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１．大学の教育研究上の目的に関すること（学則を抜粋）。 【担当：教務チーム】 

 （１）文教育学部の目的 

 文教育学部は、人文・社会科学系の学問を中心に、講義、演習、実験、実習等の多様な授業を通じて、学術

研究のための確かな基礎と、国際的に通用する問題発見能力、情報処理能力、問題解決能力、コミュニケーシ

ョン能力を備えた人材を養成することを目的とする。 

     各学科の目的は、次のとおりとする。 

① 人文科学科 

人文科学科は、人類の様々な歩みの中の現象を広く文化として捉え、深く幅広い知識を修得し、それらに立

脚したオリジナルな問いを自ら見つけだし、必要な資料・データをねばり強く収集・整理した上で、独自の

論理を築きあげる総合的な力を有する人材を養成する。 

② 言語文化学科 

言語文化学科は、人間の言語活動や様々な言語表現の本質について深い知見を有するような人材、また、個々

の言語に関して高い運用能力を有するような人材、更には各言語圏に固有の文化とそれら相互間の交流につ

いて幅広い知識を有するような人材を養成する。 

③ 人間社会科学科 

人間社会科学科は、社会学、教育科学、心理学の幅広い基礎知識、深い専門的及び応用的知識を習得し、人

間に対する深い理解に基づき、世界的視野に立って社会の広い分野において主導的役割を果たすことができ

る人材を養成する。 

④ 芸術・表現行動学科 

芸術・表現行動学科は、音楽や舞踊に代表される芸術及び表現行動を理論的研究と実践の両面から追求し、

現代的問題への対応に適用できるような人材を養成する。 

 

（２）理学部の目的 

 理学部は、理学の基礎知識を修得し、大学院において高度な教育を受けるための能力を有する人材及び理学

の基礎知識を活用し社会の多様な分野において主導的役割を果たすことができる人材を養成することを目的

とする。 

各学科の目的は、次のとおりとする。 

① 数学科 

数学科は、数学的素養と論理的思考力を備え社会の様々な分野で主導的役割を果たすことができる人材及

び現代数学の基礎知識と数学的論理思考を身に付け数理的諸科学の発展に貢献できる人材を養成する。 

② 物理学科 

物理学科は、自然科学の基礎である物理学の基礎知識を修得し、それを実際の問題に適用して解決する能

力を身に付けた人材を養成する。 

③ 化学科 

化学科は、様々な物質から成り立つ自然界を、原子・分子の構成とその変化の視点で捉え、得られた知識

を体系化しつつ、化学の諸分野はもとより、生物学、物理学などの基礎分野から、工学や薬学、農学、医学、

地球科学、情報学など多彩な応用分野まで幅広く展開できる人材を養成する。 

④ 生物学科 

生物学科は、「生き物」の複雑で多様な生命現象を科学的に解析する力を養い、幅広い知識に基づいた柔軟

で論理的な思考力を有して豊かな人間社会の構築に貢献できる人材を養成する。 

⑤ 情報科学科 

情報科学科は、20世紀に登場し新しい科学の対象となった「情報」というものを探究するための基礎とな

る知識や方法論と、その種々な応用の実態を学び、更にその成果の上に、これらを自ら開拓するための研究

力の基礎を身に付けた人材を養成する。 

 

（３）生活科学部の目的 

 生活科学部は、自然・人文・社会科学的教養に基づき、人間と生活についての総合的な学識を身に付け、生

活者の立場から、社会で活躍できる優秀な人材を養成することを目的とする。 
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各学科の目的は、次のとおりとする。 

① 食物栄養学科 

食物栄養学科は、人間の「食」を自然科学的かつ総合的に捉え、豊かな食生活や健康な社会を実現するた

めに、食物と栄養について科学的知識と実践的能力を備えた人材を養成する。 

② 人間・環境科学科 

人間・環境科学科は、生活者たる人間と環境との相互作用に関する深い理解を備え、科学的手法を応用し

て、生活面での諸課題に対して人間と環境が共存しうる方策を考案し、かつ、実社会にて実践できる優秀な

人材を養成する。 

③ 人間生活学科 

人間生活学科は、個人の発達や心の健康、人間と社会の関係、生活と文化について、多角的な視点と複合

的なアプローチを駆使し、人間と生活を総合的に理解し、分析する力を備えた優秀な人材を養成する。 

 

（４）大学院人間文化創成科学研究科博士前期課程の目的 

 広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な

高度の能力を養うことを目的とする。 

博士前期課程各専攻の目的は、次のとおりとする。 

① 比較社会文化学専攻は、言語、思想、歴史、芸術を軸とする人文諸科学に関する高度な専門性を構築し、

幅広い教養に基づいた学際的で豊かな研究能力を備えた人材を養成する。 

② 人間発達科学専攻は、教育科学、心理学、発達臨床心理学、社会学、保育・教育支援における基本的な研

究能力とともに、人間の心の発達と社会環境に関る諸問題を学際的視点に基づき総合的・有機的に結びつけ

る能力を身につけた人材を養成する。 

③ ジェンダー社会科学専攻は、人間・生活・社会・環境をめぐる現代的諸問題を、生活政策学、地理環境学、

開発・ジェンダー論の観点から解明しうる新しい学識の獲得をはかり、国際的な視野をもつ人材を養成する。 

④ ライフサイエンス専攻は、生命科学、生活科学の学問領域の有機的な統合を試み、人間を生命、生活の両

面から捉え、ライフサイエンス全般を基礎から応用まで幅広く理解できる人材を養成する。 

⑤ 理学専攻は、数学、物理学、化学・生物化学、情報科学の各分野において高度の専門的能力を有し、境界

領域分野や未知の分野の学問を切り拓くことに意欲的な人材を養成する。 

 

（５）大学院人間文化創成科学研究科博士後期課程の目的 

 高度の専門研究及び専門諸分野の基礎に立つ高度の学際的総合研究を行うに必要な創造的能力を育成し、研

究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な研究能力及びその

基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

博士後期課程各専攻の目的は、次のとおりとする。 

① 比較社会文化学専攻は、人間・社会・文化のありように対応した人間理解・社会把握・文化構造の再考と、

それに伴う領域横断的な視野を備え、多文化の相互理解に立脚した学際的・国際的な研究を推進する高度な

研究者、専門職業人を養成する。 

② 人間発達科学専攻は、教育科学、心理学、発達臨床心理学、社会学、社会政策学、保育学、児童学におけ

る高度な研究能力とともに、人間の心の発達と社会環境に関る学問領域について学際的視野に基づき創造的

な研究を推進する高度な研究者、専門職業人を養成する。 

③ ジェンダー学際研究専攻は、社会科学・人文科学・自然科学の諸学問領域を土台として、ジェンダーの視

点から様々な研究課題群を分析し、問題意識に応じて学問領域を深めるとともに、研究課題に対し学際的な

視点からの考察と提言ができる高度な研究者、専門職業人を養成する。 

④ ライフサイエンス専攻は、生命科学、生活科学の学問領域の有機的な統合を試み、人間を生命、生活の両

面から捉え、ライフサイエンスの諸領域を土台に、高度な専門知識と研究能力を有する、研究者、専門職業

人を養成する。 

⑤ 理学専攻は、自然界の複雑な諸現象を現代自然科学の方法論に基づいて学際融合的に教育研究し、高い専

門性を基礎として新しい科学の創成を目指しつつ、幅広い知識と視野をもつ、次世代を担う高度な研究者、

専門職業人を養成する。 
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２．教育研究上の基本組織に関すること。 【担当：教育支援チーム】 

（１）学 部 

  学     科           講       座 

文
教
育
学
部 

人 文 科 学 科 

言 語 文 化 学 科 

 

人 間 社 会 科 学 科 

芸術・表現行動学科 

形象分析学講座、哲学講座、比較歴史学講座、地理学講座 

日本語・日本文学講座、中国語圏言語文化講座、英語圏言語文化講座、応用

言語学講座、日本語教育講座 

社会学講座、教育科学講座、心理学講座 

舞踊教育学講座、音楽表現講座    

理
学
部 

数 学 科 

物 理 学 科 

化 学 科 

生 物 学 科 

情 報 科 学 科  

数学構造講座、数理解析講座 

基礎物理学講座、物性物理学講座 

構造化学講座、反応化学講座 

構造生物学講座、機能生物学講座 

情報数理講座、情報処理講座      

生
活
科
学
部 

 

食 物 栄 養 学 科 

人 間 ・ 環 境 科 学 科 

人 間 生 活 学 科 

 

食物栄養学講座 

人間・環境科学講座 

発達臨床心理学講座、生活社会科学講座、生活文化学講座 

  

  （２）大学院 人間文化創成科学研究科 

    教育院 

   専   攻          コース・領域 

比較社会文化学専攻 日本語日本文学コース、アジア言語文化学コース、英語圏・仏語圏言語

文化学コース、日本語教育コース、思想文化学コース、歴史文化学コー

ス、生活文化学コース、舞踊・表現行動学コース、音楽表現学コース 

人間発達科学専攻 

 

教育科学コース、心理学コース、発達臨床心理学コース、応用社会学コ

ース、保育・児童学コース 

ジェンダー社会科学専攻 生活政策学コース、地理環境学コース、開発・ジェンダー論コース 

ライフサイエンス専攻 

 

生命科学コース、人間・環境科学コース、食品栄養科学コース、 

遺伝カウンセリングコース 

博
士
前
期
課
程 

理学専攻 数学コース、物理科学コース、化学・生物化学コース、情報科学コース

比較社会文化学専攻 国際日本学領域、言語文化論領域、比較社会論領域、表象芸術論領域 

人間発達科学専攻 

 

教育科学領域、心理学領域、発達臨床心理学領域、 

社会学・社会政策領域、保育・児童学領域 

ジェンダー学際研究専攻 ジェンダー論領域 

ライフサイエンス専攻 生命科学領域、人間・環境科学領域、食品栄養科学領域、 

遺伝カウンセリング領域 

博
士
後
期
課
程 

理学専攻   数学領域、物理科学領域、化学・生物化学領域、情報科学領域 

   研究院 

   系             概       要 

 

基 

幹 

部 

門 

文化科学系 

 

 

 

 

 

 

 

哲学、思想、倫理学、美術史学、歴史学、考古学、生活文化学、民俗学、文学、言語

学、日本語教育、音楽学、スポーツ科学、舞踊学などの分野を研究している教員が所

属しています。教育面では、おもに文教育学部や、生活科学部、それに大学院の比較

社会文化学専攻での授業や学生指導を担当しています。また、文化科学系の教員が中

心となって、研究活動や国際シンポジウムを開催している組織として、比較日本学研

究センターがあります。ジェンダー研究センターの運営や研究活動にかかわる教員が

多いのも特徴です。このほか文化科学系の教員は、外国度教育センターをはじめとし

て、グローバル教育センターなど、本学の教育の基幹部門も支えています。 
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人間科学系 教育科学、心理学、発達臨床心理学、社会学、保育・児童学、ジェンダー研究、生活

政策学、地理環境学、開発研究などの分野を研究している教員およそ40名が所属して

おります。日本における人間に関る諸問題に取り組むとともに、国際的な文脈の中で

研究を位置づけ、海外に研究成果を発信していきたいと考えています。 

自然・応用科学系 自然科学および応用科学の研究を行っている約90名からなる教員集団です。大学の教

員は教育と研究を担当しており、自然・応用科学系の教員は、理学部（数学科、物理

学科、化学科、生物学科、情報科学科）の専門教育または生活科学部の理系の専門教

育（食物栄養学科、人間・環境学科）を担当している教員集団です。大学院教育から

みれば、ライフサイエンス専攻と理学専攻を担当している教員集団ということができ

ます。 

 また、本学にはいくつものセンターがありますが、自然・応用科学系の一部の教員

は、生活環境研究センター、糖鎖科学研究教育センター、ライフワールド・ウオッチ

センター、ソフトマター研究センター、湾岸生物教育研究センター、サイエンス＆エ

デュケーションセンター、総合情報処理センター、ラジオアイソトープ実験センター、

保健管理センターでも研究活動を続けております。 

先
端
融
合
部
門

先端融合系 先端融合という分野は時代とともに変化していくものであるため、およそ5年を目途

に教員の配置換えが行われる予定ですが、今後社会のニーズに応えるお茶の水女子大

学における重要な教育研究拠点に発展していくことを想定しております。 

 

 （３）学内共同教育研究センター   

  ①教育開発センター 

    平成21年度から、全学教育システム改革推進本部のもとに設置しました。教育カリキュラムの開発、授業評

価など教育効果の測定、教職員やティーチング・アシスタントの研修など、教育の質を高めるための取組を、

学部や大学院と連携して、企画・運営・実施しております。 

 

  ②外国語教育センター   

    外国語教育の改善及び推進を行い、学生の語学力及び異文化に対する理解力の向上を図り、高度教養教育を

推進し、もって国際社会において活躍する人材の育成を行うことを目的として運営しております。 

 

③グローバル教育センター 

    外国人留学生及び海外留学を希望する日本人学生に対し、修学及び生活に必要な教育・指導助言を行うとと

もに、地域と連携した留学生のための支援事業を実施することにより、本学の国際交流の推進に寄与すること

を目的として運営しております。 

 

  ④グローバル協力センター 

    開発途上国の女子教育に関する研究および国際協力活動を行い、国際社会へ貢献することを目的に平成15年

度に設立しました。平成14年度から開始された、五女子大学コンソーシアムによるＪＩＣＡアフガニスタン女

性教員研修など女子教育に関する協力事業を実施・研究する女子教育協力研究部門と、開発途上国、特にアフ

リカ中西部諸国における幼児教育に関する協力事業を実施・研究する幼児教育協力研究部門を加えた2部門で活

躍が進められています。 

 

  ⑤生活環境教育研究センター 

    生活環境教育研究センターは、人間生活と環境とのかかわりあいについて多面的に考察し、快適な生活のた

めの環境に関する総合的研究を行い、もって教育研究の進展に資することを目的として運営しております。 

 

  ⑥糖鎖科学教育研究センター 

    糖鎖科学教育研究センターは、本学のもつ伝統的な糖鎖の研究基盤を基礎とし、糖鎖の持つ様々な情報解析

を中心に独自性を持った研究を展開すること、糖鎖を含む広範な生命科学の研究に従事できる有能な人材を養
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成すること、さらに、社会に向かってそれらの科学的知識の重要性を発信することを目的として運営しており

