ

２
４
・
６
環境問題と人間社会の関係を理解し、今後の環境問題へ
のアプローチを考察する。

海洋と大気を総論的に理解する。 20 20

太陽系の惑星と地球環境の違いを理解する。 20 20

生態資源とエネルギー資源枯渇問題を理解する。 20 20

生命の生存条件を理解する。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ａ

２
３
・
５
地球の成り立ちを学び、気象変動を理解する。

与えられたデータから震源決定の方法および，GPSの原理が理解で
きる。 20 20

熱残留磁気の実験から，プレート運動が理解できる。 20 20

鉱物の観察から，結晶構造の特徴を単位格子から読み解けるように
なる。 20 20

水に関する実験を行い，その特性から生物に与える影響が理解でき
る。 20 20

古生物の化石の観察から，生物の進化の歴史が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

地
球
科
学
Ｂ

２
４
・
６
地球科学の基本を学ぶことから、将来の地球と人間社会
のあり方を考察する。

天体の距離計算の歴史を紐解きながら、最新の観測方法を理解でき
るようにする。 20 20

レンズの原理を理解して，ケプラー式の天体望遠鏡を作成する。 20 20

大気圧および断熱変化の実験を通して、気象の変化を理解する。 20 20

様々な波を観察することによって，津波のメカニズムを理解し，災
害に対する備えを養う。 20 20

地球の運動のデータから暦を原理が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

行
動
生
物
学
Ａ

２
３
・
５
行動生物学の基本を習得し、人間を生物として捉え、特
別扱いしない視点を獲得する。

行動生物学の一分野である行動生態学がどういった学問であるか説
明をすることができる。 20 20

現代生物学での細胞や遺伝に関する基本的な用語考え方を説明する
ことができる。 20 20

自然選択における代謝と自己増殖について説明することができる。 20 20

性選択と自然選択の違いについて説明することができる。 20 20

進化に関する基本的な用語を説明できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

行
動
生
物
学
Ｂ

２
４
・
６
動物の行動の機能を学び、そこから人間行動の特質を進
化的な視点から考察する。

Tinbergen の４つの「なぜ」を用いて人間の行動を行動学的に考える
ことができる。 20 20

生物の様々な進化過程を理解することができる。 20 20

ヒトの進化史を大まかに説明することができる。 20 20

他の動物との比較でヒトの行動の進化を説明することができる。 20 20

現代のヒトと自然との関係について説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２
１
・
３
・
５

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 20 20

科学リテラシーの必要性を理解できる。 20 20

近代科学の特徴を説明できる。 20 20

20 世紀初頭に起こった自然認識の大きな変化を理解できる。 20 20

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２
２
・
４
・
６

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 20 20

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

未来に向かって、物質科学・技術と人間社会のかかわりあいを展望
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ａ

２
３
・
５

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ｂ

２
４
・
６

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３･

５

社会の第一線で活躍中の実務経験豊富な講師を迎え、こ
れからの企業人に必要不可欠なCSR（Corporate Social 
Responsibility ＝企業の社会的責任）を共に考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。  20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４･

６

企業体の危機管理の諸局面について具体的な事例を通じ
て学び、その上でさまざまな制約下でのビジネスモデル
の創出について議論し考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。  20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

国
際
事
情

２

集
中
講
義
９
月

現代アジアの国際関係の基本を押さえ、今後の日本の進
路選択とその羅針盤を検討する。

理工系・情報学系の学生が人文社会科学系の国際的教養を身につけ
ることができる。 40 40

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 20 20

国際事情を理解し、人間学との関連で人生を如何に生きるべきかを
考えることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 0 100
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授
業
科
目
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開
講
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必
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選
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自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｂ
グ
ル
ー
プ

行
動
生
物
学
Ｂ

２
４
・
６
動物の行動の機能を学び、そこから人間行動の特質を進
化的な視点から考察する。

Tinbergen の４つの「なぜ」を用いて人間の行動を行動学的に考える
ことができる。 20 20

生物の様々な進化過程を理解することができる。 20 20

ヒトの進化史を大まかに説明することができる。 20 20

他の動物との比較でヒトの行動の進化を説明することができる。 20 20

現代のヒトと自然との関係について説明することができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ａ

２
１
・
３
・
５

物理学はすべての自然科学の土台にあたる学問である。
身近な電気や熱をはじめ、現代物理学の基本を学びなが
ら、科学技術と生活・社会との関係についても考える。

科学で扱える問題と扱えない問題を区別できる。 20 20

科学リテラシーの必要性を理解できる。 20 20

近代科学の特徴を説明できる。 20 20

20 世紀初頭に起こった自然認識の大きな変化を理解できる。 20 20

科学・技術と社会との関係を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

自
然
科
学
概
論
Ｂ

２
２
・
４
・
６

化学は物質の本質、あり様、変化を探る学問である。原子、
電子をパーツとする物質の基本と多様性の概要を学習し
ながら、現代社会での科学技術における化学と関連分野
の意味と役割を学習する。

物質の成り立ちの基本を理解できる。 20 20

物質科学の成立とその歴史の概要を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学の役割と限界を説明できる。 20 20

現代社会における物質科学とその応用としての技術の有用性と危険
性を主体的・批判的に考えることができる。 20 20

未来に向かって、物質科学・技術と人間社会のかかわりあいを展望
できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ａ

２
３
・
５

少人数のセミナー形式での議論・実験・フィールドワー
ク等の体験を通して、自然科学・社会科学・人文科学分
野における知識や技術の意義とその活用方法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
実
践
演
習
Ｂ

２
４
・
６

少人数のセミナー形式での演習を通じて、自然科学・社
会科学・人文科学分野における専門的な思考法・研究法・
表現法を学ぶ。 

学修内容に関連して、自ら課題を発見し設定できる。 20 20

諸科学から一つのアプローチを選択し、課題に関する情報を収集整
理できる。 20 20

課題解決に向けての考察を論理的に進めることができる。 20 20

自らの課題に対して解決まで導くことができる。 20 20

コミュニケーションを通じて相手に自らの課題解決の営みを伝える
ことができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ａ

２
３･

５

社会の第一線で活躍中の実務経験豊富な講師を迎え、こ
れからの企業人に必要不可欠なCSR（Corporate Social 
Responsibility ＝企業の社会的責任）を共に考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。  20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

これまでの問題解決アプローチをまとめることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

教
養
総
合
講
座
Ｂ

２
４･

６

企業体の危機管理の諸局面について具体的な事例を通じ
て学び、その上でさまざまな制約下でのビジネスモデル
の創出について議論し考える。

現代の問題群を整理することができる。 20 20

ひとつの課題を複数の視点から観察し全体像をつかむことができる。  20 20

課題に関わる人間の権利と義務をおさえることができる。 20 20

問題解決に向けての新たな提案や構想をもつことができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

国
際
事
情

２

集
中
講
義
９
月

現代アジアの国際関係の基本を押さえ、今後の日本の進
路選択とその羅針盤を検討する。

理工系・情報学系の学生が人文社会科学系の国際的教養を身につけ
ることができる。 40 40

問題解決に向けた新たな提案や構想を持つことができる。 20 20

国際事情を理解し、人間学との関連で人生を如何に生きるべきかを
考えることができる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 60 40 0 0 0 0 0 0 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｃ
グ
ル
ー
プ

社
会
実
践
１

１ ２

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要請
に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を育
成することを目的としています。アクティブラーニング
という学びの手法を用い、チーム作業を通して課題の解
決に取り組みます。「社会実践 1」では、チーム作業を通
して、「課題発見」「課題解決」「発表」という一連の課題
解決の手順を確認し、「社会実践 2」で取り組む実践的な
課題解決をスムーズに行う力を身につけます。　

物事に進んで取り組むことができる。 20 20

他人に働きかけ巻き込むことができる。 20 20

目的を設定し確実に行動することができる。 　 20 20

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 10 10

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 10 10

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 10 10

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 100

社
会
実
践
２

１ ３

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要
請に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を
育成することを目的としています。アクティブラーニン
グという学びの手法を用い、チーム作業を通して課題
の解決に取り組みます。「社会実践 2」では、本格的な
PBL(Project-Based Learning）という学びの方法を用い
て、「社会実践 1」で身につけた 課題解決の手順を実践し、
企業からの課題提示に対し、チームで課題解決に取り組
み、プレゼンテ̶ションを行い、企業の評価を受けます。
　

物事に進んで取り組むことができる。 10 10

他人に働きかけ巻き込むことができる。 10 10

目的を設定し確実に行動することができる。 　 10 10

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 20 20

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 20 20

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 20 20

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 100

専
門
基
礎
科
目
群

総
合
情
報
入
門
セ
ミ
ナ

１ １

かおりデザイン専攻の専門課程への関心や興味を喚起す
る導入科目であり、学生と教員および学生間の良好なコ
ミュニケーション形成の場でもある。授業は学内ツアー、
個別のキャリア面談、講演会、スポーツを通した交流な
どを行う。 

におい・かおりの学習に関心、興味が抱ける。 30 30

学生と教員、学生同士の良好なコミュニケーションを形成する。 20 20

大学のさまざまな施設を有効に活用できる。 20 20

有意義な学生生活とするための目標を立てることができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

情
報
学
概
論

２ １

情報学は，情報のあらゆる学問領域をカバーする学問で，
「情報の獲得，表現，蓄積，流通，検索など，情報が発生
し，収集・処理され，活用される全ての過程における学問」
である。この講義では，経営情報専攻において必要なビ
ジネス情報の内容に限定し、経営戦略と IT 戦略を融合さ
せた新しい経営組織・管理・活用の概要を学ぶ。