ます。 

 

  ⑦ソフトマター教育研究センター 

    ソフトマターは次世代の新機能性物質の中心的役割を果たす事が期待される工業的応用の観点から、また物

理学と生物学の境界領域における物質であるという観点から21世紀のおける物理学のフロンティアとして非常

に注目されている研究領域であります。このような背景から日本ではまだ注目される機会の少ないソフトマタ

ー物理学の充実を目指して研究体制の確立を進め、平成16年度の国立大学法人化とあわせて、総合的なソフト

マター研究および教育を強力に推進するために研究センターを設立いたしました。 

 

  ⑧比較日本学教育研究センター 

比較日本学教育研究センターは、日本学研究の国際的な交流とネットワークの形成を目的として平成１６年

４月に発足しました。世界各地で行なわれている日本学研究を結びつけて、交流を促進しつつ国際共同研究を

推進します。国際日本学シンポジウムを開催するとともに、共同研究プロジェクトを作り国際的・学際的情報

ネットワークの構築を進めております。 

 

⑨生命情報学教育研究センター 

生命情報学教育研究センターは、生物学の全領域を対象として、生命を原子・分子のレベルから捉え、ゲノ

ム塩基配列、タンパク質の構造や相互作用、細胞の形などのデータを情報科学の方法論を用いて系統的に解析

するバイオインフォマティクスとシステムバイオロジーの教育および研究を行うことを目的として運営して

おります。 

 

  ⑩リーダーシップ養成教育研究センター 

    リーダーシップ養成教育研究センターは、グローバル化した現代社会において求められているリーダーシッ

プに関する研究および教育を行います。グローバル化のみならず、高度に専門化した現代世界において、広い

視野と指導力を有する人材の育成は大学における研究と教育を基礎とする。本学が展開する「女性リーダーを

創出する国際拠点の形成」を基盤に、新たなリーダーシップの研究を展開し、その成果を教育に反映させるこ

とを目的として運営しております。 

 

  ⑪教育研究特設センター 

教育研究特設センターは、外部資金プロジェクトを遂行し、本学の研究及び教育に資することを目的として

運営しております。 

 

  ⑫情報基盤センター 

    情報基盤センターは、学生の皆様のＩＴライフを支援するために、情報教育の提供や環境整備を行っており

ます。また、本学の情報化を推進し、研究及び教育の向上と事務処理等の効率化に寄与することを目的として

運営しております。 

 

  ⑬共通機器センター 

    共通機器センターは、教育研究の一層の充実と便宜のために、大型機器および共通性の高い機器の共同利用

を円滑に行うことを目的として運営しております。 

 

  ⑭ラジオアイソトープ実験センター 

    ラジオアイソトープ実験センターは、放射線を利用した学術的な研究・教育及び放射線の安全管理、放射線

を取り扱う研究者・学生の健康管理を行うことを目的として運営しております。 

 

  ⑮動物実験施設 

    動物実験施設は、動物実験に関する教育研究及び調査を行うとともに、動物実験の研究者の養成に資するこ



 7

とを目的として運営しております。 

 

  ⑯湾岸生物教育研究センター 

    本学の海洋科学に関する教育研究を行うことを目的に、昭和45年4月に千葉県館山市に理学部附属臨海実験所

として設置し、平成16年4月から現在の湾岸生物教育研究センターに改組しました。主に海産生物を対象とした

基礎生物学の教育研究が行われています。 

 

  ⑰サイエンス＆エデュケーションセンター 

    サイエンス＆エデュケーションセンターは、本学における研究成果を基盤として、科学教育コンテンツの開

発・実施と、科学コミュニケーターを養成することで、科学文化の醸成を目指すことを目的として運営してお

ります。 

 

  ⑱ライフワールド・ウオッチセンター 

    科学・技術の発展により多くの人々が豊かで便利な生活を亭受できるようになった反面、環境汚染や地球温

暖化などの問題が現れそして飢餓や疫病の脅威が続いております。特に化学物質や生物による人の健康や環境

への影響について世界的に関心が高まっております。ライフワールド・ウオッチセンターは、人々が安全に安

心して暮らせる世界の構築を目指して、関係諸機関と連携して化学物質管理に係る国際的な動向や国内法体系

の調査研究を行うとともに、化学物質の総合的な管理のあり方に関して社会に提言しています。また、化学物

質とともに人の健康に大きな影響を与える病原菌などの生物の管理や生活・社会に大きな変化を与える技術革

新に関する調査研究を行い広く社会に発信することを目的として運営しております。 

 

  ⑲保健管理センター 

    保健管理センターは、皆さんの健康を保持・増進し、病気の予防や早期発見につとめ、学業が病気で妨げら

れないようにし、皆さんのキャンパスでの生活を質の高いものにすること、また保健管理をさらに充実・向上

させるための調査・研究を行うことを目的として運営しております。 

 

  ⑳学生支援センター 

    大学生活全般における悩みや心配事の相談については学生相談室で対応支援し、セクシャル・ハラスメント

その他の人権侵害の対応についてはセクハラ・人権相談室で対応しております。さらに、留学生に対する、研

究・学修・生活面での教育的援助活動を行うことを目的として運営しております。 

 

  ○21キャリア支援センター 

キャリア支援センターでは、皆さんのキャリア支援、就職支援を行うことを目的としております。具体的な

プログラムとして、a) OG就活ネットワークの構築、b) 就職アドバイザーによる企業と学生のマッチング、c) 働

く力の証明となる「就活パスポート」の発行、d) 企業とタイアップしたキャリア・セミナーの開講などがあり

ます。これらにより、働き続ける力、管理職に必要な意識と実行力を養成いたします。 

 そして、キャリア支援センターは、これらのプログラムの企画・運営を行い、これまでのキャリア・就職関

係のガイダンスや学生の就職支援を行います。 

 

  ○22人間発達教育研究センター 

    人間発達教育研究センターは、子どもの発達過程の解明を基礎として、より良い養育や保育、教育のあり方

を提案していくこと。平成20年4月からは、さらに視点を広げて、生涯にわたる人間の発達に関する総合的な研

究、社会的格差と人間発達科学との関連に関する研究、子どもの発達と教育に関わる実践的な開発研究を行い、

また大学と本学附属学校との研究上の連携全般の企画・調整を行うことを目的として運営しております。 

 

  ○23ジェンダー研究センター 

ジェンダー研究センターはジェンダーに関する総合的・国際的な研究を行い、研究者の育成に資することを

目的としております。本センターはこれまでの女性学研究を、さらにジェンダーの視点から発展させることを
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目指しており、また、国内外から客員研究員を招聘し、特にアジアにおけるジェンダー研究を推進し、国際的

な共同研究を行うことを目的として運営しております。 

 

３．教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。 

  （１）教員組織、運営組織図（H22.7.1 現在）  【担当：教育支援チーム、人事労務チーム】 

①系、講座等の組織、組織内の役割分担（系長、委員会委員等）年齢構成等 
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  ②運営組織図（H22.5.1 現在）【担当：総務チーム】 
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（２）教員数【担当：総務チーム】 

 ①法令上必要な専任教員数 

学部の収容定員 1,868 名に対する専任教員数は 187 名であり、法令上の基準（必要な専任教員数 97 名（う

ち教授 53 名））は遵守しています。大学院の収容定員 625 名に対する研究指導教員数は 330 名（うち教授 212

名）、研究指導補助教員数は 48 名であり、法令上の基準（必要な研究指導教員数 53 名（うち教授 39 名）、研

究指導補助教員数 14 名）は遵守しています。 

□学  部                                       （H22.5.1 現在） 
 収容

定員 教授 准教授 講師 助
教 計 法令上必要な

専任教員数 
(うち
教授)

助
手

人文科学科 220 12 10  1 23  6 (3)  

言語文化学科 320 13 13  1 27  6 (3)  

人間社会科学科 160 11  5   16  6 (3)  

芸術・表現行動学科 108  5  4    9  5 (3)  

学部共通 20  3     3    

文
教
育
学
部 

    小    計  828  44 32  2 78 23 (12)  

数学科 80  5  2  1 2 10  7 (4)  

物理学科 80  9  3  1 13  7 (4)  

化学科 80  6  4  1 11  7 (4)  

生物学科 100 10  5  1  16  7 (4) 1 

情報科学科 160  5  7  1  13  8 (4)  

学部共通  20  2   1   3    

理
学
部 

      小    計 520 37 21 4 4 66 36 (20) 1 

食物栄養学科 144  6  4  1 11  5 (3)  

人間・環境科学科  96  2  4  1  7  5 (3)  

人間生活学科 260  9 12   21  7 (4)  

学部共通  20  3  1    4    

生
活
科
学
部 

      小     計 520 20 21  2 43 17 (10)  

大学全体の収容定員に応じた教員数 1,868      21 (11)  

  合   計 1,868 101 74 4 8 187 97 (53) 1 

□大学院 人間文化創成科学研究科博士前期課程                      （H22.5.1 現在） 

 
収容 
定員 

研究指
導教員
数 

(うち
教授)

研 究 指
導 補 助
教員数 

計
法令上必要
な研究指導
教員数 

(うち
教授) 

法令上必要
な研究指導
補助教員数 

法令上必
要な教員
数 計 

比較社会文化学専攻 120 54 (30) 4 58 6 (4)  6 

人間発達科学専攻 54 26 (14) 0 26 3 (2) 3 6 

ジェンダー社会科学専攻 36 20 (13) 0 20 4 (3) 2 6 

ライフサイエンス専攻 94 39 (26) 5 44 7 (5)  7 

理学専攻 102 42 (25) 5 47 8 (6)  8 

  小    計 406 181 (108) 14 195 28 (20) 5 33 

□大学院 人間文化創成科学研究科博士後期課程                     （H22.5.1 現在） 

 
収容 
定員 

研究指
導教員
数 

(うち
教授)

研 究 指
導 補 助
教員数 

計
法令上必要
な研究指導
教員数 

(うち
教授) 

法令上必要
な研究指導
補助教員数 

法令上必
要な教員
数 計 

比較社会文化学専攻 81 49 (30) 6 55 7 (5)  7 

人間発達科学専攻 42 18 (12) 11 29 4 (3) 4 8 

ジェンダー学際研究専攻 12 13 (10) 2 15 4 (3) 2 6 

ライフサイエンス専攻 45 34 (27) 7 41 5 (4) 1 6 

理学専攻 39 35 (25) 8 43 5 (4) 2 7 

小   計 219 149 (104) 34 183 25 (19) 9 34 

大 学 院 合 計 625 330 (212) 48 378 53 (39) 14 67 
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②男女別、職別の人数等の詳細 

                 （平成22年5月 1日現在 学校基本調査） 

学長 副学長 教授 准教授 講師 助教 助手 計 
教員数（本務者） 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計 

学長・副学長  1 1       1 1 2 

理学部         1 0 1 1 

大学院人間文化 
創成科学研究科    64 38 44 30 1 3 3 7   112 78 190

その他        6  12 0 18 18 

計  1 1 64 38 44 30 1 9 3 7  13 113 98 211

大学院担当者    64 38 44 30 1 3 3 7   112 78 190

休職者          0 0 0 
上記本務
教員のう
ち（再掲） 

外国人    1  1 3  1 2 4 6 

   

学長・副学長以外の教員
学長 副学長 教員からの

兼務 
教員以外 

からの兼務

計 
左記のうち 

外国人 
（再掲） 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 計 男 女 計
教員数（兼務者） 

    55 51 40 96 95 147 242 5 9 14
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（３）各教員が有する業績、学位 【担当：広報チーム】 

本学の教員の教育研究活動に関する情報を広く公開しております。本サイトのデータは教員が自ら入力

したデータに基づいています。(平成 21 年 1 月現在)  

教員情報の例  【教員情報提供：http://researchers.ao.ocha.ac.jp/】 
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４．入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学

者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること。【担当：入試チーム、教務チーム、学生支援チーム】 

（１）入学者受入方針【担当：入試チーム】   

  ①全 体 

【お茶の水女子大学の概要及び方針（アドミッション・ポリシー）】 

お茶の水女子大学は、学ぶ意欲のあるすべての女性の真摯な夢の実現の場であることを使命とし、幅広い

教養と高度な専門性を身につけた女性リーダーの育成を目指しています。そのため不断に教育改革を進め、

文理融合リベラルアーツ教育の導入（平成 20 年度）に引き続き平成 23 年度からは複数プログラム選択型専

門教育をスタートさせます。本学では、すべての女性が年齢・国籍などにかかわりなく自立した女性として、

生涯にわたって多様に活躍できるキャリア形成の場を提供しています。知的好奇心と探究心を抱き、勉学意

欲に富んだ学生の入学を期待しています。 

 

【大学院博士前期課程の概要及び入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）】 

博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要

する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

 

【大学院博士後期課程の概要及び入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）】 

博士後期課程は、高度の専門研究及び専門諸分野の基礎に立つ高度の学際的総合研究を行うに必要な創造

的能力を育成し、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必

要な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

 

  ②学部・学科の一般入試 

【文教育学部（全体）】 

人間は、過去から現在に至るまで地球上のさまざまな地域で、言語をはじめとする文化や科学技術を創造

し、政治、経済、教育などの諸社会組織を発展させてきました。人間と文化と社会を理解するためには、時

間軸と空間軸の上に現代社会を位置づけ、マクロからミクロに至る多次元的なアプローチが必要です。文教

育学部は、人間と文化と社会に迫る、人文・社会系の総合的な学部です。文教育学部は、人文科学科、言語

文化学科、人間社会科学科、芸術・表現行動学科という多彩な学科を持ち、少人数教育によって、専門的に

深く、また総合的に広く学ぶためのカリキュラムを準備しています。各学科には複数の専門コースと３つの

学科（人文科学・言語文化・人間社会）にまたがるグローバル文化学環があります。 

高校での学習は、入試で合格するために必要なのではなく、その後の人生を「よく生きる」ためのもので

す。本学部志望者には、高校において文科系の科目はもちろん理数系の科目まで幅広く、同時にどん欲に深

く学習することを望みます。多様な領域でのリーダーを目指し、意欲と能力と個性に富んだ皆さんが志望さ

れることを期待します。 

 