ビジネス情報学の役割が理解できる。 20 20

データウェアハウスと業務系データベースとの違いが理解できる。 20 20

Web サービスの基礎が理解できる。 20 20

電子商取引の基礎が理解できる。 20 20

情報セキュリティの基礎が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

情
報
処
理
１

２ １

Windows PCの基礎知識を身につけることを目的として，
PCのハードウェア構成から大学内の PC・ネットワーク
を活用する方法および電子メールやレポート作成，卒業
研究などで活用するソフトウェア（Microsoft Office）を
用いた文書作成，表計算・グラフ作成，プレゼンテーショ
ンを学ぶ。

コンピューターのハードウェアの基礎を説明できる。 10 10

電子メールの作成、送信、受信ができる。 20 20

Word を用いて文章の作成ができる。 20 20

Excel を用いてグラフの作成や計算ができる。 30 30

PowerPoint を用いてプレゼンテーションができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

情
報
処
理
２

２ ２
調査から得られたデータを情報をExcel で整理・分析し，
その結果をWord で要約すると共に、PowerPoint で分か
りやすく相手に伝えるためのより高度な技術を学ぶ。ま
た、調査の目的設定と方法についても学ぶ。

統計処理の基礎が理解できる。 10 10

Excel を用いてデータ処理ができる。 30 30

Excel およびWord を用いてデータ処理の結果を文章に作成できる。 30 30

データ処理の結果について、PowerPoint を用いてプレゼンテーショ
ンができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
基
礎

２ ３

ＩＴパスポート試験，基本情報処理技術者試験問題のデー
タベースに関係する分野を学ぶ。そのうち，ＳＱＬ文法
に関する部分では，Access を用いて実習することにより
理解を深める。しかし，あくまでもＳＥＬＥＣＴ文の理
解のためであり，ソフトウェアとしての Access の実技
能力を得るものではない。そのため，Access の機能のう
ち，ＳＱＬ言語を直接用いる機能だけを利用する。

ＩＴパスポート試験，基本情報処理技術者試験問題のデータベース
に関係する分野を理解できる。 50 50

Access を用いてＳＱＬ言語の基本を理解できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
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修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

人
間
科
学
科
目
群

Ｃ
グ
ル
ー
プ

社
会
実
践
１

１ ２

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要請
に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を育
成することを目的としています。アクティブラーニング
という学びの手法を用い、チーム作業を通して課題の解
決に取り組みます。「社会実践 1」では、チーム作業を通
して、「課題発見」「課題解決」「発表」という一連の課題
解決の手順を確認し、「社会実践 2」で取り組む実践的な
課題解決をスムーズに行う力を身につけます。　

物事に進んで取り組むことができる。 20 20

他人に働きかけ巻き込むことができる。 20 20

目的を設定し確実に行動することができる。 　 20 20

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 10 10

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 10 10

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 10 10

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 100

社
会
実
践
２

１ ３

「社会実践 1」と「社会実践 2」では、産業と社会の要
請に応える人材になるために重要な「社会人基礎力」を
育成することを目的としています。アクティブラーニン
グという学びの手法を用い、チーム作業を通して課題
の解決に取り組みます。「社会実践 2」では、本格的な
PBL(Project-Based Learning）という学びの方法を用い
て、「社会実践 1」で身につけた 課題解決の手順を実践し、
企業からの課題提示に対し、チームで課題解決に取り組
み、プレゼンテ̶ションを行い、企業の評価を受けます。
　

物事に進んで取り組むことができる。 10 10

他人に働きかけ巻き込むことができる。 10 10

目的を設定し確実に行動することができる。 　 10 10

現状を分析し目的や課題を明らかにすることができる。 20 20

自分の意見を分かりやすく伝えることができる。 20 20

相手の意見を丁寧に聴くことができる。 20 20

基本的な生活習慣に基づき、規律性を持って行動することができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 10 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 100

専
門
基
礎
科
目
群

総
合
情
報
入
門
セ
ミ
ナ

１ １

かおりデザイン専攻の専門課程への関心や興味を喚起す
る導入科目であり、学生と教員および学生間の良好なコ
ミュニケーション形成の場でもある。授業は学内ツアー、
個別のキャリア面談、講演会、スポーツを通した交流な
どを行う。 

におい・かおりの学習に関心、興味が抱ける。 30 30

学生と教員、学生同士の良好なコミュニケーションを形成する。 20 20

大学のさまざまな施設を有効に活用できる。 20 20

有意義な学生生活とするための目標を立てることができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

情
報
学
概
論

２ １

情報学は，情報のあらゆる学問領域をカバーする学問で，
「情報の獲得，表現，蓄積，流通，検索など，情報が発生
し，収集・処理され，活用される全ての過程における学問」
である。この講義では，経営情報専攻において必要なビ
ジネス情報の内容に限定し、経営戦略と IT 戦略を融合さ
せた新しい経営組織・管理・活用の概要を学ぶ。

ビジネス情報学の役割が理解できる。 20 20

データウェアハウスと業務系データベースとの違いが理解できる。 20 20

Web サービスの基礎が理解できる。 20 20

電子商取引の基礎が理解できる。 20 20

情報セキュリティの基礎が理解できる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

情
報
処
理
１

２ １

Windows PCの基礎知識を身につけることを目的として，
PCのハードウェア構成から大学内の PC・ネットワーク
を活用する方法および電子メールやレポート作成，卒業
研究などで活用するソフトウェア（Microsoft Office）を
用いた文書作成，表計算・グラフ作成，プレゼンテーショ
ンを学ぶ。

コンピューターのハードウェアの基礎を説明できる。 10 10

電子メールの作成、送信、受信ができる。 20 20

Word を用いて文章の作成ができる。 20 20

Excel を用いてグラフの作成や計算ができる。 30 30

PowerPoint を用いてプレゼンテーションができる。 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

情
報
処
理
２

２ ２
調査から得られたデータを情報をExcel で整理・分析し，
その結果をWord で要約すると共に、PowerPoint で分か
りやすく相手に伝えるためのより高度な技術を学ぶ。ま
た、調査の目的設定と方法についても学ぶ。

統計処理の基礎が理解できる。 10 10

Excel を用いてデータ処理ができる。 30 30

Excel およびWord を用いてデータ処理の結果を文章に作成できる。 30 30

データ処理の結果について、PowerPoint を用いてプレゼンテーショ
ンができる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
基
礎

２ ３

ＩＴパスポート試験，基本情報処理技術者試験問題のデー
タベースに関係する分野を学ぶ。そのうち，ＳＱＬ文法
に関する部分では，Access を用いて実習することにより
理解を深める。しかし，あくまでもＳＥＬＥＣＴ文の理
解のためであり，ソフトウェアとしての Access の実技
能力を得るものではない。そのため，Access の機能のう
ち，ＳＱＬ言語を直接用いる機能だけを利用する。

ＩＴパスポート試験，基本情報処理技術者試験問題のデータベース
に関係する分野を理解できる。 50 50

Access を用いてＳＱＬ言語の基本を理解できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

化
学
基
礎
１

２ １
原子の構造，電子軌道および電子配置、元素の物理化学
的性質を学び、イオン結合，共有結合など化学結合につ
いても学ぶ。また，気体，液体，固体の状態の物理化学
的性質についても学ぶ。

原子量，分子量，式量の関係を理解し，物質量 ( モル ) についての計
算ができる 5 10 5 20

原子の構造を説明できる 10 10

元素の周期律と電子配置を説明できる 10 10

化学結合と分子の形の関連を理解し，物質の性質の説明に応用でき
る 10 10

原子・分子の集合体としての気体・液体・固体の状態を説明できる 10 10

溶液の濃度の計算ができ，性質との関係を説明できる 5 10 5 20

酸・塩基反応の本質を理解し，pHと中和について説明できる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 70 0 10 0 100

化
学
基
礎
２

２ ２
化学とエネルギー，有機材料，環境や生命との関わりを
学ぶ。さらに化学物質やエネルギーを作り出す化学反応
についても学ぶ。

化学反応の速度と活性化エネルギーの関係を説明できる 10 10 20

化学平衡について理解し，平衡反応を平衡定数から説明できる 10 10 20

化学反応とエネルギー，エントロピーの関係を説明できる 10 10  20

酸化還元反応の本質を理解し，電池のしくみなどの説明に応用でき
る 10 10

代表的な有機化合物の構造と性質を説明できる 10 10

生命と化学との関係を説明できる 10 10

環境と化学との関係を説明できる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 20 0 100

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

キ
ャ
リ
ア
開
発
１

１ ２

1 年次生からの「自己発見」の取り組みが，自分のキャ
リア形成に極めて重要であることを実践的に学ぶ。また，
自分の学生生活を自己責任において確立していく大切さ
を学ぶと同時に，自ら発見し，自ら語ることの重要性を
学ぶ。

キャリアデザインを行なう上での基本的な考え方を説明でできる。 20 20

自分自身で学生生活を創ることの大切さを説明できる。 10 10

大学に通う意義と大学時代の目標を説明できる。 20 20

自分と社会との繋がりを理解できる。 20 20

自分の興味や関心を探り、自分の将来や職業をイメージすることが
できる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

キ
ャ
リ
ア
開
発
２

１ ３

自分の個性，生き方，将来を見つめながら，次に必要な
「意識と自覚」を修得する。また，自分を活かすための「自
己現状分析」を行うことにより，将来を見据えた具体的
計画を立案し，目標達成までのプロセスの重要性とその
実行方法について学ぶと同時に，自己表現できる能力を
身に付ける。

自分を知り、自分を表現できる。 20 20

他者とかかわり、関係を構築できる。 10 10

職業観を養い、表現できる。 10 10

自分の将来の目標・方向性を考え、行動計画の立案ができる。 30 30

目標に向けて能動的に行動する姿勢を持つ。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
総
合
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
１

２ ２

この科目は、3期に開講される総合情報プロジェクト演
習 2の基礎になる科目で、学生個人で成果物を作成する
力を身につけるものである。この科目では、総合情報学
科で学ぶ内容に関連するテーマを設定し、学生が自分自
身で問題を抽出する。資料調査・問題点抽出・提案に至
るプロセスを通じて各個人の成果物を作成し発表するの
に加え、発表会において問題意識をもって他の学生のプ
レゼンテーションを聞き、適切な質問を行うことができ
る力を養う。

総合情報学科に関連する研究の動向が理解できる。 50 50
総合情報学科に関連する産業界の動きが理解できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

総
合
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
２

２ ３
本授業では，総合情報学科で学ぶ各分野における課題を
取り上げ，それらの課題を把握する手法を学び，調査，デー
タ整理，分析を行う。得られた結果を基にして考察した
内容を発表する。

総合情報学科に関連する課題の抽出方法が理解できる。 30 30

総合情報学科に関連する課題の調査、データ整理、分析の方法を理
解できる。 30 30

得られた結果を基にして考察した内容を分かりやすく説明できる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

生
活
と
情
報

２ １生活環境におけるにおい・かおりの特性と対策、活用などを学び、暮らしの中でのにおい・かおりの役割を学ぶ。

生活環境における不快なにおいの種類をいくつか挙げられる。 10 10 20

不快なにおいの発生原因を説明できる。 20 20

におい対策の基本的な考え方について説明できる。 20 20

かおりの活用例を説明できる。 5 5 5 5 20

かおりの活用時の注意点を説明できる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 10 10 20 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
基
礎
科
目
群

化
学
基
礎
１

２ １
原子の構造，電子軌道および電子配置、元素の物理化学
的性質を学び、イオン結合，共有結合など化学結合につ
いても学ぶ。また，気体，液体，固体の状態の物理化学
的性質についても学ぶ。

原子量，分子量，式量の関係を理解し，物質量 ( モル ) についての計
算ができる 5 10 5 20

原子の構造を説明できる 10 10

元素の周期律と電子配置を説明できる 10 10

化学結合と分子の形の関連を理解し，物質の性質の説明に応用でき
る 10 10

原子・分子の集合体としての気体・液体・固体の状態を説明できる 10 10

溶液の濃度の計算ができ，性質との関係を説明できる 5 10 5 20

酸・塩基反応の本質を理解し，pHと中和について説明できる 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 20 70 0 10 0 100

化
学
基
礎
２

２ ２
化学とエネルギー，有機材料，環境や生命との関わりを
学ぶ。さらに化学物質やエネルギーを作り出す化学反応
についても学ぶ。

化学反応の速度と活性化エネルギーの関係を説明できる 10 10 20

化学平衡について理解し，平衡反応を平衡定数から説明できる 10 10 20

化学反応とエネルギー，エントロピーの関係を説明できる 10 10  20

酸化還元反応の本質を理解し，電池のしくみなどの説明に応用でき
る 10 10

代表的な有機化合物の構造と性質を説明できる 10 10

生命と化学との関係を説明できる 10 10

環境と化学との関係を説明できる 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 20 0 100

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

キ
ャ
リ
ア
開
発
１

１ ２

1 年次生からの「自己発見」の取り組みが，自分のキャ
リア形成に極めて重要であることを実践的に学ぶ。また，
自分の学生生活を自己責任において確立していく大切さ
を学ぶと同時に，自ら発見し，自ら語ることの重要性を
学ぶ。

キャリアデザインを行なう上での基本的な考え方を説明でできる。 20 20

自分自身で学生生活を創ることの大切さを説明できる。 10 10

大学に通う意義と大学時代の目標を説明できる。 20 20

自分と社会との繋がりを理解できる。 20 20

自分の興味や関心を探り、自分の将来や職業をイメージすることが
できる。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

キ
ャ
リ
ア
開
発
２

１ ３

自分の個性，生き方，将来を見つめながら，次に必要な
「意識と自覚」を修得する。また，自分を活かすための「自
己現状分析」を行うことにより，将来を見据えた具体的
計画を立案し，目標達成までのプロセスの重要性とその
実行方法について学ぶと同時に，自己表現できる能力を
身に付ける。

自分を知り、自分を表現できる。 20 20

他者とかかわり、関係を構築できる。 10 10

職業観を養い、表現できる。 10 10

自分の将来の目標・方向性を考え、行動計画の立案ができる。 30 30

目標に向けて能動的に行動する姿勢を持つ。 30 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
総
合
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
１

２ ２

この科目は、3期に開講される総合情報プロジェクト演
習 2の基礎になる科目で、学生個人で成果物を作成する
力を身につけるものである。この科目では、総合情報学
科で学ぶ内容に関連するテーマを設定し、学生が自分自
身で問題を抽出する。資料調査・問題点抽出・提案に至
るプロセスを通じて各個人の成果物を作成し発表するの
に加え、発表会において問題意識をもって他の学生のプ
レゼンテーションを聞き、適切な質問を行うことができ
る力を養う。

総合情報学科に関連する研究の動向が理解できる。 50 50
総合情報学科に関連する産業界の動きが理解できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

総
合
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
２

２ ３
本授業では，総合情報学科で学ぶ各分野における課題を
取り上げ，それらの課題を把握する手法を学び，調査，デー
タ整理，分析を行う。得られた結果を基にして考察した
内容を発表する。

総合情報学科に関連する課題の抽出方法が理解できる。 30 30

総合情報学科に関連する課題の調査、データ整理、分析の方法を理
解できる。 30 30

得られた結果を基にして考察した内容を分かりやすく説明できる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

生
活
と
情
報

２ １生活環境におけるにおい・かおりの特性と対策、活用な
どを学び、暮らしの中でのにおい・かおりの役割を学ぶ。

生活環境における不快なにおいの種類をいくつか挙げられる。 10 10 20

不快なにおいの発生原因を説明できる。 20 20

におい対策の基本的な考え方について説明できる。 20 20

かおりの活用例を説明できる。 5 5 5 5 20

かおりの活用時の注意点を説明できる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 60 10 10 20 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

生
活
環
境
学
１

２ １
快適空間を実現するためには、環境の評価、予測そして
設計が必要である。本講義ではこれらを遂行する上で必
要不可欠となる熱、湿気、空気の基礎を学ぶ。

室内空気汚染物質について説明できる。 5 15 20

室内空気質の諸問題を説明できる。 5 15 20

室内の空気浄化の考え方を説明できる。 5 15 20

換気方式の種類について説明できる。 5 15 20

必要換気量を求めることができる。 5 15 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 75 0 100

生
活
環
境
学
２

２ ２

生活環境では、においのみではなく、光・音・熱など他
の要素も同時に評価されて、環境の良し悪しが判断され
る。本講義では、環境の物理的な測定手法や、人は環境
をいかに感じるか等の内容を中心に、光・音・熱などの
環境と人との関係への理解を深める。

温熱環境指標について正しく認識できる。 20 20

測光量について正しく認識できる。 20 20

色の基本的な性質について正しく理解できる。 20 20

音の基本的な性質について正しく理解できる。 20 20

各環境に関する心理的効果について正しく理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 0 100

情
報
心
理
学

２ ３
心の様々な働きである心的過程と、それに基づく行動を
探求し、心理学の基礎的な内容と実験や調査を通した人
間行動などを学ぶ。

パーソナリティという概念、それをとらえる枠組みと方法を理解で
きる。 20 20

欲求と動機、感情の特徴や機能を理解できる。 20 20

発達概念、発達過程の様相を理解できる。 20 20

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解できる。 10 10 20

感覚と知覚の違い、および知覚機能の特徴について理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 80 0 0 100

民
法 ２ ３

市民と市民との間の権利と義務の関係を明確にする役割
を担うと共に，財産取引と身分（夫婦・相続など）を規
律する意味で，民法は重要な法律である。本講義におい
ては，総則を中心に，民法における法律用語や基礎知識
を習得すると共に，民法の意義や基本原理等を学習する。
その上で，民法総則の各規定について，実例をできるだ
け多く取り上げながら，日々の事象を民法の視点から考
える。

民法の基本原理を説明できる。 10 20 30

民法の内容（概要）を説明できる。 20 10 30

企業経営における民法の重要性を理解できる。 10 10 20

企業経営において、民法が関係する具体的事案を説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 100

嗅
覚
の
特
性

２ ２においを感じる仕組み、順応、慣れ、疲労、個人差などの嗅覚の特性、におい物質の特性について学ぶ。

においを感じる仕組みを説明できる。 20 20

順応、慣れ、疲労について説明できる。 15 5 20

嗅覚異常について説明できる。 15 5 20

におい物質について、化学物質としての物理化学的特性を説明でき
る。 10 10 20

におい物質濃度とにおいの感覚強度の関係を説明できる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 65 5 15 15 0 0 100

か
お
り
成
分
と
調
香
１

２ １におい物質がもつ効能効果、人間の心理や生理に与える作用、消臭作用などについて学ぶ。

基礎的な五感の原理について説明できる。 10 10 20

におうという現象を理解し、においに関連する化学物質の基本的構
造を説明でき、さらに嗅覚メカニズムと関連づけて説明できる。 10 5 5 5 25

化学物質の様々な特性を理解し、におう物質とにおわない物質を説
明できる。 5 10 10 25

生活空間で、多種多様なにおい物質（化学物質）が発生するメカニ
ズムを説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 15 10 0 100

か
お
り
成
分
と
調
香
２

２ ２

広く香りの特性や構造化学を学ぶ。また天然香り成分の
化学を学び、天然香料の概要を理解すると共に、その製
造法を学ぶ。さらに代表的な天然香料について、その特
性を学ぶと共に、スニッフィング法などにより、天然香
料の香味を記憶する訓練を行う。