文教育学部 人文科学科 

人文科学科は、人類のさまざまな歩みのなかから、未来の英知につながるあらゆる現象を広く文化として

とらえる人間の知の総合学を志しています。深く幅広い知識を修得し、それらに立脚したオリジナルな問い

を自ら見つけだし、必要な資料・データをねばり強く収集・整理したうえで、独自の論理を築きあげる力。

勉学を続けていく場合でも、社会に出て活躍する場合でも必ず求められるこうした総合的な力を広く養成す

ることが、本学科の目標です。 

高校では、さまざまな教科や科目について幅広く学ぶと同時に、自分の関心をもったテーマについて自主

的に読書や調査を行うことを通じ、知的探求の面白さを経験してきていただきたいと思います。いわゆる「指

示待ち」型ではなく、物事を多面的に考えられる柔軟な思考力を持ち、独創的な解に到達しようとする意欲

のある学生の皆さんの入学を希望します。 

なお、人文科学科には、哲学・倫理学・美術史コース、比較歴史学コース、地理学コースの３つの専門コ

ースがあり、入学後、自分が何を学びたいのかを見極め、２年次からいずれかのコースに進学することにな

ります。 
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前期日程入試では、大学入試センター試験および本学の個別学力検査の合計点によって合否を判定します。 

後期日程入試では、より個性的な学力を見るために、大学入試センター試験の得点の高い方から順に３教

科・科目を利用し(150 点)、本学の試験(100 点)との合計で合否を判定します。本学の試験では、英語の課題

文を読んだうえで、設問に従って論述するという小論文を出題します。この試験では英和辞書（電子式を除

く。）の持ち込みを認めています。なぜなら、ここでは英文の逐語訳ができるかどうかよりも、全体の文意を

的確に捉えることができるか(英語の読解力)という点を重視しているからです。くわえて、発想の独創性、

論理構成力、豊かで正確な文章表現力といった点が評価の対象となります。 

 

文教育学部 言語文化学科 

皆さんは学校では主として国語や外国語の授業で文学や言語に接してきました。そしてそれ以上に、生ま

れてから現在までの家庭生活や社会生活の中で、言葉を操る力を獲得し、心を揺さぶる文学作品に出会って

きたことでしょう。その中で、言葉や文学の美しさや不思議さを一度も感じたことのない人はあまりないと

思います。 

言語文化学科での学習研究を通じて、皆さんは漠然とした感動や疑問を明確な言語として表現し、さらに

それを説明、解明していく方法を学ぶことでしょう。また、そうした方法を身につけることにより、これま

で気づかないでいた言葉や文学の面白さや不思議さを発見することでしょう。また、各言語文化圏に固有の

文化や思想、そして異文化間の交渉や交流について深く知ることになるでしょう。私たちは、そのような知

的行為に興味を持ち、そのための訓練に耐えられるだけの、十分な基礎学力と、旺盛な知的好奇心と、言葉

への愛着を持った学生を求めます。入学後は、１年次末に 終的に進学する専門コースが決まります。 

一般入試には、前期日程と後期日程があります。それぞれの試験方法と評価の基準について、以下に簡単

に紹介しておきます。 

前期日程入試では、大学入試センター試験と本学の個別学力検査の合計点で決まります。大学入試センタ

ー試験に関しては、国語や外国語の点数を特に重く見ることはしていません。それは、本学科の選抜方法が、

高等学校までどの科目もおろそかにすることなくきちんと学習してきた学生を選ぶことを目的としているか

らです。大学入試センター試験では主要６教科の基礎的な学力を判定します。本学の個別学力検査は国語と

外国語ですが、いずれも基礎的な知識の他に、長い文章を正確に読みとる力、自分の考えを文章できちんと

表現する力があるかを見ます。 

後期日程入試では、大学入試センター試験と本学の個別学力検査の小論文試験の合計点で決まります。前

期日程と同様、大学入試センター試験の成績については、科目による傾斜配点はしていません。私たちは高

校までの学習におけるいわゆる「得意不得意」ではなく、本人の本当の意味での知的関心や適性を尊重した

いと考えるからです。 

本学の個別学力検査の小論文では、与えられた文章や設問を正確に理解する力と、自分の考えを整った文

章にまとめる力、そして言葉に対する感覚を中心に評価します。 

 

文教育学部 人間社会科学科 

人間社会科学科では、人間について深い理解を持ち、その理解を現実的な場面で役立てていこうとする意

欲ある人を求めます。当学科には、人間の意識や行動の社会的側面を考えたり(社会学コース)、心理的側面

を考察したり(心理学コース)、人間の発達について多角的に考える（教育科学コース）という、３つの研究

領域がありますが、共通しているのは、自分を含めた「人間」に対するあくなき好奇心です。人間に関わる

諸問題を学問的に解明したり、そこで得られた知識を実際に役立てていきたいと考える学生の進学を期待し

ます。 

高校ではさまざまな教科や科目について幅広く学んでください。特に、国語・英語（外国語）・数学は、大

学での学習と研究にとってたいへん重要な基礎的能力を育成するのに役立つでしょう。このほか地歴・公民

や理科の学習を通じて、人間について深く考える姿勢と能力を身につけた学生を歓迎します。 

なお、人間社会科学科には、上記のように社会学コース、心理学コース、教育科学コースの３つの専門コ

ースがありますが、入学後、各コースの特徴と自分の関心とを精査検討して、２年次から、いずれかのコー

スに進学することになります。 

前期日程入試では、大学入試センター試験によって、幅広い基礎的な知識・教養を身につけているかどう
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かを判断します。学科ごとの個別学力検査では、大学での研究に必要不可欠な基礎的能力を身につけた志願

者を得るために、国語・数学・外国語の３科目入試にしています。 

後期日程入試では、幅広い基礎的教養のほか個性的な学力を見るために、大学入試センター試験の５教科

又は６教科に加え、小論文を採用しています。小論文では、「読み、思考し、表現する」能力などが評価の対

象となります。 

 

文教育学部 芸術・表現行動学科 

本学科は、人間の芸術及び表現行動としてのパフォーマンスとその学問的研究との両方を、同時に追究し

ようとする貪欲な人を求めています。本学は小規模ながらも総合大学ですから、その特性を十分に利用して、

「自ら」多様な可能性を切り開こうという積極的姿勢が要求されます。 

[ 舞踊教育学コース ] 本コースは、舞踊を中心にスポーツから日常動作にいたる人間の身体活動や表現につ

いて、理論と実践の両面から積極的に研究を進めることのできる、両者のバランスの取れた、エネルギッシ

ュな人材を求めています。舞踊は高校で学ぶ全ての教科と関連していますので、幅広く学習を進めてくださ

い。その上で、保健体育、国語及び英語については特に重点的に学習し、基本的な運動能力、文章表現力、

英文の読解力をきちんと身につけてきてください。 

[ 音楽表現コース ] 音楽は人間の感性に関わるとともに、高度に知的社会的な活動であり、人間の営みに深

く根づいています。勉強も実技もきちんとやってみたい、そんな贅沢な悩みを抱えている人にこそ、本コー

スは開かれています。高校で学ぶ教科はすべて重要ですが、音楽は言うまでもなく、英語と世界史はしっか

りと身につけてきてください。 

 

文教育学部 グローバル文化学環について 

文教育学部では平成１７年度から「グローバル文化学環」という新しい名称の共通進学コースを設置しま

した。この学環は、グローバル化する現代社会のなかで、国際協力やビジネス・学校教育・地域社会など、

さまざまな場で活動するための知識と態度を育成することを目的にしています。 

その特徴は、文教育学部の３つの学科（人文科学・言語文化・人間社会）のいずれからも進学でき、主専

攻にすることができることです。また、専門コースに進学した学生も、グローバル文化学の専攻科目を副専

攻として履修することができます。 

この学環への進学を希望する学生は、自分の関心や得意分野にそって、受験する学科を選んでください。

カリキュラムなど、さらに詳しい情報を知りたい人は、文教育学部のホームページにアクセスしてみてくだ

さい。 

 

    【理 学 部（全体）】 

理学部とは、基礎科学の分野を研究対象として、主に自然界の原理や法則の追究を行うところです。本理

学部は、数学、物理学、化学、生物学、情報科学の５学科からなり、少人数ゆえのきめ細かな指導により、

高水準の教育・研究を行ってきており、数少ない女子大学の理学部として多くの有為な人材を養成してきま

した。 近はさらに大学院に進む者も多く平均進学率は６割を超えています。 

このような教育・研究の場に知的好奇心溢れる女性を受け入れ、次世代のリーダーあるいは中核となる人

材を育成し、社会に輩出することを目指しています。 

本学部志望者には、高校において、理系科目（数学、理科〔物理、化学、生物〕）を学び、論理的思考力を

身につけるようにすること、および、自然科学の基礎知識を習得しておくことはもちろんのこと、文系科目

（国語、社会、英語）も幅広く履修し、筋道の立った文章が書けることなどが望まれます。 

「推薦入試」、「帰国子女・外国学校出身者特別入試」においては、志望学科に関係する各種コンテストな

どで活躍した実績も評価します。 

 

    理学部 数学科 

数学は、あらゆる現象の背後にある数や図形の永久に変わらない真理を追究する学問です。それを学ぶこ

とで、魂を揺さぶる美しいものや実生活で役に立つものに出会い、また世界を見通すための厳格な論証法を

身につけられると考えます。 
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このような観点から、数学科では主に以下のような目標を持った人を求めます。 

・教師や研究者のように数学を職業としたい人 

・数理的な素養を生かして社会を支える仕事につきたい人 

・とにかく数学に対して意欲を持って勉強したい人。 

受験生に求めるのは以下のことです。 

・高校での数学を十分に理解し、大学での講義に必要な数学の知識を身につけている。 

・文章から数学的な意味を読み取ることができる。 

・自分の考えを数学的、論理的な文章に表現して相手に伝えられる。 

入試問題について：数学については、学習指導要領の趣旨を踏まえて、高等学校の生徒が教科書の中から

論理的に思考して直ちに理解できる事項を出題範囲とします。 

前期日程入試では、基礎学力を試すために標準的問題を多数、そして柔軟な思考能力を試す問題を少し出

題します。標準的問題は、「答えが合っているかどうか」という問題を解く能力を見るだけでなく、上記の

ように「論理的な文章の読み書き」の能力を調べるためのものです。数学に限らないことですが、自分の考

えを説明するには筋道を明確にして議論をすすめなくてはいけません。ですから、受験生は数式を使った小

論文を書くつもりで答案を書けば、高い評価を得るでしょう。合否は、大学入試センター試験の得点と、出

願書類及び本学の個別学力検査の結果により判定されます。 

後期日程入試では、数学の力を重視して選考します。本学の個別学力検査（数学）では、高校で学ぶ数学

の基礎的事項を正確に理解し応用できる力、基本的な計算を確実に行える力、考えたことを明解かつ論理的

に述べることができる力などをみます。また、外国語で書かれた数学の文献を読む必要性や国際的にも活躍

する人材の養成という趣旨を踏まえ、大学入試センター試験の外国語を選考に用います。 

 

理学部 物理学科 

自ら考えて問題を見つけ出し、自ら考えてこれを解決する学生を希望します。（もちろん、必要になれば

教員の適切な助言および指導を受けることができます。）また、豊かな人間性とともに、他人との協調性に

優れた人格が望まれ、忍耐力も必要です。卒業後には物理学の勉学を通して培った、「物事の法則を発見し

それを応用する能力」を各方面で発揮し、社会において指導的役割を果たす女性となることを期待していま

す。しかしながら究極的には、「物理学を学んで生き生きと充実した人生を送ること」が も大切と考えて

います。 

前期日程入試では、豊かな人間性をもつ志願者を得るために、大学入試センター試験から幅広い教養を身

につけているかどうかを判断します。また本学の物理の試験では、単なる公式の暗記力を見るのではなく、

「物事の法則を発見しそれを応用する能力」を判定するために、様々な工夫を凝らした問題が出題されます。

このような能力を発揮するためには、数理的な解析力や表現力が必須です。そのため数学の試験を課してい

ます。合否は、出願書類を参考にし、大学入試センター試験と本学の個別学力検査の合計点で判定します。

合計点が同点の場合には、本学の個別学力検査の物理の点数を重視しています。 

後期日程入試では、大学入試センター試験のみを課しています。これは、幅広い教養を身につけた学生を

バランスの取れた出題問題から求めようとするものですが、物理学科のアドミッション・ポリシーに従って、

物理学と数学の試験を重視しています。合否は、出願書類を参考にしながら、大学入試センター試験の合計

点で判定します。 

 

理学部 化学科 

化学は、原子・分子をなかだちとして自然科学のあらゆる分野と密接に協力して発展するものであり、そ

の領域は数学・物理学の理解が不可欠な分野から、さらに生物学や地球科学の知識の必須な分野まで広がっ

ています。したがって、化学科の志願者は、高校では化学のほかにこれらの基礎となる科目、特に、物理・

生物を幅広く履修して、論理的思考力や自然科学の基礎知識をしっかり体得しておくことが望まれます。ま

た、英語で書かれた文献を読みこなす語学力も要求されますので、高等学校での英語の十分な学習が必要で

す。入学後には、専門の学習や研究の基盤となる実験能力を養うため、学生実験を重視しています。 

前期日程入試では、合格判定は、出願書類を参考にしながら、大学入試センター試験と本学の個別学力検

査の合計点で判断しています。本学の個別学力検査では、化学の知識と理解力などの基礎学力ばかりでなく、
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筋道を立てて考える論理的な思考力や、答えに至るまでの自分の考えを正しく表現する能力も判定します。 

後期日程入試では、大学入試センター試験および本学の個別学力検査を課しています。（個別学力検査の

内容については、入試チームホームページを参照のこと。(URL http://www.ao.ocha.ac.jp/)  

大学入試センター試験では、化学を中心とした幅広い基礎知識と理解力を身につけているかどうかを判断

するため、理科にウエイトを置きつつ、数学、外国語、国語などの試験も重視します。合格判定は、出願書

類を参考にしながら、大学入試センター試験の成績及び本学の個別学力検査の結果に基づいて行います。な

お、入学後、化学科専門科目では、化学Ⅱ及び数学Ⅲの内容を理解していることを前提に授業を行うので注

意してください。 

 

理学部 生物学科  

生物学は、微生物からヒトまで、多種・多様な“生き物”の複雑で多様な生命現象を研究します。そのた

めには、いろいろな視点から考える柔軟な思考力とそれを支える幅広い基礎知識が必要です。したがって、

高校生時代を通して、理系、文系を問わず、教科科目を幅広く学び、論理的思考や知的好奇心をはぐくんで

いることを希望します。また、“生き物”の複雑で多様な生命現象を観察し、“生き物”と忍耐強く対話し、

自ら考え、自ら問題を見つけ、試行錯誤しながらこれを解決する意欲とパワーをもつ学生を希望します。“生

き物”に関する理解と関心を深め、人間社会により豊かな知の財産を築ける人に育つことを期待しています。 

前期日程入試では、生物の基礎知識や考え方を判定しますが、それだけでなく、データや図形を理解する

能力、それらを組み合わせて考える能力も判定します。さらに、数学、物理学、化学の論理と知識も重要と

考えています。したがって、数学と物理・化学（選択）の試験を課しています。また、学年が上がるにつれ

て外国語の文献や本を読んだり、外国語で研究成果を発表する機会が多くなります。そのため、外国語試験

を課しています。合格判定は、出願書類を参考にし、大学入試センター試験と本学の個別学力検査の合計点

で行っています。合計点が同点の場合には、本学の生物の点数を重視します。 

後期日程入試では、大学入試センター試験及び本学の個別学力検査（小論文及び面接）を課しています。

大学入試センター試験では、科学に関する幅広い知識と考え方を身につけているかを判断するために、理科

にウエイトを置きます。小論文では、生命現象をさまざまな視点から解析する柔軟かつ論理的な思考力、問

題提示及び問題解決能力を備えているかどうかを見ます。面接では、面接担当教員との質疑応答を通して総

合的な思考力を判断します。それと同時に生物学を学ぶ意欲も重視します。 

 

理学部 情報科学科 

情報科学はコンピュータの出現によってその存在と価値が確かめられた「情報」とよばれる概念を、エネ

ルギーや物質と並ぶ世界の主要な構成要素として認識し、その生成、管理、利用に関する原理を探究する新

しい学問分野です。今日、その応用は自然科学や工学のみならず、社会科学や人文科学にも及んでいます。

この奥深さを理解し、これまでの成果を学びたい人、さらに今後の進展に積極的に貢献したい人にぜひ進学

してきてほしいと思います。情報科学は、これまでの数理科学や自然科学の考え方を偉大な先達として独自

の方法論を展開しようとしていることから、広くかつ深い理系のセンスが問われます。情報科学を通じて 21

世紀の科学技術を支えるのは自分たち女性だと心底思っている人、あるいは思いたい人、あるいはそういわ

れて「そうなんだ」と今気づいた人を大歓迎します。 

前期日程入試では、豊かな人間性をもつ志願者を得るために、大学入試センター試験から幅広い教養を身

につけているかどうかを判断します。基本的な考え方にあるように、情報科学は奥行きの深い学問であり、

高校時代には理数系全般を学んで来ることが望まれます。そのため本学の情報科学科の試験では、理科系の

選択で数学、物理、化学および生物の４つの試験から２科目を選べるようにしています。また、理系におい

て数学は基本的な能力であり、本学科の試験でも数学を重視しています。合格判定は、出願書類を参考にし、

大学入試センター試験と本学の試験の重みを付けた合計点に基づいて行われます。（詳しいことは募集要項

の配点表を参照してください。）合計点が同点の場合には、本学の個別学力検査の点数を重視します。なお、

入学時にコンピュータを使えることは仮定しません。 

後期日程入試では、大学入試センター試験と本学独自の数学の試験を課しています。大学入試センター試

験を課すことは、幅広い教養を身につけた学生をバランスのとれた出題により求めたいという趣旨ですが、

情報科学科のアドミッション・ポリシーに従って、数学、理科と外国語の点数を重視しています。また、本
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学独自の数学の試験は情報科学を勉強するために必要となる数学の素養を持った学生を求めたいという趣

旨に基づいています。 

合格判定は、出願書類を参考にしながら、大学入試センター試験の上記３科目に重みを付けた合計点と本

学独自の数学の試験に基づいて行われます。（詳しいことは、入試要項の配点表を参照してください。）入学

時までにコンピュータを習得していることは仮定しません。 

 

【生活科学部（全体）】 

現代のわたしたちの日常生活は、日々、地球規模の変化と連関の中で営まれており、あらゆる場面で持続

可能性が問われています。生活の質と作法を再検討し、現代にふさわしい価値と規準を発見し創出すること

は、まさに時代の要請だといえます。 

生活科学はこの要請に応えるために、食の科学と健康、人間と環境、人間の発達と心の健康、人間生活と

社会、人間生活と文化に関する諸問題を、高度に専門分化した学知を結集して、生活者の視点から多面的か

つ総合的に解明することを目ざしています。 

生活科学部の特徴は、第１に、このような文理融合の総合応用科学としての生活科学を学ぶ点にあります

が、第２に、(1)高密度の講義、(2)少人数の実験・実習・演習、(3)個別的な卒業論文指導を軸とする少人数

教育にあります。また特に家庭科の教員免許を取得しやすいカリキュラムになっていることも生活科学部の

特徴の一つです。 

生活科学部は、人間と生活と環境を分析的かつ総合的に理解する技法を学び、専門的学知に裏打ちされた

確かな教養と豊かな構想力を身につけ、将来、社会の多方面で活躍する女性リーダーを育成することを使命

としています。 

高校での学習はすべての科目が、大学での勉学に必要な基礎です。志願学科の別を問わず、家庭科・芸術

科目・保健体育も含め、オールラウンドの学力を身につけておくことを望みます。 

 

生活科学部 食物栄養学科 

食物は人間が生きていくために必要であり、おいしい料理や豊かな食生活はわれわれの生活にうるおいと

楽しさを与えます。一方で、偏った食事や不規則な食習慣はさまざまな疾患の原因となって、われわれの健

康に影響を及ぼします。食物と人間および健康は時代を問わず、社会の人々から大きな関心がもたれていま

す。 

本学科は、豊かな食生活や健康な社会の実現に向けて、食物と栄養に関する科学的視点と実践力を身につ

けた社会のリーダーとなる専門家の育成をめざしています。そのために、本学科では、食品化学、食品貯蔵

学、調理科学、栄養化学、臨床栄養学、応用栄養学、栄養教育学、給食経営管理学、公衆栄養学などさまざ

まな学問分野において、遺伝子レベルから人間栄養学的なものまで幅広く教育研究を行っています。少人数

教育による実験実習を重視し、卒業研究では、全員が食物栄養学科や生活環境教育研究センターの各研究室

で、特定のテーマについて研究を行います。また、本学科を卒業すると、栄養士免許が取得できるのと同時

に、管理栄養士の国家試験受験資格が得られます。 

本学科の教育研究は自然科学を基盤とするため、高等学校において化学、生物、物理などの自然科学の基

礎をしっかり学習していることを望みます。具体的には、数学については数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂを、理科につ

いては物理Ⅰ・Ⅱ、化学Ⅰ・Ⅱ、生物Ⅰ・Ⅱのうち２科目以上を履修しておくことを求めます。また、数学

Ⅲ・Ｃについても履修していることを望みます。食物や栄養、健康に強い関心を持ちそれを社会に還元しよ

うとする意欲のある人には 適な学科です。 

前期日程入試では、大学入試センター試験（５教科７科目）と本学の個別学力検査（数学、理科、外国語）

において、自然科学をはじめとする幅広い基礎学力を評価します。 

後期日程入試では、大学入試センター試験の成績を重視します。面接では本学における勉学意欲や適性の

確認、自然科学系の基礎知識に関する質問をすることもあります。面接はＡＢＣ評価により、合格判定の資

料とします。 

 

生活科学部 人間・環境科学科 

人間は、利便性、快適性、安全性などを追求し、身の回りの環境を常に変えて来ました。食糧は豊富にな
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り、暮らしは便利になり、病気が減り寿命も延びました。しかしその反面、環境のあまりに大きく急速な変

化に対して人間が適応できず、人類の存続にも影響する様々な問題も生じてきています。これに対して本学

科では、「人間にとっての環境、環境にとっての人間」という視点に立ち、人間と環境の相互の働きかけを具

体的に評価・設計・提案し、よりよい生活環境を創造するための研究と教育を行っています。 

本学科の柱となる学問分野には、自然人類学、人体生理学、人間工学、福祉工学、環境機能材料学、環境

化学、環境衛生工学、建築学などがあります。自然科学の好きな人、人間と環境にかかわる基礎的な科学を

十分に学び、深く研究してみたい人、専門家として真に健康で豊かな生活を構築するために寄与したいと考

えている人を、本学科は歓迎します。志望される方は、高等学校において理数系の基礎をしっかりと履修し

ていることを望みます。具体的には、数学については数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂを、理科については物理Ⅰ・Ⅱ、

化学Ⅰ・Ⅱ、生物Ⅰ・Ⅱ、地学Ⅰ・Ⅱのうち２科目以上を履修しておくことを求めます。また、数学Ⅲ・Ｃ

については履修していることを望みます。 

前期日程入試では、大学入試センター試験（５教科７科目）と本学の個別学力検査（数学、理科、外国語）

において、自然科学をはじめとする幅広い基礎学力を評価します。 

後期日程入試では、大学入試センター試験の成績を重視します。面接では本学における勉学意欲や適性の

確認、自然科学系の基礎知識に関する質問をすることもあります。面接はＡＢＣ評価により、合格判定の資

料とします。 

 

生活科学部 人間生活学科 

人間の生活は、生涯にわたる人間の発達、生活を営むための人間社会のあり方、民族、歴史や伝統、文化

などさまざまな面が相互に関連した、複雑で総合的な営みです。高度に複雑化した現代社会においては、こ

の複雑な人間生活の営みを総合的に理解し、人間が生涯を通して生き生きと生活できるための条件や社会の

仕組み、文化のあり方を明らかにし、それを実現する人材が求められています。 

人間生活学科では、こうした豊かな人間生活の実現を担う人材の育成を、相互に関連する３つのアプロー

チによってめざしています。①人間の生涯発達にかかわる発達心理学・臨床心理学・保育学的理解と実践の

連携、家庭や保育あるいは心理臨床などの現場に役立つ理解－発達臨床心理学講座、②地域社会から国際社

会まで、多元的な社会環境を視野に入れ、家族、消費者、女性、高齢者、子ども、政策の問題など、生活と

社会及びその関係についての社会科学的理解－生活社会科学講座、③人間にとって も身近な服飾と住居、

工芸、デザインを中心とする生活造形を対象とし、生活文化の歴史と現在について、美学的・比較文化的・

民俗学的理解－生活文化学講座の３つです。こうした課題に関心があり、問題意識と研究意欲を持っている

人、錯綜する現代の生活状況の中で、人間性を重視した社会を築くために貢献したいと考えている人、潤い

のある生活を実現しようという熱意をもっている人には、ぜひ人間生活学科で学んでほしいと思います。志

望される方は、人間生活学科の３つのアプローチを踏まえ、高等学校において地理歴史・公民の諸科目など

文科系の基礎を幅広く履修していることを望みます。 

前期日程入試では、大学入試センター試験（６教科７科目）と本学の個別学力検査（２教科：外国語、国

語または数学）により、幅広い基礎学力を評価します。 

後期日程入試では、大学入試センター試験の成績を重視します。面接では本学における勉学意欲や適性の

確認、問題意識や人文科学・社会科学系の基礎知識に関する質問をすることもあります。面接はＡＢＣ評価

により、合格判定の資料とします。 

 

③ ＡＯ入試 

【本学の教育理念とＡＯ入試の趣旨】 

多様化しグローバル化する社会では、たしかな専門的知識とともに、それを人に伝えるコミュニケーショ

ン力や応用する実践力が求められています。女性は、仕事、家庭、地域社会といったさまざまな場での活躍

が期待され、その社会的影響力は大きなものがあります。 

お茶の水女子大学では、女性の能力開発とリーダーの育成を教育目標に掲げ、さまざまなプログラムを設

けています。専門的な知識を多様な場で使いこなせる土台を育成するための「文理融合 21 世紀型リベラルア

ーツ」科目群を平成 20 年度から新設しました。さらに、リベラルアーツを踏まえた高度な専門教育をすすめ、

創造性と実践性を備えた専門基礎力を持つ女性の育成を実現するために、学生主体の「専門教育複数プログ
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ラム選択履修制度」を平成 23 年度から開設いたします。国際的な場で活動する人材を育成するための語学教

育、国際学、多文化交流などのプログラムを強化し、海外の交流協定校への留学を推奨しています。これら

の基礎となる情報収集力や発信力を高めるため、希望者に対するノートパソコン貸与事業を開始しました。

「女性リーダーを創出する国際拠点の形成」では、大学院生・学部学生向けに、将来の女性リーダーを育成

するために各種の講座を開講し、研究、行政、産業界など各方面で活躍する女性リーダーを講師に招いて女

性の将来像を提示するとともに、実践的な指導も行ってまいります。 

「学際性」と「国際性」をもった将来の女性リーダーには、通常の学力試験には表れない総合的な力（ポテ

ンシャル）が重要であると考えます。このような資質をもった学生を、広く各地から選抜するため、AO 入試

を行います。 

 

【求める人物像】 

本学での勉学に強い意欲と専門性を磨いていくために必要となる十分な基礎的学力をもっている。これに

加えて、以下の項目のいずれかひとつ以上に当てはまる方を求めています。 

１．知識や意見を人に伝え、実践するためのコミュニケーション能力や応用力を備えている。 

２．真理の探究に対する憧憬と文・理双方への興味・関心をもっている。 

３．自分の将来と社会の未来へのビジョンを明確にもっている。 

４．グローバルな視野をもって思考し、国際的な場での活動を希望している(活動の場は国内国外を問わない)。 

 

【学科の受入方針】 

文教育学部 人文科学科 

人文科学科は、人類のさまざまな歩みのなかから、未来の英知につながるあらゆる現象を広く文化として

とらえる人間の知の総合学を志しています。深く幅広い知識を修得し、それらに立脚したオリジナルな問い

を自ら見つけだし、必要な資料・データをねばり強く収集・整理したうえで、独自の論理を築きあげる力。

勉学を続けていく場合でも、社会に出て活躍する場合でも必ず求められるこうした総合的な力を広く養成す

ることが、本学科の目標です。高校では、さまざまな教科や科目について幅広く学ぶと同時に、自分の関心

をもったテーマについて自主的に読書や調査を行うことを通じ、知的探求の面白さを経験してきていただき

たいと思います。いわゆる「指示待ち」型ではなく、物事を多面的に考えられる柔軟な思考力を持ち、独創

的な解に到達しようとする意欲のある学生の皆さんの入学を希望します。 

人文科学科には、哲学・倫理学・美術史コース、比較歴史学コース、地理学コースの３つの専門コースが

あり、入学後、自分がなにを学びたいのかを見極め、２年次からいずれかのコースに進学することになりま

す。ＡＯ入試では、英・数・国の基礎学力をバランスよく備え、自分の将来像をある程度、具体的にもって

いる学生を望みます。 

 