植物性香料の香調を理解できる。 20 20

匂いの表現および分類について理解できる。 10 10 20

代表的な植物性香料の香り成分について理解できる 10 10 20

天然香料の微量鍵香気成分について理解できる。 10 10

香り成分の化学構造と名称について理解できる。 20 20

光学活性な香料化合物について理解できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 10 80 0 0 0 100

に
お
い
の
数
値
解
析
１

２ １
においの測定・評価の結果は、データとして得ることが
できる。においと統計学のつながりを意識しながら、デー
タの基本的な扱い方や各統計的手法の基礎について学ぶ。

尺度の種類を正しく認識することができる。 10 10 5 5 30

データの代表値を正しく算出することができる。 10 5 15

データの分布を正しく把握することができる。 10 5 15

相関係数について正しく求めることができる。 10 10 5 25

母集団と標本を正しく認識することができる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 20 0 5 0 25 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

生
活
環
境
学
１

２ １
快適空間を実現するためには、環境の評価、予測そして
設計が必要である。本講義ではこれらを遂行する上で必
要不可欠となる熱、湿気、空気の基礎を学ぶ。

室内空気汚染物質について説明できる。 5 15 20

室内空気質の諸問題を説明できる。 5 15 20

室内の空気浄化の考え方を説明できる。 5 15 20

換気方式の種類について説明できる。 5 15 20

必要換気量を求めることができる。 5 15 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 75 0 100

生
活
環
境
学
２

２ ２

生活環境では、においのみではなく、光・音・熱など他
の要素も同時に評価されて、環境の良し悪しが判断され
る。本講義では、環境の物理的な測定手法や、人は環境
をいかに感じるか等の内容を中心に、光・音・熱などの
環境と人との関係への理解を深める。

温熱環境指標について正しく認識できる。 20 20

測光量について正しく認識できる。 20 20

色の基本的な性質について正しく理解できる。 20 20

音の基本的な性質について正しく理解できる。 20 20

各環境に関する心理的効果について正しく理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 90 0 100

情
報
心
理
学

２ ３
心の様々な働きである心的過程と、それに基づく行動を
探求し、心理学の基礎的な内容と実験や調査を通した人
間行動などを学ぶ。

パーソナリティという概念、それをとらえる枠組みと方法を理解で
きる。 20 20

欲求と動機、感情の特徴や機能を理解できる。 20 20

発達概念、発達過程の様相を理解できる。 20 20

学習・記憶の基本的メカニズムについて理解できる。 10 10 20

感覚と知覚の違い、および知覚機能の特徴について理解できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 80 0 0 100

民
法 ２ ３

市民と市民との間の権利と義務の関係を明確にする役割
を担うと共に，財産取引と身分（夫婦・相続など）を規
律する意味で，民法は重要な法律である。本講義におい
ては，総則を中心に，民法における法律用語や基礎知識
を習得すると共に，民法の意義や基本原理等を学習する。
その上で，民法総則の各規定について，実例をできるだ
け多く取り上げながら，日々の事象を民法の視点から考
える。

民法の基本原理を説明できる。 10 20 30

民法の内容（概要）を説明できる。 20 10 30

企業経営における民法の重要性を理解できる。 10 10 20

企業経営において、民法が関係する具体的事案を説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 100

嗅
覚
の
特
性

２ ２においを感じる仕組み、順応、慣れ、疲労、個人差など
の嗅覚の特性、におい物質の特性について学ぶ。

においを感じる仕組みを説明できる。 20 20

順応、慣れ、疲労について説明できる。 15 5 20

嗅覚異常について説明できる。 15 5 20

におい物質について、化学物質としての物理化学的特性を説明でき
る。 10 10 20

におい物質濃度とにおいの感覚強度の関係を説明できる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 65 5 15 15 0 0 100

か
お
り
成
分
と
調
香
１

２ １におい物質がもつ効能効果、人間の心理や生理に与える
作用、消臭作用などについて学ぶ。

基礎的な五感の原理について説明できる。 10 10 20

におうという現象を理解し、においに関連する化学物質の基本的構
造を説明でき、さらに嗅覚メカニズムと関連づけて説明できる。 10 5 5 5 25

化学物質の様々な特性を理解し、におう物質とにおわない物質を説
明できる。 5 10 10 25

生活空間で、多種多様なにおい物質（化学物質）が発生するメカニ
ズムを説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 15 10 0 100

か
お
り
成
分
と
調
香
２

２ ２

広く香りの特性や構造化学を学ぶ。また天然香り成分の
化学を学び、天然香料の概要を理解すると共に、その製
造法を学ぶ。さらに代表的な天然香料について、その特
性を学ぶと共に、スニッフィング法などにより、天然香
料の香味を記憶する訓練を行う。

植物性香料の香調を理解できる。 20 20

匂いの表現および分類について理解できる。 10 10 20

代表的な植物性香料の香り成分について理解できる 10 10 20

天然香料の微量鍵香気成分について理解できる。 10 10

香り成分の化学構造と名称について理解できる。 20 20

光学活性な香料化合物について理解できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 10 80 0 0 0 100

に
お
い
の
数
値
解
析
１

２ １
においの測定・評価の結果は、データとして得ることが
できる。においと統計学のつながりを意識しながら、デー
タの基本的な扱い方や各統計的手法の基礎について学ぶ。

尺度の種類を正しく認識することができる。 10 10 5 5 30

データの代表値を正しく算出することができる。 10 5 15

データの分布を正しく把握することができる。 10 5 15

相関係数について正しく求めることができる。 10 10 5 25

母集団と標本を正しく認識することができる。 10 5 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 20 0 5 0 25 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

に
お
い
の
数
値
解
析
２

２ ２
確率の概念を基礎として、データの推定や検定によって、
より高度なデータの扱い方や読み取り方について学ぶ。
また、そのような統計手法がいかにして実際のにおいの
測定・評価に活かされているのかを学ぶ。

確率の性質について正しく認識する。 10 10 20

正規分布の性質について正しく認識する。 10 10 20

区間推定を正しく行うことができる。 10 10 20

検定を正しく行うことができる。 10 10 20

においの測定のいずれの場面で統計学が必要であるかを正しく認識
する。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 100

嗅
覚
測
定
法

４ ３
嗅覚測定法について学び、臭気濃度の測定方法を修得す
る。また、臭気強度、快・不快度、においの容認性、質
などを正しく評価する方法を修得する。

嗅覚測定を行う際の注意点を説明できる。 10 10 20

においを評価するパネルの選定方法を説明でき、実行できる。 15 5 20

三点比較式臭袋法が説明でき、実行できる。 15 5 20

臭気濃度を算出できる。 10 5 15

臭気強度、快・不快度、容認性の評価方法が説明でき、実行できる。 10 5 15

においの質を評価する際の表現用語を挙げることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 70 20 0 10 0 0 100

消
脱
臭
原
理

２ ４消脱臭メカニズムの基礎を学ぶとともに、様々な消脱臭製品の消脱臭原理を学ぶ。

化学反応による臭気物質の除去メカニズムを説明できる。 15 5 5 25

臭気物質の物理的な除去メカニズムを説明できる。 15 5 5 25

微生物の作用による脱臭メカニズムを説明できる。 15 5 5 25

感覚的な消臭メカニズムを説明できる。 10 5 5 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 55 20 5 20 0 100

展
開
科
目

キ
ャ
リ
ア
開
発
３

１ ４

自己分析を更に展開し，社会が求めている「将来の経済
を担う産業人材の確保・育成を促進するための能力」や
「職場や地域社会の中で，多様な人々とともに仕事を行っ
ていく上で必要な基礎能力」を学び，今後の就職活動に
向かってチャレンジする心構えを学ぶ。

社会で生きていくために、社会を知り、将来に向けて自分の人生を
切り拓いていく考え方や基礎力を身につける。 50 50

職場や地域社会の中で，多様な人々と共生するために必要となる人
間力を身につける。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

キ
ャ
リ
ア
開
発
４

１ ５

キャリア開発３に続いて、社会が求めている「将来の経
済を担う産業人材の確保・育成を促進するための能力」
や「職場や地域社会の中で，多様な人々とともに仕事を
行っていく上で必要な基礎能力」を体験を通して学び，
今後の就職活動に向かってチャレンジする心構えを学ぶ。

自分自身の将来像を描き、説明できる。 50 50

社会で活躍するために必要な力を理解し、身につけている。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

総
合
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
３

２ ４
本授業では，総合情報学科で学ぶ各分野の研究および産
業界の動向などを学び，各自が具体的なテーマを設定し，
そのテーマについて調査し，調査した内容を発表する。

総合情報学科に関連する課題を自ら抽出できる。 30 30

総合情報学科に関連する課題の調査、データ整理、分析を自ら実施
できる。 30 30

得られた結果を基にして考察した内容を報告書にまとめ、その概要
を説明できる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

に
お
い
産
業
論

２ ５
におい・かおり分野に関連する産業の内容を広く学び、
におい・かおり分野の発展の歴史を知り、これからのに
おい・かおり分野の産業を展望する。

におい・かおり分野に関連する産業を説明できる。 5 5 5 5 5 10 35

におい・かおり分野の発展の歴史を説明できる。 5 5 5 5 5 5 30

におい・かおりの専門知識を活かす分野を説明できる。 5 5 5 5 5 10 35

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 25 100

経
営
史

２ ２

企業経営の歴史を振り返り，経営者の経営手法や戦略の
変遷を学習する。また，経営手法や経営戦略だけでなく，
企業を取り巻く環境の変遷についても触れる。本講義に
おいては，日本の企業経営の歴史を中心に取り上げるが，
欧米における企業経営の歴史についても触れ，両者の歴
史比較を通じて，日本の企業経営特徴を深く理解できる
よう工夫する。

企業が登場してからの大きな歴史（主に 15世紀以降）の流れを理解
できる。 5 10 15

企業が登場するようになった社会や経済の変化を説明できる。 10 10 20

企業を取り巻く環境は、どのように変化してきのかを歴史の視点か
ら説明できる。 15 10 25

企業は時代と共に、企業の形態や戦略はどのように変化してきたの
かを説明できる。 10 10 20

日本の企業の特徴がどのように形成されてきたのかを歴史の視点か
ら説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
概
論

２ ２

マーケティング活動の基礎知識を学習すると共に，マー
ケティング活動の手法（市場調査や販売方法）を学ぶ。
その上で，具体的な事例を用いて，市場調査や販売方法
などが販売促進や市場シェアの拡大にどれほど影響を与
えているのかを考える。また，企業のイメージなどにつ
いても触れ，日々の生活の中にマーケティング活動が浸
透していることの理解を深める。

マーケティングに関する基本的な用語を理解できる。 20 20

マーケティングの必要性を説明できる。。 20 20

企業経営におけるマーケティングの位置づけや役割を説明できる。 20 20

現実に行われているマーケティングの戦略を理解できる。 20 20

特定の企業あるいは製品について、自身が有効であると思われるマー
ケティング活動を考えることができる。  20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

基
幹
科
目

に
お
い
の
数
値
解
析
２

２ ２
確率の概念を基礎として、データの推定や検定によって、
より高度なデータの扱い方や読み取り方について学ぶ。
また、そのような統計手法がいかにして実際のにおいの
測定・評価に活かされているのかを学ぶ。

確率の性質について正しく認識する。 10 10 20

正規分布の性質について正しく認識する。 10 10 20

区間推定を正しく行うことができる。 10 10 20

検定を正しく行うことができる。 10 10 20

においの測定のいずれの場面で統計学が必要であるかを正しく認識
する。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 100

嗅
覚
測
定
法

４ ３
嗅覚測定法について学び、臭気濃度の測定方法を修得す
る。また、臭気強度、快・不快度、においの容認性、質
などを正しく評価する方法を修得する。

嗅覚測定を行う際の注意点を説明できる。 10 10 20

においを評価するパネルの選定方法を説明でき、実行できる。 15 5 20

三点比較式臭袋法が説明でき、実行できる。 15 5 20

臭気濃度を算出できる。 10 5 15

臭気強度、快・不快度、容認性の評価方法が説明でき、実行できる。 10 5 15

においの質を評価する際の表現用語を挙げることができる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 70 20 0 10 0 0 100

消
脱
臭
原
理

２ ４消脱臭メカニズムの基礎を学ぶとともに、様々な消脱臭
製品の消脱臭原理を学ぶ。

化学反応による臭気物質の除去メカニズムを説明できる。 15 5 5 25

臭気物質の物理的な除去メカニズムを説明できる。 15 5 5 25

微生物の作用による脱臭メカニズムを説明できる。 15 5 5 25

感覚的な消臭メカニズムを説明できる。 10 5 5 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 55 20 5 20 0 100

展
開
科
目

キ
ャ
リ
ア
開
発
３

１ ４

自己分析を更に展開し，社会が求めている「将来の経済
を担う産業人材の確保・育成を促進するための能力」や
「職場や地域社会の中で，多様な人々とともに仕事を行っ
ていく上で必要な基礎能力」を学び，今後の就職活動に
向かってチャレンジする心構えを学ぶ。

社会で生きていくために、社会を知り、将来に向けて自分の人生を
切り拓いていく考え方や基礎力を身につける。 50 50

職場や地域社会の中で，多様な人々と共生するために必要となる人
間力を身につける。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

キ
ャ
リ
ア
開
発
４

１ ５

キャリア開発３に続いて、社会が求めている「将来の経
済を担う産業人材の確保・育成を促進するための能力」
や「職場や地域社会の中で，多様な人々とともに仕事を
行っていく上で必要な基礎能力」を体験を通して学び，
今後の就職活動に向かってチャレンジする心構えを学ぶ。

自分自身の将来像を描き、説明できる。 50 50

社会で活躍するために必要な力を理解し、身につけている。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

総
合
情
報
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

演
習
３

２ ４
本授業では，総合情報学科で学ぶ各分野の研究および産
業界の動向などを学び，各自が具体的なテーマを設定し，
そのテーマについて調査し，調査した内容を発表する。

総合情報学科に関連する課題を自ら抽出できる。 30 30

総合情報学科に関連する課題の調査、データ整理、分析を自ら実施
できる。 30 30

得られた結果を基にして考察した内容を報告書にまとめ、その概要
を説明できる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

に
お
い
産
業
論

２ ５
におい・かおり分野に関連する産業の内容を広く学び、
におい・かおり分野の発展の歴史を知り、これからのに
おい・かおり分野の産業を展望する。

におい・かおり分野に関連する産業を説明できる。 5 5 5 5 5 10 35

におい・かおり分野の発展の歴史を説明できる。 5 5 5 5 5 5 30

におい・かおりの専門知識を活かす分野を説明できる。 5 5 5 5 5 10 35

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 25 100

経
営
史

２ ２

企業経営の歴史を振り返り，経営者の経営手法や戦略の
変遷を学習する。また，経営手法や経営戦略だけでなく，
企業を取り巻く環境の変遷についても触れる。本講義に
おいては，日本の企業経営の歴史を中心に取り上げるが，
欧米における企業経営の歴史についても触れ，両者の歴
史比較を通じて，日本の企業経営特徴を深く理解できる
よう工夫する。

企業が登場してからの大きな歴史（主に 15世紀以降）の流れを理解
できる。 5 10 15

企業が登場するようになった社会や経済の変化を説明できる。 10 10 20

企業を取り巻く環境は、どのように変化してきのかを歴史の視点か
ら説明できる。 15 10 25

企業は時代と共に、企業の形態や戦略はどのように変化してきたの
かを説明できる。 10 10 20

日本の企業の特徴がどのように形成されてきたのかを歴史の視点か
ら説明できる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
概
論

２ ２

マーケティング活動の基礎知識を学習すると共に，マー
ケティング活動の手法（市場調査や販売方法）を学ぶ。
その上で，具体的な事例を用いて，市場調査や販売方法
などが販売促進や市場シェアの拡大にどれほど影響を与
えているのかを考える。また，企業のイメージなどにつ
いても触れ，日々の生活の中にマーケティング活動が浸
透していることの理解を深める。

マーケティングに関する基本的な用語を理解できる。 20 20

マーケティングの必要性を説明できる。。 20 20

企業経営におけるマーケティングの位置づけや役割を説明できる。 20 20

現実に行われているマーケティングの戦略を理解できる。 20 20

特定の企業あるいは製品について、自身が有効であると思われるマー
ケティング活動を考えることができる。  20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
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会
社
法

２ ４

株式会社を対象に，株主総会・取締役会・代表取締役・
監査役・委員会等設置会社などについて法律と現実とを
対比させながら，企業の設立および運営の過程を具体的
に学習する。その上で，具体的な企業運営として，資金
調達や資本構成，計算，利益処分，会社組織の変更，清
算などについても法律と現実との対比通じて学ぶ。

商法および会社法の存在意義とその内容（概要）を説明できる。 5 20 25

企業の設立に関連する法規について説明できる。 10 15 25

企業組織に関連する法規について説明できる。 10 15 25

企業の運営に関連する法規について説明できる。 10 15 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 65 100

ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
論

２ ５

ベンチャービジネスのビジネスモデルの理論やベン
チャービジネスの特徴を学習する。その上で，具体的に
起業するための方法（経理や財務，法律への対応）や，
ベンチャービジネスを行うために必要な人材（リーダー
像），ベンチャービジネスに必要な経営などを学ぶ。なお，
起業の方法などについては，バーチャルとして体験でき
るような講義を行う。

ベンチャービジネスの内容や存在意義、魅力を説明できる。 5 20 25

これまでのベンチャービジネスの事例をいくつか説明できる。 5 20 25

具体的にベンチャービジネスを行うための方法を説明できる。 5 20 25

ベンチャービジネスに必要な経営方法について説明できる。 5 20 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 100

労
働
法

２ ５
労働法の基本理念，基礎概念，法規制の基本的内容につ
いて学習する。その上で，具体的な事例を用いて，賃金
や労働時間，福利厚生などの労働環境の実情を学ぶと共
に，労働環境に関する今日的問題やその解決策を考える。

労働者に関わる法律の必要性（意義）が理解できる。 5 20 25

労働者保護や労働契約、労働組合に関わる法律の概要が理解できる。 5 20 25

労働者保護や労働契約、労働組合に関する具体的な団体交渉や判例
を説明できる。 5 20 25

労働を取り巻く今日的な問題に対して、解決に関する自身の意見を
述べることができる。 5 20 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 100
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス

２ ６

インターネットビジネスの基礎を学習すると共に，イン
ターネットビジネスを成功させるためのビジネスチャン
ス（社会や経済の変化）を踏まえながら新しいインター
ネットビジネスを考える。なお，講義においては，イン
ターネットビジネスを展開している具体的な企業や業種
ごと事例を用いて説明すると共に，これらの比較を通じ
て，インターネットビジネスの本質や可能性を考察する。

インターネットビジネスの内容について説明できる。 5 20 25

具体的なインターネットビジネスの事例を説明できる。 5 20 25

インターネットビジネスの利点と問題点を説明できる。 5 20 25

インターネットビジネスにおける決済システムについて説明できる。 5 20 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 100

知
的
財
産
権

２ ６

人間の独創的な知的創造活動について，その創始者に一
定期間の権利保護をあたえるのが知的財産権制度である。
知的財産権という言葉は，文化的創造物を保護する著作
権まで幅広く含む概念である。このうち産業財産権と呼
ばれる特許権，実用新案権，意匠権，商標権を中心とし
て学ぶ。産業財産権制度は，独占権の付与により，模倣
防止を図り，研究開発の奨励，商取引の信用を維持して，
産業の発展に寄与することを学ぶ。