文教育学部 言語文化学科 

言語文化学科には、日本語・日本文学コース、中国語圏言語文化コース、英語圏言語文化コース、仏語圏

言語文化コースの４つの専門コースがあります。これらのコースにおいては、当該の言語の深い理解と高度

な運用能力を身に付けることを目指し、またそれぞれの言語圏の文学や文化の本格的な分析を行います。そ

のためにこの４つのコースのいずれにおいても、文理両分野における十分な基礎学力と、旺盛な知的好奇心

と、言葉への強い愛着を持った学生を求めます。入学後は一般入試で入学した学生と同じ条件で、１年次末

に 終的に進学する専門コースが決まります。 

 

文教育学部 人間社会科学科 

人間社会科学科では、人間について深い理解を持ち、その理解を現実的な場面で役立てていこうとする意

欲ある人を求めます。当学科には、人間の意識や行動の社会的側面を考えたり（社会学コース）、心理的側面

を考察したり（心理学コース）、人間の発達について多角的に考える（教育科学コース）という、３つの研究

領域がありますが、共通しているのは、自分を含めた「人間」に対するあくなき好奇心です。人間に関わる

諸問題を学問的に解明したり、そこで得られた知識を実際に役立てていきたいと考える学生の進学を期待し

ます。高校ではさまざまな教科や科目について幅広く学んでください。特に、国語・英語（外国語）・数学は、
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大学での学習と研究にとってたいへん重要な基礎的能力を育成するのに必要です。このほか地歴・公民や理

科の学習を通じて、人間について深く考える姿勢と能力を身につけた学生を歓迎します。入学後は一般入試

で入学した学生と同様、１年次末に 終的に進学する専門コースが決まります。 

 

文教育学部 グローバル文化学環について 

文教育学部では平成１７年度から「グローバル文化学環」という新しい名称の共通進学コースを設置しま

した。この学環は、グローバル化する現代社会のなかで、国際協力やビジネス・学校教育・地域社会など、

さまざまな場で活動するための知識と態度を育成することを目的にしています。その特徴は、文教育学部の

３つの学科（人文科学・言語文化・人間社会）のいずれからも進学でき、主専攻にすることができることで

す。また、専門コースに進学した学生も、グローバル文化学の専攻科目を副専攻として履修することができ

ます。この学環への進学を希望する学生は、自分の関心や得意分野にそって、受験する学科を選んでくださ

い。カリキュラムなど、さらに詳しい情報を知りたい人は、文教育学部のホームページにアクセスしてみて

ください。 

 

理学部 数学科 

数学は、あらゆる現象の背後にある数や図形の永久に変わらない真理を追究する学問です。それを学ぶこ

とで、魂を揺さぶる美しいものや実生活で役に立つものに出会い、また世界を見通すための厳格な論証法を

身につけられると考えます。本学ＡＯ入試で求める人物像に加えて、上記のような観点から、数学科では主

に以下のような目標を持った人を求めます。 

・教師や研究者のように数学を職業としたい人 

・数理的な素養を生かして社会を支える仕事につきたい人 

・とにかく数学に対して意欲を持って勉強したい人 

受験生に求めるのは以下のことです。 

・高校での数学を十分に理解し、大学での講義に必要な数学の知識を身につけている。 

・文章から数学的な意味を読み取ることができる。 

・自分の考えを数学的、論理的な文章に表現して相手に伝えられる。 

 

理学部 物理学科 

自ら考えて問題を見つけ出し、自ら考えてこれを解決する学生を希望します。（もちろん、必要になれば教

員の適切な助言および指導を受けることができます。）また、豊かな人間性とともに、他人との協調性に優れ

た人格が望まれ、忍耐力も必要です。卒業後には物理学の勉学を通して培った、「物事の法則を発見しそれを

応用する能力」を各方面で発揮し、社会において指導的役割を果たす女性となることを期待しています。し

かしながら究極的には、「物理学を学んで生き生きと充実した人生を送ること」が も大切と考えています。 

ＡＯ入試では、自ら考えて問題を見つけ出し、自ら考えてこれを解決する学生を希望しています。このた

め、物理学へ強い興味を持ち、物理コンテストなどへ積極的に参加した実績を重視します。大学での物理の

授業を履修するうえで、高校での物理および数学の十分な習得は必須ですので、これらの科目は指定科目に

なっています。 

 

理学部 化学科 

化学科の志願者は、まず、化学に深い関心を寄せ、学びへの強い意欲と情熱を持つことが必要です。化学は、

原子・分子をなかだちとして自然科学のあらゆる分野と密接に協力して発展するものであり、その領域は数

学・物理学の理解が不可欠な分野から、さらに生物学や地球科学の知識の必須な分野まで広がっています。し

たがって、高校では化学のほかにこれらの基礎となる科目、特に、物理・生物を幅広く履修して、論理的かつ

理科的な思考力や自然科学の基礎知識をしっかり体得しておくことが前提となります。また、英語で書かれた

文献を読みこなす語学力も要求されますので、高校での英語の十分な学習が必要です。入学後には、専門の学

習や研究の基盤となる実験能力を養うため、学生実験を重視しており、１年次から３年次にわたり幅広い学生

実験を必修として課しています。化学への強い興味と学習意欲に加えて、実験が好きで主体的に取り組む学生

を望みます。 
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理学部 生物学科 

生物学は、微生物からヒトまで、多種・多様な“生き物”の複雑で多様な生命現象を研究します。そのため

には、いろいろな視点から考える柔軟な思考力とそれを支える幅広い基礎知識が必要です。したがって、高校

生時代を通して、理系、文系を問わず、教科科目を幅広く学び、論理的思考や知的好奇心をはぐくんでいるこ

とを希望します。また、“生き物”の複雑で多様な生命現象を観察し、“生き物”と忍耐強く対話し、自ら考え、

自ら問題を見つけ、試行錯誤しながらこれを解決する意欲とパワーをもつ学生を希望します。“生き物”に関

する理解と関心を深め、人間社会により豊かな知の財産を築ける人に育つことを期待しています。ＡＯ入試で

は、生物だけでなく、自然科学を広く学習して、科学的基礎知識や考え方を備えるとともに、論理的思考や知

的好奇心を育んでいることを希望します。生物学のさまざまな領域において強い好奇心や疑問を持ち、積極的

かつ行動的に自ら探究した経験（自由研究や参考文献の調査など）を評価しますので、志望理由書及び活動報

告書に記載してください。入学後は、生物学科のカリキュラムにしたがって、幅広い分野の生物実験科目を履

修して生物学の専門性を高めることを希望します。 

 

理学部 情報科学科 

情報科学はコンピュータの出現によってその存在と価値が確かめられた「情報」とよばれる概念を、エネル

ギーや物質と並ぶ世界の主要な構成要素として認識し、その生成、管理、利用に関する原理を探究する新しい

学問分野です。今日、その応用は自然科学や工学のみならず、社会科学や人文科学にも及んでいます。この奥

深さを理解し、これまでの成果を学びたい人、さらに今後の進展に積極的に貢献したい人にぜひ進学してきて

ほしいと思います。情報科学は、これまでの数理科学や自然科学の考え方を偉大な先達として独自の方法論を

展開しようとしていることから、広くかつ深い理系のセンスが問われます。 

情報科学を通じて 21 世紀の科学技術を支えるのは自分たち女性だと心底思っている人、あるいは思いたい人、

あるいはそういわれて「そうなんだ」と今気づいた人を大歓迎します。一方、ＡＯ入試のかなめは国際性と学

際性です。国際性とは、国際社会で自分の考えを堂々と議論できることですが、そのためには、当然ですが、

国際レベルで通用する内容を自分が持っていることが前提です。情報科学科の先輩たちの中には、有名な国際

会議において自分の研究を発表してきた人達も少なくありませんが、これも深い専門的素養を身に付けた上で

のたゆまない研究が可能としたものです。なお、情報科学では、ほとんどの新しい知識は英語で発信されるの

で、普通に情報科学を学ぶのにも、基本として英語の実力が不可欠です。 

次に学際性ですが、これは一つの専門分野に閉じこもらず、広くいろんな分野に通ずることを意味します。

実はこれも、情報科学と言うものの性格から、普通に必要とされる態度です。コンピュータを用いた解析は、

今や伝統的な科学的計算の分野はもちろんのこと、CG による芸術創造、文学作品の特徴抽出、インターネット

の情報分析による社会の動向予測、化学物質の膨大なデータを処理した新薬の開発アシストなど、あらゆる分

野で、使われているという表現を越えて、むしろ無くてはならないものとなっています。情報科学科の卒業生

たちは、就職してどのような場所で自らの知識と技術を活かすことになるか分からないので、普通に入学した

人達に対しても広く学ぶという意味での学際性を要求してきました。 

ＡＯ入試の目的の一つはジェネラリストの養成ですが、よく言われるように、本当にものの分かったジェネ

ラリストになるには、ある一つの分野で専門家に匹敵する習練を積み研究活動を経験する必要があります。Ａ

Ｏで合格し、情報科学科に所属してＡＯの目的を貫徹しようと思ったら、まずは一般の入学者と同様、情報科

学の専門教育に励むことが必要です。入試の要件に数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ａ、Ｂ、Ｃの全てを課しているのは、こ

れを可能にするために 低限必要なことであり、講義や演習もこれらを習得していることを前提にして行われ

ます。さらにその上で、今までの情報科学の先輩たちの中でもっとも活躍している人達を目標にして、国際性

と学際性に磨きをかける努力を一般の学生以上にしてください。理科の少なくとも一科目でⅠ、Ⅱを要求して

いるのは、学際性を支える 低の要件であり、その趣旨を全うするためには、本当は、少なくとも理科３科目

でⅠ、Ⅱを履修してきて欲しいところです。現に、情報科学科では、遺伝子情報のデータ解析や、物理・科学

現象のシミュレーションを行っている研究室もあり、そのような講義も開かれているので、情報科学に関連し

た広い知識や方法論を学ぶ環境は整っていますが、高校レベルの理科の知識を大学に入ってから自分で補うの

はなかなかやさしいことではないでしょう。高校で意欲的に学んできた、やる気に満ちた学生を歓迎します。 
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生活科学部 食物栄養学科 

食物は人間が生きていくために必要であり、おいしい料理や豊かな食生活はわれわれの生活にうるおいと楽

しさを与えます。一方で、偏った食事や不規則な食習慣はさまざまな疾患の原因となって、われわれの健康に

影響を及ぼします。食物と人間および健康は時代を問わず、社会の人々から大きな関心がもたれています。 

本学科は、豊かな食生活や健康な社会の実現に向けて、食物と栄養に関する科学的視点と実践力を身につけ

た社会のリーダーとなる専門家の育成をめざしています。そのために、本学科では、食品化学、食品貯蔵学、

調理科学、栄養化学、臨床栄養学、応用栄養学、栄養教育学、給食経営管理学、公衆栄養学などさまざまな学

問分野において、遺伝子レベルから人間栄養学的なものまで幅広く教育研究を行っています。少人数教育によ

る実験実習を重視し、卒業研究では、全員が食物栄養学科や生活環境教育研究センターの各研究室で、特定の

テーマについて研究を行います。また、本学科を卒業すると、栄養士免許が取得できるのと同時に、管理栄養

士の国家試験受験資格が得られます。 

本学科の教育研究は自然科学を基盤とするため、高等学校において化学、生物、物理などの自然科学の基礎

をしっかり学習していることを望みます。具体的には、数学については数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂを、理科について

は物理Ⅰ・Ⅱ、化学Ⅰ・Ⅱ、生物Ⅰ・Ⅱのうち２科目以上を履修しておくことを求めます。また、数学Ⅲ・Ｃ

についても履修していることを望みます。食物や栄養、健康に強い関心を持ちそれを社会に還元しようとする

意欲のある人には 適な学科です。 

 

生活科学部 人間・環境科学科 

人間は、利便性、快適性、安全性などを追求し、身の回りの環境を常に変えて来ました。食糧は豊富になり、

暮らしは便利になり、病気が減り寿命も延びました。しかしその反面、環境のあまりに大きく急速な変化に対

して人間が適応できず、人類の存続にも影響する様々な問題も生じてきています。これに対して本学科では、

「人間にとっての環境、環境にとっての人間」という視点に立ち、人間と環境の相互の働きかけを具体的に評

価・設計・提案し、よりよい生活環境を創造するための研究と教育を行っています。 

本学科の柱となる学問分野には、自然人類学、人体生理学、人間工学、福祉工学、環境機能材料学、環境化

学、環境衛生工学、建築学などがあります。自然科学の好きな人、人間と環境にかかわる基礎的な科学を十分

に学び、深く研究してみたい人、専門家として真に健康で豊かな生活を構築するために寄与したいと考えてい

る人を、本学科は歓迎します。志望される方は、高等学校において理数系の基礎をしっかりと履修しているこ

とを望みます。具体的には、数学については数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂを、理科については物理Ⅰ・Ⅱ、化学Ⅰ・Ⅱ、

生物Ⅰ・Ⅱ、地学Ⅰ・Ⅱのうち２科目以上を履修しておくことを求めます。また、数学Ⅲ・Ｃについては履修

していることを望みます。 

 

生活科学部 人間生活学科 

人間の生活は、生涯にわたる人間の発達、生活を営むための人間社会のあり方、民族、歴史や伝統、文化な

どさまざまな面が相互に関連した、複雑で総合的な営みです。高度に複雑化した現代社会においては、この複

雑な人間生活の営みを総合的に理解し、人間が生涯を通して生き生きと生活できるための条件や社会の仕組み、

文化のあり方を明らかにし、それを実現する人材が求められています。 

人間生活学科では、こうした豊かな人間生活の実現を担う人材の育成を、相互に関連する３つのアプローチ

によって目指しています。①人間の生涯発達にかかわる発達心理学・臨床心理学・保育学的理解と実践の連携、

家庭や保育あるいは心理臨床などの現場に役立つ理解－発達臨床心理学講座、②地域社会から国際社会まで、

多元的な社会環境を視野に入れ、家族、消費者、女性、高齢者、子ども、政策の問題など、生活と社会及びそ

の関係についての社会科学的理解－生活社会科学講座、③人間にとって も身近な服飾と住居、工芸、デザイ

ンを中心とする生活造形を対象とし、生活文化の歴史と現在について、美学的・比較文化的・民俗学的理解－

生活文化学講座の３つです。こうした課題に関心があり、問題意識と研究意欲を持っている人、錯綜する現代

の生活状況の中で、人間性を重視した社会を築くために貢献したいと考えている人、潤いのある生活を実現し

ようという熱意をもっている人には、ぜひ人間生活学科で学んでほしいと思います。 

志望される方は、人間生活学科の３つのアプローチを踏まえ、高等学校において地理歴史・公民の諸科目な

ど文科系の基礎を幅広く履修していることを望みます。 
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④ 推薦入試 