知的財産権の種類が理解できる。 25 25

企業における知的財産権の重要性が理解できる。 25 25

意匠権について説明できる。 25 25

著作権について説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

色
彩
論

２ ３色彩の基礎的知識の習得とそれを日常生活やビジネスに生かす視点を身につける。

色彩の基礎知識を説明できる。 10 10

色彩効果が理解できる。 10 10 20

色彩の歴史が理解できる。 25 25

身の回りの色彩に対する考察ができる。 20 20

カラーマーケティングの視点が持てる。 15 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 75 0 100

人
間
工
学

２ ４

生活環境分野における人間工学として、建築空間におか
れる人間と環境の関係から、室内または建築環境の安全
性、快適性を実現するために必要な人体・動作寸法、知覚・
心理、行動、などの領域について、基礎的な知識を学ぶ。
また、子ども、高齢者や障害者への対応、日常災害（住
宅内事故）などについても論を進める。

人間の特性について要点を説明できる。 5 15 10 30

習性（行動特性）と安全な環境計画との関係について理解する。 15 15 30

人の動作、行為、心理的要求と空間量の関係について理解する。 15 15

子ども、高齢者、障がい者に対応した安全・快適な環境について要
点を説明できる。 10 15 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 55 40 0 100

食
品
と
か
お
り

２ ３フレーバーの種類、適用について学びとともに、食品におけるかおりが果たす役割について学ぶ。

フレーバーの素材について説明できる。 5 15 20

味と香りの関係について理解できる。 15 5 5 25

香料の食品への利用について説明できる。 10 10 5 25

食品において香りが果たす役割について説明できる。 10 5 5 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 35 20 15 0 100
に
お
い
・
か
お
り
測
定
演
習
１

４ ４においセンサー、におい識別装置、検知管の使用方法を学び、においの測定法を修得する。

においの機器測定の長所と短所が理解できる。 15 5 20

においの測定において適切な機器の選定ができる。 15 5 20

においセンサーが正しく使用できる。 15 5 20

におい測定装置の内容を理解し、使用できる。 15 5 20

検知管を用いて臭気物質濃度の測定ができる。 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 70 25 0 0 5 0 100
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会
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法

２ ４

株式会社を対象に，株主総会・取締役会・代表取締役・
監査役・委員会等設置会社などについて法律と現実とを
対比させながら，企業の設立および運営の過程を具体的
に学習する。その上で，具体的な企業運営として，資金
調達や資本構成，計算，利益処分，会社組織の変更，清
算などについても法律と現実との対比通じて学ぶ。

商法および会社法の存在意義とその内容（概要）を説明できる。 5 20 25

企業の設立に関連する法規について説明できる。 10 15 25

企業組織に関連する法規について説明できる。 10 15 25

企業の運営に関連する法規について説明できる。 10 15 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 65 100

ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
論

２ ５

ベンチャービジネスのビジネスモデルの理論やベン
チャービジネスの特徴を学習する。その上で，具体的に
起業するための方法（経理や財務，法律への対応）や，
ベンチャービジネスを行うために必要な人材（リーダー
像），ベンチャービジネスに必要な経営などを学ぶ。なお，
起業の方法などについては，バーチャルとして体験でき
るような講義を行う。

ベンチャービジネスの内容や存在意義、魅力を説明できる。 5 20 25

これまでのベンチャービジネスの事例をいくつか説明できる。 5 20 25

具体的にベンチャービジネスを行うための方法を説明できる。 5 20 25

ベンチャービジネスに必要な経営方法について説明できる。 5 20 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 100

労
働
法

２ ５
労働法の基本理念，基礎概念，法規制の基本的内容につ
いて学習する。その上で，具体的な事例を用いて，賃金
や労働時間，福利厚生などの労働環境の実情を学ぶと共
に，労働環境に関する今日的問題やその解決策を考える。

労働者に関わる法律の必要性（意義）が理解できる。 5 20 25

労働者保護や労働契約、労働組合に関わる法律の概要が理解できる。 5 20 25

労働者保護や労働契約、労働組合に関する具体的な団体交渉や判例
を説明できる。 5 20 25

労働を取り巻く今日的な問題に対して、解決に関する自身の意見を
述べることができる。 5 20 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 100
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス

２ ６

インターネットビジネスの基礎を学習すると共に，イン
ターネットビジネスを成功させるためのビジネスチャン
ス（社会や経済の変化）を踏まえながら新しいインター
ネットビジネスを考える。なお，講義においては，イン
ターネットビジネスを展開している具体的な企業や業種
ごと事例を用いて説明すると共に，これらの比較を通じ
て，インターネットビジネスの本質や可能性を考察する。

インターネットビジネスの内容について説明できる。 5 20 25

具体的なインターネットビジネスの事例を説明できる。 5 20 25

インターネットビジネスの利点と問題点を説明できる。 5 20 25

インターネットビジネスにおける決済システムについて説明できる。 5 20 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 100

知
的
財
産
権

２ ６

人間の独創的な知的創造活動について，その創始者に一
定期間の権利保護をあたえるのが知的財産権制度である。
知的財産権という言葉は，文化的創造物を保護する著作
権まで幅広く含む概念である。このうち産業財産権と呼
ばれる特許権，実用新案権，意匠権，商標権を中心とし
て学ぶ。産業財産権制度は，独占権の付与により，模倣
防止を図り，研究開発の奨励，商取引の信用を維持して，
産業の発展に寄与することを学ぶ。

知的財産権の種類が理解できる。 25 25

企業における知的財産権の重要性が理解できる。 25 25

意匠権について説明できる。 25 25

著作権について説明できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

色
彩
論

２ ３色彩の基礎的知識の習得とそれを日常生活やビジネスに
生かす視点を身につける。

色彩の基礎知識を説明できる。 10 10

色彩効果が理解できる。 10 10 20

色彩の歴史が理解できる。 25 25

身の回りの色彩に対する考察ができる。 20 20

カラーマーケティングの視点が持てる。 15 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 75 0 100

人
間
工
学

２ ４

生活環境分野における人間工学として、建築空間におか
れる人間と環境の関係から、室内または建築環境の安全
性、快適性を実現するために必要な人体・動作寸法、知覚・
心理、行動、などの領域について、基礎的な知識を学ぶ。
また、子ども、高齢者や障害者への対応、日常災害（住
宅内事故）などについても論を進める。

人間の特性について要点を説明できる。 5 15 10 30

習性（行動特性）と安全な環境計画との関係について理解する。 15 15 30

人の動作、行為、心理的要求と空間量の関係について理解する。 15 15

子ども、高齢者、障がい者に対応した安全・快適な環境について要
点を説明できる。 10 15 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 55 40 0 100

食
品
と
か
お
り

２ ３フレーバーの種類、適用について学びとともに、食品に
おけるかおりが果たす役割について学ぶ。

フレーバーの素材について説明できる。 5 15 20

味と香りの関係について理解できる。 15 5 5 25

香料の食品への利用について説明できる。 10 10 5 25

食品において香りが果たす役割について説明できる。 10 5 5 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 30 0 35 20 15 0 100
に
お
い
・
か
お
り
測
定
演
習
１

４ ４においセンサー、におい識別装置、検知管の使用方法を
学び、においの測定法を修得する。

においの機器測定の長所と短所が理解できる。 15 5 20

においの測定において適切な機器の選定ができる。 15 5 20

においセンサーが正しく使用できる。 15 5 20

におい測定装置の内容を理解し、使用できる。 15 5 20

検知管を用いて臭気物質濃度の測定ができる。 10 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 70 25 0 0 5 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

に
お
い
・
か
お
り
測
定
演
習
２

４ ５
悪臭防止法で定められている特定悪臭物質の分析方法を
学ぶ。また、ガスクロマトグラフ、吸光光度計の測定原
理を学ぶ。

ガスクロマトグラフの原理が理解できる。 20 20

吸光光度計の原理が理解できる。 10 10

ガスクロマトグラフの使用方法が理解できる。 15 15

吸光光度計の使用方法が理解できる。 10 10

大気試料の前処理方法が理解できる。 15 15

測定物質ごとの分析方法の違いが理解できる。 15 10 5 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 85 10 5 0 0 0 100
に
お
い
・
か
お
り
測
定
演
習
３

４ ６
ガスクロマトグラフ質量分析計、高速液体クロマトグラ
フ、におい嗅ぎガスクロマトグラフ等を用いて様々なに
おい成分の分析方法を学ぶ。

ガスクロマトグラフ質量分析計の原理が理解できる。 25 25

高速液体クロマトグラフの原理が理解できる。 25 25

におい嗅ぎガスクロマトグラフの原理が理解できる。 25 25

各化学分析機器に適した用途が理解できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

か
お
り
成
分
と
調
香
３

２ ３
基礎素材となる合成香料について、製造法の概要を学ぶ
とともに、構造活性相関などを用いた新規香料の開発、
安全性テストおよび香気特性の評価法を学び、調合の実
践のための基礎知識を修得する。

代表的合成香料について香りを記憶し理解できる。 15 15

調合香料の構成および香りのタイプについて理解できる。 15 15

調合香料の利用について理解できる。 10 10 20

香料の機能性について理解できる。 5 10 10 25

香料の安全性に関する法律について理解できる。 10 5 15

香料GMPについて理解できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 0 70 25 0 0 100

か
お
り
成
分
と
調
香
４

２ ４調香技術を取得し、香料の品質確保と安全性についての知識を取得する。

香料の取り扱いの仕方を説明できる。 20 20

一般的香料素材の特性を説明できる。 5 10 15

基本的な香りを嗅ぎ分けることができる。 5 10 15

基本的香りアコードのとり方を説明できる。 10 10 20

調香の基本的考え方を説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 15 5 60 20 0 0 100