文教育学部 人文科学科  

人文科学科は、人類のさまざまな歩みのなかから、未来の英知につながるあらゆる現象を広く文化としてとら

える人間の知の総合学を志しています。深く幅広い知識を修得し、それらに立脚したオリジナルな問いを自ら見

つけだし、必要な資料・データをねばり強く収集・整理したうえで、独自の論理を築きあげる力。勉学を続けて

いく場合でも、社会に出て活躍する場合でも必ず求められるこうした総合的な力を広く養成することが、本学科

の目標です。高校では、さまざまな教科や科目について幅広く学ぶと同時に、自分の関心をもったテーマについ

て自主的に読書や調査を行うことを通じ、知的探求の面白さを経験してきていただきたいと思います。いわゆる

「指示待ち」型ではなく、物事を多面的に考えられる柔軟な思考力を持ち、独創的な解に到達しようとする意欲

のある学生の皆さんの入学を希望します。 

人文科学科には、哲学・倫理学・美術史コース、比較歴史学コース、地理学コースの３つの専門コースがあり、

学科共通進学コースとしてのグローバル文化学環を含め、入学後、自分がなにを学びたいのかを見極め、２年次

からいずれかのコース・環に進学することになります。なお進学コース・環の選択は、他の選抜方式で入学した

学生と同じ条件で行われます。 

推薦入試では、第１次選考合格者に対し、第２次選考を行います。第２次選考では、自分が学びたいと考えて

いる専門分野（哲学・倫理学・美術史、歴史学、地理学）についての基本的知識や考え方（問題意識）、意欲や

資質などを見るため、小論文と面接（口述試験を含む。）を課し、総合的に合否を判断します。 

（小論文）課題文や資料を読んだうえで、設問に沿って論述してもらいます。課題文・資料の内容を十分に把握

し（読解力）、自分なりの論理を組み立て（論理展開力や独創性）、それを適切かつ表現豊かに論述できるか（表

現力）、を評価の対象とします。 

（面接）質疑を通して、将来の勉学の計画や自分の考えなどを明確にもち、かつそれを相手に的確に表現できる

かといったコミュニケーション能力を見ます。 

 

文教育学部 言語文化学科 

言語文化学科には、日本語・日本文学コース、中国語圏言語文化コース、英語圏言語文化コース、仏語圏言語

文化コースの４つの専門コースがあります。対象となる言語はそれぞれ異なりますが、中国語やフランス語の場

合にはその初歩から上級までの修得、日本語や英語の場合には当該言語のより深い理解を目指し、またそれぞれ

の言語で表現された作品の本格的な研究に取り組むことになります。「ことば」というものの面白さに興味を持

ち、そこに何かを発見したいと思っている皆さん、また洗練された語学力を身につけて広い世界へ足を踏み出そ

うと考える皆さん、また「文学・芸術」が好きで、ただ鑑賞するだけでなく「その先」へ進みたいと思っている

皆さんを歓迎します。 

推薦入試では、日本語・日本文学コース、中国語圏言語文化コース、英語圏言語文化コース、仏語圏言語文化

コースのいずれかでの学習と研究に特に強い興味と意欲を持ち、勉強したい専門分野のはっきりしている受験生

を求めます。入学後は一般入試で入学した学生と同じ条件で、１年次末に 終的に進学する専門コースが決まり

ます。 

選考は書類による第１次選考と、小論文及び面接（口述試験を含む。）による第２次選考に分かれます。第２

次選考の小論文では、それぞれの志望分野に相応しい読解力や表現力、論理の展開力、志望分野に対する関心や

問題意識の高さなどを評価します。面接では、質疑を通して、自らの志向・個性などを相手に的確に伝えるコミ

ュニケーション能力や自己表現力を見ます。 

 

文教育学部 人間社会科学科 

人間社会科学科では、人間について深い理解を持ち、その理解を現実的な場面で役立てていこうとする意欲あ

る人を求めます。当学科には、人間の意識や行動の社会的側面を考えたり（社会学コース）、心理的側面を考察

したり（心理学コース）、人間の発達について多角的に考える（教育科学コース）という、３つの研究領域があ

ります。 

推薦入試では、子どもや大人の学習・教育の勉学や、教育問題の研究に強い意欲をもち、将来、教育科学コー

スに進学して教育思想、教育史、教育社会学、文化人類学、教育方法学、教育課程論、教育開発論、教育行財政

学、生涯学習論、博物館学といった、教育科学のさまざまな研究方法を通して、教育問題に迫り、そのうえで大
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学院に進んで教育科学の研究を深めたい、あるいは小学校の教員その他の教育関係の職に就きたいと考えている

学生を期待します。高校では、さまざまな教科や科目について幅広く学んでください。特に、国語・英語（外国

語）・数学は、大学での学習と研究にとってたいへん重要な基礎的能力を育成するのに役立つでしょう。このほ

か地歴・公民や理科の学習を通じて、人間について深く考える姿勢と能力を身につけた学生を歓迎します。推薦

入試は、第１次選考を出願書類の審査によって行い、第２次選考では、教育科学に関する小論文と面接（口述試

験を含む。）によって総合的に判断します。 

 

文教育学部 芸術・表現行動学科 

本学科は、人間の芸術及び表現行動としてのパフォーマンスとその学問的研究との両方を、同時に追求しよう

とする貪欲な人を求めています。本学は小規模ながらも総合大学ですから、その特性を十分に利用して、「自ら」

多様な可能性を切り開こうという積極的姿勢が要求されます。 

[ 舞踊教育学コース ] 本コースは、舞踊を中心にスポーツから日常動作にいたる人間の身体活動や表現につい

て、理論と実践の両面から積極的に研究を進めることのできる人材を求めています。舞踊は高校で学ぶ全ての教

科と関連していますので、幅広く学習を進めてください。その上で、保健体育、国語及び英語については特に重

点的に学習し、基本的な運動能力、文章表現力、英文の読解力をきちんと身につけてきてください。なお、推薦

入試は、本学のカリキュラム履修に必要な能力を有し、理論と実技のいずれかで特別に優れた能力を有する学生

を募集するためのものです。 

[ 音楽表現コース ] 音楽は人間の感性に関わるとともに、高度に知的社会的な活動であり、人間の営みに深く

根づいています。勉強も実技もきちんとやってみたい、そんな贅沢な悩みを抱えている人にこそ、本コースは開

かれています。高校で学ぶ教科はすべて重要ですが、音楽は言うまでもなく、英語と世界史はしっかりと身につ

けてきてください。推薦入試では、第１次書類選考合格者に対し、小論文・実技検査・面接（口述試験を含む。）

を行います。 

 

理学部 数学科 

数学は、あらゆる現象の背後にある数や図形の永久に変わらない真理を追究する学問です。それを学ぶことで、

魂を揺さぶる美しいものや実生活で役に立つものに出会い、また世界を見通すための厳格な論証法を身につけら

れると考えます。 

このような観点から、数学科では主に以下のような目標を持った人を求めます。 

・教師や研究者のように数学を職業としたい人 

・数理的な素養を生かして社会を支える仕事につきたい人 

・とにかく数学に対して意欲を持って勉強したい人 

受験生に求めるのは以下のことです。 

・高校での数学を十分に理解し、大学での講義に必要な数学の知識を身につけている。 

・文章から数学的な意味を読み取ることができる。 

・自分の考えを数学的、論理的な文章に表現して相手に伝えられる。 

推薦入試では、書類選考のほか、面接（口述試験を含む。）を行います。面接ではあらかじめ数学的内容の質

問事項をいくつか提示し、考えを整理してもらう時間を設けます。その上でそれらについてどのように考えたか

などいろいろなことを質問します。基本的なことがらを筋道正しくきちんと考えることができ、かつ説明できる

かが試されます。合格の判定は提出された書類（高校での成績、志望理由書、推薦書など）と面接の結果を総合

して行われます。 

 

理学部 物理学科 

自ら考えて問題を見つけ出し、自ら考えてこれを解決する学生を希望します。（もちろん、必要になれば教員

の適切な助言および指導を受けることができます。）また、豊かな人間性とともに、他人との協調性に優れた人

格が望まれ、忍耐力も必要です。卒業後には物理学の勉学を通して培った、「物事の法則を発見しそれを応用す

る能力」を各方面で発揮し、社会において指導的役割を果たす女性となることを期待しています。しかしながら

究極的には、「物理学を学んで生き生きと充実した人生を送ること」が も大切と考えています。 

推薦入試では、高等学校長作成の調査書・推薦書に加えて本人が記載する志望理由書の内容が、物理学科のア
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ドミッション・ポリシーに合致するかどうかを重視しています。補足資料（自由研究レポート、実験ノート、そ

れまで関心を持ち続けたテーマについて考えをまとめたノート等のコピー）の添付を認めているのも、自ら考え

て問題を見つけ出し、自ら考えてこれを解決する学生を発見したいためです。 

第１次選考合格者に対しては、２種類の面接（口述試験を含む。）を課しています。別室で解かせた計算問題

に関する質疑応答から計算力と理解力を問う口述試験（２０分間）と、様々な物理現象を直観的に説明させるこ

とから自由な発想力と直感力を問う口述試験（２０分間）の２種類がこれにあたります。合否は出願書類と２種

類の面接を総合して判定します。 

 

理学部 化学科 

化学は、原子・分子をなかだちとして自然科学のあらゆる分野と密接に協力して発展するものであり、その領

域は数学・物理学の理解が不可欠な分野から、さらに生物学や地球科学の知識の必須な分野まで広がっています。

したがって、化学科の志願者は、高校では化学のほかにこれらの基礎となる科目、特に、物理・生物を幅広く履

修して、論理的思考力や自然科学の基礎知識をしっかり体得しておくことが望まれます。また、英語で書かれた

文献を読みこなす語学力も要求されますので、高等学校での英語の十分な学習が必要です。入学後には、専門の

学習や研究の基盤となる実験能力を養うため、学生実験を重視しています。 

推薦入試では、第１次書類選考合格者に対し、面接（口述試験を含む。）を課しています。面接では、化学を

中心に自然科学全般の知識と理解力、筋道を立てて考える論理的な思考力や、答え至るまでの自分の考えを正し

く表現する能力を問い、応用力や個性的な発想力も評価します。なお、 近の面接の内容に関しては、本学入試

チームホームページ（入試過去問題，http://www.ao.ocha.ac.jp/)に紹介しています。合格判定は、出願書類と

面接を総合して行います。 

 

理学部 生物学科 

生物学は、微生物からヒトまで、多種・多様な“生き物”の複雑で多様な生命現象を研究します。そのために

は、いろいろな視点から考える柔軟な思考力とそれを支える幅広い基礎知識が必要です。したがって、高校生時

代を通して、理系、文系を問わず、教科科目を幅広く学び、論理的思考や知的好奇心をはぐくんでいることを希

望します。また、“生き物”の複雑で多様な生命現象を観察し、“生き物”と忍耐強く対話し、自ら考え、自ら問

題を見つけ、試行錯誤しながらこれを解決する意欲とパワーをもつ学生を希望します。“生き物”に関する理解

と関心を深め、人間社会により豊かな知の財産を築ける人に育つことを期待しています。 

推薦入試では、多様な領域を含む生物学を学ぶには、多彩な才能の持ち主を期待します。第１次選考合格者に

対し、小論文と面接（口述試験を含む。）を課します。小論文では、生物学を中心とした科学の基礎知識、科学

的文章の読解力、論理的表現力を判定します。面接では、面接担当教員との質疑応答を通して、自らの生物学の

知識と考え方、社会に向き合う態度、将来への明確な展望、思考能力、個性や才能等、さらに、これらを面接担

当教員に的確に伝える能力を重視します。合格判定は、出願書類と第２次選考の成績を総合して行います。 

 

理学部 情報科学科 

情報科学はコンピュータの出現によってその存在と価値が確かめられた「情報」とよばれる概念を、エネルギ

ーや物質と並ぶ世界の主要な構成要素として認識し、その生成、管理、利用に関する原理を探究する新しい学問

分野です。今日、その応用は自然科学や工学のみならず、社会科学や人文科学にも及んでいます。この奥深さを

理解し、これまでの成果を学びたい人、さらに今後の進展に積極的に貢献したい人にぜひ進学してきてほしいと

思います。情報科学は、これまでの数理科学や自然科学の考え方を偉大な先達として独自の方法論を展開しよう

としていることから、広くかつ深い理系のセンスが問われます。情報科学を通じて 21 世紀の科学技術を支える

のは自分たち女性だと心底思っている人、あるいは思いたい人、あるいはそういわれて「そうなんだ」と今気づ

いた人を大歓迎します。 

推薦入試では、高等学校長作成の調査書・推薦書に加えて本人が記載する志望理由書の内容が、情報科学科の

アドミッション・ポリシーに合致するかどうかを重視しています。また第１次選考合格者に対しては、２種類の

面接（口述試験を含む。）を課しています。すなわち、別室で 15 分間考えた数学の問題に関する質疑応答から推

論力とコミュニケーション能力を問う口述試験（15 分間）と、その場で示された問題を、黒板を使って説明さ

せることから問題分析能力と解決能力および直観力を問う口述試験（15 分間）の２種類です。出願書類とこの
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２種類の口述試験を総合的に評価して合格判定を行っています。なお、情報科学科に入学後の講義は高校におけ

る数学Ⅲの知識と外国語(特に英語)能力を仮定して行われます。ただし入学時にコンピュータを使えることは仮

定しません。 

 

生活科学部 食物栄養学科 

食物は人間が生きていくために必要であり、おいしい料理や豊かな食生活はわれわれの生活にうるおいと楽し

さを与えます。一方で、偏った食事や不規則な食習慣はさまざまな疾患の原因となって、われわれの健康に影響

を及ぼします。食物と人間および健康は時代を問わず、社会の人々から大きな関心がもたれています。本学科は、

豊かな食生活や健康な社会の実現に向けて、食物と栄養に関する科学的視点と実践力を身につけた社会のリーダ

ーとなる専門家の育成をめざしています。そのために、本学科では、食品化学、食品貯蔵学、調理科学、栄養化

学、臨床栄養学、応用栄養学、栄養教育学、給食経営管理学、公衆栄養学などさまざまな学問分野において、遺

伝子レベルから人間栄養学的なものまで幅広く教育研究を行っています。少人数教育による実験実習を重視し、

卒業研究では、全員が食物栄養学科や生活環境教育研究センターの各研究室で、特定のテーマについて研究を行

います。また、本学科を卒業すると、栄養士免許が取得できるのと同時に、管理栄養士の国家試験受験資格が得

られます。 

本学科の教育研究は自然科学を基盤とするため、高等学校において化学、生物、物理などの自然科学の基礎を

しっかり学習していることを望みます。具体的には、数学については数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂを、理科については物

理Ⅰ・Ⅱ、化学Ⅰ・Ⅱ、生物Ⅰ・Ⅱのうち２科目以上を履修しておくことを求めます。また、数学Ⅲ・Ｃについ

ても履修していることを望みます。食物や栄養、健康に強い関心を持ちそれを社会に還元しようとする意欲のあ

る人には 適な学科です。 

推薦入試では、第１次選考では書類審査にて評価し、第２次選考では小論文及び面接（口述試験を含む。）に

より基礎学力や論理的思考、勉学に対する意欲を総合的に評価します。 

 

生活科学部 人間・環境科学科 

人間は、利便性、快適性、安全性などを追求し、身の回りの環境を常に変えて来ました。食糧は豊富になり、

暮らしは便利になり、病気が減り寿命も延びました。しかしその反面、環境のあまりに大きく急速な変化に対し

て人間が適応できず、人類の存続にも影響する様々な問題も生じてきています。これに対して本学科では、「人

間にとっての環境、環境にとっての人間」という視点に立ち、人間と環境の相互の働きかけを具体的に評価・設

計・提案し、よりよい生活環境を創造するための研究と教育を行っています。 

本学科の柱となる学問分野には、自然人類学、人体生理学、人間工学、福祉工学、環境機能材料学、環境化学、

環境衛生工学、建築学などがあります。自然科学の好きな人、人間と環境にかかわる基礎的な科学を十分に学び、

深く研究してみたい人、専門家として真に健康で豊かな生活を構築するために寄与したいと考えている人を、本

学科は歓迎します。志望される方は、高等学校において理数系の基礎をしっかりと履修していることを望みます。

具体的には、数学については数学Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂを、理科については物理Ⅰ・Ⅱ、化学Ⅰ・Ⅱ、生物Ⅰ・Ⅱ、地

学Ⅰ・Ⅱのうち２科目以上を履修しておくことを求めます。また、数学Ⅲ・Ｃについては履修していることを望

みます。 

推薦入試では、人間・環境科学科の専門領域に具体的な問題意識と強い勉学意欲のある人、研究者としての資

質をもつ人などが望まれます。第１次選考では書類審査、第２次選考では面接（口述試験を含む。）により論理

的な考え方や基礎学力を評価します。 

 

生活科学部 人間生活学科 

人間の生活は、生涯にわたる人間の発達、生活を営むための人間社会のあり方、民族、歴史や伝統、文化など

さまざまな面が相互に関連した、複雑で総合的な営みです。高度に複雑化した現代社会においては、この複雑な

人間生活の営みを総合的に理解し、人間が生涯を通して生き生きと生活できるための条件や社会の仕組み、文化

のあり方を明らかにし、それを実現する人材が求められています。 

人間生活学科では、こうした豊かな人間生活の実現を担う人材の育成を、相互に関連する３つのアプローチに

よってめざしています。①人間の生涯発達にかかわる発達心理学・臨床心理学・保育学的理解と実践の連携、家

庭や保育あるいは心理臨床などの現場に役立つ理解－発達臨床心理学講座、②地域社会から国際社会まで、多元
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的な社会環境を視野に入れ、家族、消費者、女性、高齢者、子ども、政策の問題など、生活と社会及びその関係

についての社会科学的理解－生活社会科学講座、③人間にとって も身近な服飾と住居、工芸、デザインを中心

とする生活造形を対象とし、生活文化の歴史と現在について、美学的・比較文化的・民俗学的理解－生活文化学

講座の３つです。こうした課題に関心があり、問題意識と研究意欲を持っている人、錯綜する現代の生活状況の

中で、人間性を重視した社会を築くために貢献したいと考えている人、潤いのある生活を実現しようという熱意

をもっている人には、ぜひ人間生活学科で学んでほしいと思います。志望される方は、人間生活学科の３つのア

プローチを踏まえ、高等学校において地理歴史・公民の諸科目など文科系の基礎を幅広く履修していることを望

みます。 

推薦入試では、選考は、書類による第１次選考と、その合格者に対する第２次選考の２段階で行います。第１

次選考では、調査書、志望理由書、推薦書によって、基礎学力や専門領域への適性を評価します。第２次選考で

は、面接（口述試験を含む。）により、論理的思考力、自己表現力、志望領域に対する問題意識などを総合的に

評価します。 

 

⑤ 帰国子女･外国学校出身者特別入試 

文教育学部 人文科学科 

人文科学科は、人類のさまざまな歩みのなかから、未来の英知につながるあらゆる現象を広く文化としてとら

える人間の知の総合学を志しています。深く幅広い知識を修得し、それらに立脚したオリジナルな問いを自ら見

つけだし、必要な資料・データをねばり強く収集・整理したうえで、独自の論理を築きあげる力。勉学を続けて

いく場合でも、社会に出て活躍する場合でも必ず求められるこうした総合的な力を広く養成することが、本学科

の目標です。 

入学前には、さまざまな教科や科目について幅広く学ぶと同時に、自分の関心をもったテーマについて自主的

に読書や調査を行うことを通じ、知的探求の面白さを経験してきていただきたいと思います。いわゆる「指示待

ち」型ではなく、物事を多面的に考えられる柔軟な思考力を持ち、独創的な解に到達しようとする意欲のある学

生の皆さんの入学を希望します。 

人文科学科には、哲学・倫理学・美術史コース、比較歴史学コース、地理学コースの３つの専門コースがあり、

学科共通進学コースとしてのグローバル文化学環を含め、入学後、自分がなにを学びたいのかを見極め、２年次

からいずれかのコース・環に進学することになります。なお進学コース・環の選択は、他の選抜方式で入学した

学生と同じ条件で行われます。 

帰国子女・外国学校出身者特別入試では、第１次選考合格者に対し、第２次選考を行います。第２次選考では

推薦入試の基準や判定に加え、外国における学校生活から学んだこと、及びそれを本学入学後どのように活かそ

うかと考えているのかが問われます。 

 

文教育学部 言語文化学科 

言語文化学科には、日本語・日本文学コース、中国語圏言語文化コース、英語圏言語文化コース、仏語圏言語

文化コースの４つの専門コースがあります。対象となる言語はそれぞれ異なりますが、中国語やフランス語の場

合にはその初歩から上級までの修得、日本語や英語の場合には当該言語のより深い理解を目指し、またそれぞれ

の言語で表現された作品の本格的な研究に取り組むことになります。「ことば」というものの面白さに興味を持

ち、そこに何かを発見したいと思っている皆さん、また洗練された語学力を身につけて広い世界へ足を踏み出そ

うと考える皆さん、また「文学・芸術」が好きで、ただ鑑賞するだけでなく「その先」へ進みたいと思っている

皆さんを歓迎します。 

帰国子女・外国学校出身者特別入試では、中国語圏言語文化コース、英語圏言語文化コース、仏語圏言語文化

コースのいずれかでの学習と研究に特に強い興味と意欲を持ち、勉強したい専門分野のはっきりしている受験生

を求めます。また、外国での学校生活から多くを学び、大学でその経験を生かした研究活動を進めることのでき

る皆さんの応募を期待しています。入学後は一般入試で入学した学生と同じ条件で、１年次末に 終的に進学す

る専門コースが決まります。 

選考は書類による第１次選考と、小論文及び口述試験による第２次選考に分かれます。第２次選考の小論文で

は、それぞれの志望分野に相応しい読解力や表現力、論理の展開力、志望分野に対する関心や問題意識の高さな

どを評価します。口述試験では、質疑を通して、自らの志向・個性などを相手に的確に伝えるコミュニケーショ
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ン能力や自己表現力を見ます。 

 

文教育学部 人間社会科学科 

人間社会科学科では、人間について深い理解を持ち、その理解を現実的な場面で役立てていこうとする意欲あ

る人を求めます。当学科には、人間の意識や行動の社会的側面を考えたり（社会学コース）、心理的側面を考察

したり（心理学コース）、人間の発達について多角的に考える（教育科学コース）という、３つの研究領域があ

ります。 

帰国子女・外国学校出身者特別入試では、第１次選考合格者に対して、小論文及び口述試験を課します。これ

に関するポリシーは推薦入試と同様で、将来、教育科学コースに進学して教育問題にさまざまな研究方法から迫

りたいと考えている学生を期待します。帰国子女・外国学校出身者特別入試の場合には、さらに、口述試験にお

いて外国における学校生活から何を学んだのか、及びそれを本学に入学後どのように活かそうと考えているのか

が問われます。合格判定は、小論文と口述試験の内容を総合して判断します。 

 

文教育学部 芸術・表現行動学科 

本学科は、人間の芸術及び表現行動としてのパフォーマンスとその学問的研究との両方を、同時に追求しよう

とする貪欲な人を求めています。本学は小規模ながらも総合大学ですから、その特性を十分に利用して、「自ら」

多様な可能性を切り開こうという積極的姿勢が要求されます。 

[ 舞踊教育学コース ] 本コースは、舞踊を中心にスポーツから日常動作にいたる人間の身体活動や表現につい

て、理論と実践の両面から積極的に研究を進めることのできる、両者のバランスの取れた、エネルギッシュな人

材を求めています。なお、帰国子女・外国学校出身者特別入試の場合には、さらに、外国における学校生活から

何を学んだのか、および、それを本学に入学後どのように活かそうと考えているのかが問われます。 

[ 音楽表現コース ] 音楽は人間の感性に関わるとともに、高度に知的社会的な活動であり、人間の営みに深く

根づいています。勉強も実技もきちんとやってみたい、そんな贅沢な悩みを抱えている人にこそ、本コースは開

かれています。帰国子女・外国学校出身者特別入試の場合には、第１次書類選考合格者に対し、小論文・実技検

査・口述試験を行います。この基準に加え面接にて、外国での学校生活において体験・学んだことと自身の音楽

との関わりなどに関しての質疑応答があります。合格判定は、出願書類と第２次選考の成績を総合して行います。 

 

理学部 数学科 

数学は、あらゆる現象の背後にある数や図形の永久に変わらない真理を追究する学問です。それを学ぶことで、

魂を揺さぶる美しいものや実生活で役に立つものに出会い、また世界を見通すための厳格な論証法を身につけら

れると考えます。 

このような観点から、数学科では主に以下のような目標を持った人を求めます。 

・教師や研究者のように数学を職業としたい人 

・数理的な素養を生かして社会を支える仕事につきたい人 

・とにかく数学に対して意欲を持って勉強したい人 

受験生に求めるのは以下のことです。 

・高校での数学を十分に理解し、大学での講義に必要な数学の知識を身につけている。 

・文章から数学的な意味を読み取ることができる。 

・自分の考えを数学的、論理的な文章に表現して相手に伝えられる。 

帰国子女・外国学校出身者特別入試では、第１次選考合格者に対して、口述試験を行います。口述試験のうち

数学に関わるポリシーは推薦入試と同様です。帰国子女・外国学校出身者特別入試の場合には、さらに、外国に

おける学校生活から何を学んだのか、及び本学入学後それをどのように活かそうと考えているのかを訊ねます。

合格判定は、出願書類と口述試験を総合して行います。 

 

理学部 物理学科 

自ら考えて問題を見つけ出し、自ら考えてこれを解決する学生を希望します。（もちろん、必要になれば教員の

適切な助言および指導を受けることができます。）また、豊かな人間性とともに、他人との協調性に優れた人格が

望まれ、忍耐力も必要です。卒業後には物理学の勉学を通して培った、「物事の法則を発見しそれを応用する能力」
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を各方面で発揮し、社会において指導的役割を果たす女性となることを期待しています。しかしながら究極的に

は、「物理学を学んで生き生きと充実した人生を送ること」が も大切と考えています。 

帰国子女・外国学校出身者特別入試では、第１次選考合格者に対して、２種類の口述試験を課しています。こ

れに関するポリシーは推薦入試と同様です。帰国子女・外国学校出身者特別入試の場合には、さらに外国におけ

る学校生活から何を学んだのか、及びそれを本学に入学後どのように活かそうと考えているのかを問います。合

格は、出願書類と２種類の口述試験（各々20 分間）を総合して判定します。 

 

理学部 化学科 

化学は、原子・分子をなかだちとして自然科学のあらゆる分野と密接に協力して発展するものであり、その領

域は数学・物理学の理解が不可欠な分野から、さらに生物学や地球科学の知識の必須な分野まで広がっています。

したがって、化学科の志願者は、高校では化学のほかにこれらの基礎となる科目、特に、物理・生物を幅広く履

修して、論理的思考力や自然科学の基礎知識をしっかり体得しておくことが望まれます。また、英語で書かれた

文献を読みこなす語学力も要求されますので、高等学校での英語の十分な学習が必要です。入学後には、専門の

学習や研究の基盤となる実験能力を養うため、学生実験を重視しています。これらをふまえて、入学試験におい

ては、総合的理解力をその評価基準とします。一般入試に対して特別入試では、口述試験を通して化学を含む自

然科学における総合的理解力はもちろんのこと、論理的思考力・文章表現力に併せて創造性も評価します。 

帰国子女・外国学校出身者特別入試では、第１次書類選考合格者に対し、口述試験を課しています。推薦入試

の基準や判定に加え、外国における学校生活から学んだこと、及びそれを本学入学後どのように活かそうと考え

ているのかが問われます。なお、 近の口述試験の内容に関しては、本学入試チームホームページ（入試過去問

題、http://www.ao.ocha.ac.jp/) に紹介しています。合格判定は、出願書類と口述試験を総合して行います。 

 