感
覚
生
理
・
心
理

２ ４人が外界から情報を得て感覚・知覚が成立し、行動に至るまでの過程について学ぶ。

心理評価のデータ処理を理解できる。 5 15 20

眼球運動と心理の関係が理解できる。 15 15

色彩の心理効果が理解できる。 15 15

聴覚刺激の物理量と心理量の関係が理解できる。 15 15

味覚と心理の関係について理解できる。 5 15 20

感覚的な情報の時間的要素と心理の関係が理解できる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 90 0 0 100

嗅
覚
生
理
・
心
理

２ ５においが人の心理・生理に与える影響を学び、客観的に評価する方法を学ぶ。

においの基本的な心理評価法・生理評価法を理解できる。 10 5 15

五感の相互作用を理解できる。 5 5 10

五感を使ってバーチャル（仮想）空間をイメージできる。 5 5 5 15

さまざまなかおりの機能性について理解できる。 5 5 5 5 20

食のにおい・かおり・おいしさ及び異臭について理解できる。 5 5 5 5 20

におい・かおり活用法について理解できる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 35 15 15 30 5 0 100

生
活
環
境
評
価
演
習
１

２ ４
主に室内の雰囲気評価および、光環境と空気環境の測定・
評価方法を学び、室内環境の測定・評価を行い、データ
の解析方法を習得する。

検知管を用いて室内空気汚染物質の測定ができる。 5 15 20

照度の測定ができる。 20 20

室内環境を測定し、基準値等と比較し、評価できる。 20 20

ＳＤ法を用いた評価ができる。 5 15 20

換気量の算出ができる。 5 15 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 85 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

に
お
い
・
か
お
り
測
定
演
習
２

４ ５
悪臭防止法で定められている特定悪臭物質の分析方法を
学ぶ。また、ガスクロマトグラフ、吸光光度計の測定原
理を学ぶ。

ガスクロマトグラフの原理が理解できる。 20 20

吸光光度計の原理が理解できる。 10 10

ガスクロマトグラフの使用方法が理解できる。 15 15

吸光光度計の使用方法が理解できる。 10 10

大気試料の前処理方法が理解できる。 15 15

測定物質ごとの分析方法の違いが理解できる。 15 10 5 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 85 10 5 0 0 0 100
に
お
い
・
か
お
り
測
定
演
習
３

４ ６
ガスクロマトグラフ質量分析計、高速液体クロマトグラ
フ、におい嗅ぎガスクロマトグラフ等を用いて様々なに
おい成分の分析方法を学ぶ。

ガスクロマトグラフ質量分析計の原理が理解できる。 25 25

高速液体クロマトグラフの原理が理解できる。 25 25

におい嗅ぎガスクロマトグラフの原理が理解できる。 25 25

各化学分析機器に適した用途が理解できる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

か
お
り
成
分
と
調
香
３

２ ３
基礎素材となる合成香料について、製造法の概要を学ぶ
とともに、構造活性相関などを用いた新規香料の開発、
安全性テストおよび香気特性の評価法を学び、調合の実
践のための基礎知識を修得する。

代表的合成香料について香りを記憶し理解できる。 15 15

調合香料の構成および香りのタイプについて理解できる。 15 15

調合香料の利用について理解できる。 10 10 20

香料の機能性について理解できる。 5 10 10 25

香料の安全性に関する法律について理解できる。 10 5 15

香料GMPについて理解できる。 10 10

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 0 70 25 0 0 100

か
お
り
成
分
と
調
香
４

２ ４調香技術を取得し、香料の品質確保と安全性についての
知識を取得する。

香料の取り扱いの仕方を説明できる。 20 20

一般的香料素材の特性を説明できる。 5 10 15

基本的な香りを嗅ぎ分けることができる。 5 10 15

基本的香りアコードのとり方を説明できる。 10 10 20

調香の基本的考え方を説明できる。 10 10 10 30

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 15 5 60 20 0 0 100

感
覚
生
理
・
心
理

２ ４人が外界から情報を得て感覚・知覚が成立し、行動に至
るまでの過程について学ぶ。

心理評価のデータ処理を理解できる。 5 15 20

眼球運動と心理の関係が理解できる。 15 15

色彩の心理効果が理解できる。 15 15

聴覚刺激の物理量と心理量の関係が理解できる。 15 15

味覚と心理の関係について理解できる。 5 15 20

感覚的な情報の時間的要素と心理の関係が理解できる。 15 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 90 0 0 100

嗅
覚
生
理
・
心
理

２ ５においが人の心理・生理に与える影響を学び、客観的に
評価する方法を学ぶ。

においの基本的な心理評価法・生理評価法を理解できる。 10 5 15

五感の相互作用を理解できる。 5 5 10

五感を使ってバーチャル（仮想）空間をイメージできる。 5 5 5 15

さまざまなかおりの機能性について理解できる。 5 5 5 5 20

食のにおい・かおり・おいしさ及び異臭について理解できる。 5 5 5 5 20

におい・かおり活用法について理解できる。 5 5 5 5 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 35 15 15 30 5 0 100

生
活
環
境
評
価
演
習
１

２ ４
主に室内の雰囲気評価および、光環境と空気環境の測定・
評価方法を学び、室内環境の測定・評価を行い、データ
の解析方法を習得する。

検知管を用いて室内空気汚染物質の測定ができる。 5 15 20

照度の測定ができる。 20 20

室内環境を測定し、基準値等と比較し、評価できる。 20 20

ＳＤ法を用いた評価ができる。 5 15 20

換気量の算出ができる。 5 15 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 85 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

生
活
環
境
評
価
演
習
２

２ ５
生活環境における温熱環境および音環境に着目し、生活
環境における温熱環境および音環境の実態を把握すると
共にそれぞれの環境評価および改善手法について学ぶ。

温熱環境の各要素の影響について説明ができる。 20 20

温熱環境の実態の評価ができる。 20 20

温熱環境の簡単な改善方法について説明できる。 20 20

騒音環境の人体影響について説明できる。 10 10 20

騒音環境の実態が理解でき、簡単な騒音防止対策について説明でき
る。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 0 100

生
活
環
境
創
造
演
習

２ ６本講では、CADを用いて室内空間の提案を行うために必要な表現能力、プレゼンテーション能力を習得する。

３次元CADの概念を理解する。 10 10 20

ヒト、モノと生活環境の関係性を理解する。 10 20 30

室内空間に対する提案をするためのプレゼンテーションに必要な基
礎的技術を習得している。 10 10 10 30

計画内容を図面を使用しながら説明することができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 50 20 100

Ｃ
Ａ
Ｄ
１

２ ２
本講では、建築・インテリア・都市計画・インダストリ
アルデザイン等、幅広い分野で使用されているＣＡＤソ
フトの基本操作を学び、基本的な図面の作成ができる力
を習得する。

CADソフトの概念を理解する。 5 15 10 30

CADソフトの基本操作ができる。 5 15 15 35

CADソフトを使って簡単な図面を書くことができる。 5 15 15 35

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 45 40 100

Ｃ
Ａ
Ｄ
２

２ ３
本講では、図面の種類や図面の描き方、或いは平面や断
面を決定するに必要な基本的な寸法等の知識を確認し、
活かしながら室内空間の設計作業を習得する。

空間、家具の寸法を理解できる。 15 10 25

平面図を適切に描くことができる。 10 10 5 25

断面図を適切に描くことができる。 10 10 5 25

室内の空間に対する簡単な提案ができる。 5 10 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 20 100

悪
臭
防
止
法

２ ５
規制地域、規制値の決定、測定データの解釈、法を用い
て行えるパフォーマンスの限界、現実問題との接点など
実例を学ぶことによって法規制の実態を学ぶ。

悪臭防止法が制定された理由（背景）を説明できる 10 10 20

悪臭防止法の各条文の意味するところを理解できる 10 10

規制地域及び規制値について理解できる 10 5 15

臭気判定士の役割を理解できる 5 10 15

特定悪臭物質規制（機器分析法）と臭気指数規制（嗅覚測定法）を
理解できる 5 10 5 20

代表的な脱臭技術を理解できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 70 0 5 15 0 100

脱
臭
性
能
評
価
演
習

２ ５様々な消脱臭製品の性能を評価する方法を学び、演習を通して、その除去率の算出方法を取得する。

空気清浄機の脱臭性能評価方法について理解できる。 10 10 20

芳香剤の効果の評価方法について理解できる。 10 10 20

消臭剤の効果の評価方法が理解できる。 10 10 20

消脱臭製品の脱臭性能を評価できる。 5 10 10 25

脱臭効率の計算ができる。 5 10 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 50 0 0 10 0 100

ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
演
習

２ ６
実際に精油の香りを嗅いで体験し、精油の抽出方法や歴
史、精油を選択する際の情報として効能や禁忌について
正しい知識を身に付ける。

アロマテラピーの意味を説明できる。 10 10 5 25

アロマテラピーの歴史を説明できる。 15 10 25

アロマテラピーの注意点が理解できる。 15 10 25

アロマオイルの効能が理解できる。 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 10 0 100

に
お
い
の
生
理
・
心
理
評
価
演
習

４ ６においが人の心理・生理に与える影響を客観的に評価する方法を用いた演習を行う。

心理評価ができる。 10 15 25

鎮静効果・興奮効果を測定できる。 5 5 10 5 25

疲労度の測定ができる。 5 10 10 25

ストレスに関係する生体計測について理解できる。 5 10 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 5 0 45 25 0 100
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科
目
群

区
　
　
分

授
業
科
目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

生
活
環
境
評
価
演
習
２

２ ５
生活環境における温熱環境および音環境に着目し、生活
環境における温熱環境および音環境の実態を把握すると
共にそれぞれの環境評価および改善手法について学ぶ。

温熱環境の各要素の影響について説明ができる。 20 20

温熱環境の実態の評価ができる。 20 20

温熱環境の簡単な改善方法について説明できる。 20 20

騒音環境の人体影響について説明できる。 10 10 20

騒音環境の実態が理解でき、簡単な騒音防止対策について説明でき
る。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 80 0 100

生
活
環
境
創
造
演
習

２ ６本講では、CADを用いて室内空間の提案を行うために必
要な表現能力、プレゼンテーション能力を習得する。

３次元CADの概念を理解する。 10 10 20

ヒト、モノと生活環境の関係性を理解する。 10 20 30

室内空間に対する提案をするためのプレゼンテーションに必要な基
礎的技術を習得している。 10 10 10 30

計画内容を図面を使用しながら説明することができる。 10 10 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 50 20 100

Ｃ
Ａ
Ｄ
１

２ ２
本講では、建築・インテリア・都市計画・インダストリ
アルデザイン等、幅広い分野で使用されているＣＡＤソ
フトの基本操作を学び、基本的な図面の作成ができる力
を習得する。

CADソフトの概念を理解する。 5 15 10 30

CADソフトの基本操作ができる。 5 15 15 35

CADソフトを使って簡単な図面を書くことができる。 5 15 15 35

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 45 40 100

Ｃ
Ａ
Ｄ
２

２ ３
本講では、図面の種類や図面の描き方、或いは平面や断
面を決定するに必要な基本的な寸法等の知識を確認し、
活かしながら室内空間の設計作業を習得する。

空間、家具の寸法を理解できる。 15 10 25

平面図を適切に描くことができる。 10 10 5 25

断面図を適切に描くことができる。 10 10 5 25

室内の空間に対する簡単な提案ができる。 5 10 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 20 100

悪
臭
防
止
法

２ ５
規制地域、規制値の決定、測定データの解釈、法を用い
て行えるパフォーマンスの限界、現実問題との接点など
実例を学ぶことによって法規制の実態を学ぶ。

悪臭防止法が制定された理由（背景）を説明できる 10 10 20

悪臭防止法の各条文の意味するところを理解できる 10 10

規制地域及び規制値について理解できる 10 5 15

臭気判定士の役割を理解できる 5 10 15

特定悪臭物質規制（機器分析法）と臭気指数規制（嗅覚測定法）を
理解できる 5 10 5 20

代表的な脱臭技術を理解できる 20 20

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 10 70 0 5 15 0 100

脱
臭
性
能
評
価
演
習

２ ５様々な消脱臭製品の性能を評価する方法を学び、演習を
通して、その除去率の算出方法を取得する。

空気清浄機の脱臭性能評価方法について理解できる。 10 10 20

芳香剤の効果の評価方法について理解できる。 10 10 20

消臭剤の効果の評価方法が理解できる。 10 10 20

消脱臭製品の脱臭性能を評価できる。 5 10 10 25

脱臭効率の計算ができる。 5 10 15

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 40 50 0 0 10 0 100

ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
演
習

２ ６
実際に精油の香りを嗅いで体験し、精油の抽出方法や歴
史、精油を選択する際の情報として効能や禁忌について
正しい知識を身に付ける。

アロマテラピーの意味を説明できる。 10 10 5 25

アロマテラピーの歴史を説明できる。 15 10 25

アロマテラピーの注意点が理解できる。 15 10 25

アロマオイルの効能が理解できる。 10 10 5 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 40 10 0 100

に
お
い
の
生
理
・
心
理
評
価
演
習

４ ６においが人の心理・生理に与える影響を客観的に評価す
る方法を用いた演習を行う。

心理評価ができる。 10 15 25

鎮静効果・興奮効果を測定できる。 5 5 10 5 25

疲労度の測定ができる。 5 10 10 25

ストレスに関係する生体計測について理解できる。 5 10 10 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 25 5 0 45 25 0 100
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業
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目

履修区分 
( 単位 )

開
講
期

学修内容 学修到達目標
学科 ( 専攻）の学位授与の方針

必
修
選
択
自
由 A B C D E F G H I J K L Ｍ 合　　計

専
門
科
目
群

展
開
科
目

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

（
学
外
研
修
）

２ 集
中企業におけるインターシップを行う。

実習先企業の業務を理解し、におい・かおり業界での位置づけを説
明できる。 25 25

実務で発生する問題点と解決策の一例を説明できる。 25 25

机上の知識と現実の問題との格差を説明できる。 25 25

将来の進路に対する自分の考え方を述べることができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

卒
業
研
究

セ
ミ
ナ
１

２ ５

本講義では、調査方法、解析方法を身につけるとともに、
プレゼンテーション能力を向上させることを目的として、
総合情報学科で学ぶ各分野の研究および産業界の動向な
どを学び、各自が具体的なテーマをを設定し、そのテー
マについて調査し、調査した内容を発表する。

総合情報学科に関連する課題を複数抽出し、関連づけることができ
る。 30 30

総合情報学科に関連する課題の高度な調査、データ整理、分析を自
ら実施できる。 30 30

得られた結果を基にして考察した内容を報告書にまとめ、その内容
をより高度なプレゼンテーション技術を用いて説明できる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

セ
ミ
ナ
２

２ ６

卒業研究と平行して行われる授業である。そのため，授
業は卒業研究の研究室単位で行われる。卒業研究では各
指導教員の下で研究論文をまとめることになるが，「セミ
ナ２」では，その基礎となる理論・学説や研究方法など
について授業が行われる。授業の内容は，各卒業研究の
指導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究の基礎となる理論・学説をより深く理解できる。 50 50

卒業研究の研究方法をより深く理解できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

セ
ミ
ナ
３

２ ７

「セミナ２」と同様，卒業研究と平行して行われる授業で
ある。そのため，授業は卒業研究の研究室単位で行われ
る。卒業研究では各指導教員の下で研究論文をまとめる
ことになるが，セミナ３でもその基礎となる理論・学説
や研究方法などについて授業が行われる。授業の内容は，
各卒業研究の指導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究に関連する理論・学説を理解できる。 50 50

卒業研究のまとめ方を理解できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

セ
ミ
ナ
４

２ ８

「セミナ３」と同様，卒業研究と平行して行われる授業で
ある。そのため，授業は卒業研究の研究室単位で行われる。
卒業研究では各指導教員の下で研究論文をまとめること
になるが，セミナ４では、卒業論文についての研究成果
発表が中心となる。授業の内容は，各卒業研究の指導教
員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究の内容について論理的に発表できる。 50 50

研究成果を根拠を基にわかりやすく表現できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

卒
業
研
究

６
７
・
８

卒業研究は，これまでの授業を通して知り得た総合情報
学の各研究分野の中から，最も興味のある分野を選択し，
教員の指導を受けながら研究論文を作成する。

卒業研究に関連する理論・学説を理解できる。 10 10

卒業研究のまとめ方を理解できる。 10 10

卒業論文を作成する。 80 80

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
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）

２ 集
中企業におけるインターシップを行う。

実習先企業の業務を理解し、におい・かおり業界での位置づけを説
明できる。 25 25

実務で発生する問題点と解決策の一例を説明できる。 25 25

机上の知識と現実の問題との格差を説明できる。 25 25

将来の進路に対する自分の考え方を述べることができる。 25 25

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

卒
業
研
究

セ
ミ
ナ
１

２ ５

本講義では、調査方法、解析方法を身につけるとともに、
プレゼンテーション能力を向上させることを目的として、
総合情報学科で学ぶ各分野の研究および産業界の動向な
どを学び、各自が具体的なテーマをを設定し、そのテー
マについて調査し、調査した内容を発表する。

総合情報学科に関連する課題を複数抽出し、関連づけることができ
る。 30 30

総合情報学科に関連する課題の高度な調査、データ整理、分析を自
ら実施できる。 30 30

得られた結果を基にして考察した内容を報告書にまとめ、その内容
をより高度なプレゼンテーション技術を用いて説明できる。 40 40

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

セ
ミ
ナ
２

２ ６

卒業研究と平行して行われる授業である。そのため，授
業は卒業研究の研究室単位で行われる。卒業研究では各
指導教員の下で研究論文をまとめることになるが，「セミ
ナ２」では，その基礎となる理論・学説や研究方法など
について授業が行われる。授業の内容は，各卒業研究の
指導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究の基礎となる理論・学説をより深く理解できる。 50 50

卒業研究の研究方法をより深く理解できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

セ
ミ
ナ
３

２ ７

「セミナ２」と同様，卒業研究と平行して行われる授業で
ある。そのため，授業は卒業研究の研究室単位で行われ
る。卒業研究では各指導教員の下で研究論文をまとめる
ことになるが，セミナ３でもその基礎となる理論・学説
や研究方法などについて授業が行われる。授業の内容は，
各卒業研究の指導教員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究に関連する理論・学説を理解できる。 50 50

卒業研究のまとめ方を理解できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

セ
ミ
ナ
４

２ ８

「セミナ３」と同様，卒業研究と平行して行われる授業で
ある。そのため，授業は卒業研究の研究室単位で行われる。
卒業研究では各指導教員の下で研究論文をまとめること
になるが，セミナ４では、卒業論文についての研究成果
発表が中心となる。授業の内容は，各卒業研究の指導教
員の研究専門分野によって異なる。

卒業研究の内容について論理的に発表できる。 50 50

研究成果を根拠を基にわかりやすく表現できる。 50 50

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

卒
業
研
究

６
７
・
８

卒業研究は，これまでの授業を通して知り得た総合情報
学の各研究分野の中から，最も興味のある分野を選択し，
教員の指導を受けながら研究論文を作成する。

卒業研究に関連する理論・学説を理解できる。 10 10

卒業研究のまとめ方を理解できる。 10 10

卒業論文を作成する。 80 80

授業科目の貢献度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
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