理学部 生物学科 

生物学は、微生物からヒトまで、多種・多様な“生き物”の複雑で多様な生命現象を研究します。そのために

は、いろいろな視点から考える柔軟な思考力とそれを支える幅広い基礎知識が必要です。したがって、高校生時

代を通して、理系、文系を問わず、教科科目を幅広く学び、論理的思考や知的好奇心をはぐくんでいることを希

望します。また、“生き物”の複雑で多様な生命現象を観察し、“生き物”と忍耐強く対話し、自ら考え、自ら問

題を見つけ、試行錯誤しながらこれを解決する意欲とパワーをもつ学生を希望します。“生き物”に関する理解と

関心を深め、人間社会により豊かな知の財産を築ける人に育つことを期待しています。 

帰国子女・外国学校出身者特別入試では、推薦入試の基準や判定に加え、外国における学校生活から学んだこ

と、それを本学入学後にどう活かそうと考えているのかが重視されます。合格判定は、出願書類と第２次選考の

成績を総合して行います。 

 

理学部 情報科学科 

情報科学はコンピュータの出現によってその存在と価値が確かめられた「情報」とよばれる概念を、エネルギ

ーや物質と並ぶ世界の主要な構成要素として認識し、その生成、管理、利用に関する原理を探究する新しい学問

分野です。今日、その応用は自然科学や工学のみならず、社会科学や人文科学にも及んでいます。この奥深さを

理解し、これまでの成果を学びたい人，さらに今後の進展に積極的に貢献したい人にぜひ進学してきてほしいと

思います。情報科学は、これまでの数理科学や自然科学の考え方を偉大な先達として独自の方法論を展開しよう

としていることから、広くかつ深い理系のセンスが問われます。情報科学を通じて 21 世紀の科学技術を支えるの

は自分たち女性だと心底思っている人、あるいは思いたい人、あるいはそういわれて「そうなんだ」と今気づい

た人を大歓迎します。 

帰国子女・外国学校出身者特別入試では、第１次選考合格者に対して、筆記試験および口述試験を課していま

す。筆記試験では、理系の基本的な能力を問うための数学の試験と、表現力および自分で考えながら論述する能

力を問うための小論文を課しています。口述試験では、入学後の必修講義に対応できるだけの数学等の学力が備

わっているかどうかを判断します。さらに帰国子女・外国学校出身者特別入試の場合には、外国における学校生

活から何を学んだのか、およびそれを本学科に入学後どのように活かそうと考えているのかも問われます。合格

判定は、出願書類を参考にしながら、筆記試験の合計点と口述試験の内容を総合して判断しています。なお、情

報科学科に入学後の講義は高校程度の外国語（特に英語）能力を仮定して行われます。ただし入学時にコンピュ
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ータを使えることは仮定しません。 

 

生活科学部 食物栄養学科 

食物は人間が生きていくために必要であり、おいしい料理や豊かな食生活はわれわれの生活にうるおいと楽し

さを与えます。一方で、偏った食事や不規則な食習慣はさまざまな疾患の原因となって、われわれの健康に影響

を及ぼします。食物と人間および健康は時代を問わず、社会の人々から大きな関心がもたれています。本学科は、

豊かな食生活や健康な社会の実現に向けて、食物と栄養に関する科学的視点と実践力を身につけた社会のリーダ

ーとなる専門家の育成をめざしています。そのために、本学科では、食品化学、食品貯蔵学、調理科学、栄養化

学、臨床栄養学、応用栄養学、栄養教育学、給食経営管理学、公衆栄養学などさまざまな学問分野において、遺

伝子レベルから人間栄養学的なものまで幅広く教育研究を行っています。少人数教育による実験実習を重視し、

卒業研究では、全員が食物栄養学科や生活環境教育研究センターの各研究室で、特定のテーマについて研究を行

います。また、本学科を卒業すると、栄養士免許が取得できるのと同時に、管理栄養士の国家試験受験資格が得

られます。本学科の教育研究は自然科学を基盤とするため、高等学校において化学、生物、物理などの自然科学

の基礎をしっかり学習していることを望みます。食物や栄養、健康に強い関心を持ちそれを社会に還元しようと

する意欲のある人には 適な学科です。 

帰国子女・外国学校出身者特別入試では、推薦入試の基準や判定に加え、外国における学校生活から学んだこ

と、それを本学入学後にどう活かそうと考えているのかが問われます。合格判定は、出願書類と第２次選考の成

績を総合して行います。 

 

生活科学部 人間・環境科学科 

人間は、利便性、快適性、安全性などを追求し、身の回りの環境を常に変えて来ました。食糧は豊富になり、

暮らしは便利になり、病気が減り寿命も延びました。しかしその反面、環境のあまりに大きく急速な変化に対し

て人間が適応できず、人類の存続にも影響する様々な問題も生じてきています。これに対して本学科では、「人間

にとっての環境、環境にとっての人間」という視点に立ち、人間と環境の相互の働きかけを具体的に評価・設計・

提案し、よりよい生活環境を創造するための研究と教育を行っています。本学科の柱となる学問分野には、自然

人類学、人体生理学、人間工学、福祉工学、環境機能材料学、環境化学、環境衛生工学、建築学などがあります。

自然科学の好きな人、人間と環境にかかわる基礎的な科学を十分に学び、深く研究してみたい人、専門家として

真に健康で豊かな生活を構築するために寄与したいと考えている人を、本学科は歓迎します。志望される方は、

高等学校において理数系の基礎をしっかりと履修していることを望みます。 

帰国子女・外国学校出身者特別入試では、推薦入試の基準や判定に加え、外国における学校生活から学んだこ

と、それを本学入学後にどう活かそうと考えているのかが問われます。合格判定は、出願書類と第２次選考の成

績を総合して行います。 

 

生活科学部 人間生活学科 

人間の生活は、生涯にわたる人間の発達、生活を営むための人間社会のあり方、民族、歴史や伝統、文化など

さまざまな面が相互に関連した、複雑で総合的な営みです。高度に複雑化した現代社会においては、この複雑な

人間生活の営みを総合的に理解し、人間が生涯を通して生き生きと生活できるための条件や社会の仕組み、文化

のあり方を明らかにし、それを実現する人材が求められています。 

人間生活学科では、こうした豊かな人間生活の実現を担う人材の育成を、相互に関連する３つのアプローチに

よってめざしています。①人間の生涯発達にかかわる発達心理学・臨床心理学・保育学的理解と実践の連携、家

庭や保育あるいは心理臨床などの現場に役立つ理解－発達臨床心理学講座、②地域社会から国際社会まで、多元

的な社会環境を視野に入れ、家族、消費者、女性、高齢者、子ども、政策の問題など、生活と社会及びその関係

についての社会科学的理解－生活社会科学講座、③人間にとって も身近な服飾と住居、工芸、デザインを中心

とする生活造形を対象とし、生活文化の歴史と現在について、美学的・比較文化的・民俗学的理解－生活文化学

講座の３つです。こうした課題に関心があり、問題意識と研究意欲を持っている人、錯綜する現代の生活状況の

中で、人間性を重視した社会を築くために貢献したいと考えている人、潤いのある生活を実現しようという熱意

をもっている人には、ぜひ人間生活学科で学んでほしいと思います。 

帰国子女・外国学校出身者特別入試では、推薦入試の基準や判定に加え、外国における学校生活から学んだこ
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と、それを本学入学後にどう活かそうと考えているのかが問われます。合格判定は、出願書類と第２次選考の成

績を総合して行います。 

 

⑥ 私費外国人留学生特別入試 

文教育学部 人文科学科 

人文科学科は、人類のさまざまな歩みのなかから、未来の英知につながるあらゆる現象を広く文化としてとら

える人間の知の総合学を志しています。深く幅広い知識を修得し、それらに立脚したオリジナルな問いを自ら見

つけだし、必要な資料・データをねばり強く収集・整理したうえで、独自の論理を築きあげる力。勉学を続けて

いく場合でも、社会に出て活躍する場合でも必ず求められるこうした総合的な力を広く養成することが、本学科

の目標です。 

入学前には、さまざまな教科や科目について幅広く学ぶと同時に、自分の関心をもったテーマについて自主的

に読書や調査を行うことを通じ、知的探求の面白さを経験してきていただきたいと思います。いわゆる「指示待

ち」型ではなく、物事を多面的に考えられる柔軟な思考力を持ち、独創的な解に到達しようとする意欲のある方

の入学を希望します。とくに留学生には、異なる文化圏で生活・勉学することから掴むもの、そして他の日本人

学友へのフィードバックを期待します。 

なお、人文科学科には、哲学・倫理学・美術史コース、比較歴史学コース、地理学コースの３つの専門コース

があり、入学後、自分がなにを学びたいのかを見極め、２年次からいずれかのコースに進学することになります。

入学後は一般の学生と同じカリキュラムを受講していくわけですから、それについていくだけの日本語能力と基

礎学力が必要となります。 

実際の入学試験では、日本留学試験および本学の学力検査（外国語）の成績、 終出身校の成績証明書、及び

口述試験の結果などから総合的に合否を判定します。日本留学試験及び本学の入学試験では、日本語の能力を始

めとして、高等学校卒業水準の全般的な基礎学力を見ます。口述試験では、これまで学んできたこと、入学後の

勉学の計画と意欲、人文科学科で何を学びたいのか、などについて質問し、それらの問いに的確に応答できるか

といった点を評価の対象とします。 

 

文教育学部 言語文化学科 

皆さんは生まれて以来、家庭や社会での生活の中で自分の母語を操る力を獲得してきました。また学校では、

母語に加えて外国語の授業も受けてきたでしょう。そして、同時に、心揺さぶる文学作品にもいろいろと出会っ

てきたことでしょう。そういった経験の中で言葉や文学の美しさ、不思議さを一度も感じたことのない人はあま

りいないだろうと思います。言葉や文学の美しさへの感動、不思議さへの好奇心は、まだ漠然としたものである

かもしれません。言語文化学科での学習・研究は、それを明確なことばで形にし、さらにそれを解き明かしてい

く方法を皆さんに示していくはずです。いったんそのような方法に目を開かれたならば、言語も文学もこれまで

よりさらに面白く、驚きに満ちたものであることに皆さんは気づくに違いありません。また、皆さんは言語のみ

でなく、それを支える各地域の文化や思想についても学ぶことになるでしょう。異なる文化圏から来られる皆さ

んにとっては、異文化間の交流ということも、興味のあるテーマではないでしょうか。そうした事柄についても、

ぜひこの学科で学習してほしいと思います。私たち言語文化学科は、言葉に愛着を持ち、以上述べてきたような

学習・研究に興味を感じ、かつそのための訓練に耐えられるだけの十分な基礎学力と、旺盛な知的好奇心を持っ

た学生を求めます。 

選考は、語学能力と全般的基礎学力を測るために、日本留学試験の点数を参考とし、また外国語の試験、面接

による口述試験が課されます。口述試験では､質疑を通して､本学での学習計画などを的確に相手に伝えられるか

どうかといったコミュニケーション能力や自己表現力を判断します。さらに 終出身校での成績などを加えて総

合的に合否を判定します。 

 

文教育学部 人間社会科学科 

当学科には、人間の意識や行動の社会的側面や心理的側面を考察したり、人間の発達について教育科学的、総

合的に考えるなどの、さまざまな研究アプローチがありますが、共通しているのは、自分を含めた「人間」に対

するあくなき好奇心です。人間に関わる諸問題を学問的に解明したり、そこで得られた知識を実際に役立ててい

きたいと考える学生の進学を期待します。 
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当学科を受験するにあたっては、さまざまな教科や科目について幅広く学んできてください。特に、日本語・

英語（外国語）・数学は、大学での学習と研究にとってたいへん重要な基礎的能力を育成するために必要です。こ

のほか社会科学（地理、歴史、公民など）や自然科学（理科）の学習を通じて、人間について深く考える姿勢と

能力を身につけた学生を歓迎します。出願資格には、日本留学試験を受験した者であることを定めてあります。 

この日本留学試験によって、日本語能力と、幅広い基礎的な知識・教養を身につけているかどうかを判断しま

す。また、入学試験では、大学での研究に必要不可欠な基礎的能力と日本語能力を身につけた志願者を得るため

に、外国語の学力検査と口述試験を行います。 

 

文教育学部 芸術・表現行動学科 

本学科は、人間の芸術及び表現行動としてのパフォーマンスとその学問的研究との両方を、同時に追求しよう

とする貪欲な人を求めています。本学は小規模ながらも総合大学ですから、その特性を十分に利用して､「自ら」

多様な可能性を切り開こうという積極的姿勢が要求されます。 

[ 舞踊教育学コース ] 本コースは、舞踊を中心にスポーツから日常動作にいたる人間の身体活動や表現について、

理論と実践の両面から積極的に研究を進めることのできる、両者のバランスの取れた、エネルギッシュな人材を

求めています。 

[ 音楽表現コース ] 音楽は人間の感性に関わるとともに、高度に知的社会的な活動であり、人間の営みに深く根

づいています。勉強も実技もきちんとやってみたい、そんな贅沢な悩みを抱えている人にこそ、本コースは開か

れています。 

 

文教育学部 グローバル文化学環について 

文教育学部では平成１７年度から「グローバル文化学環」という新しい名称の共通進学コースを設置しました。

この学環は、グローバル化する現代社会のなかで、国際協力やビジネス・学校教育・地域社会など、さまざまな

場で活動するための知識と態度を育成することを目的にしています。その特徴は、文教育学部の３つの学科（人

文科学・言語文化・人間社会）のいずれからも進学でき、主専攻にすることができることです。また、専門コー

スに進学した学生も、グローバル文化学の専攻科目を副専攻として履修することができます。 

この学環への進学を希望する学生は、自分の関心や得意分野にそって、受験する学科を選んでください。カリ

キュラムなど、さらに詳しい情報を知りたい人は、文教育学部のホームページにアクセスしてみてください。 

 

理学部 数学科 

数学は、あらゆる現象の背後にある数や図形の永久に変わらない真理を追究する学問です。それを学ぶことで、

魂を揺さぶる美しいものや実生活で役に立つものに出会い、また世界を見通すための厳格な論証法を身につけら

れると考えます。 

このような観点から、数学科では主に以下のような目標を持った人を求めます。 

・教師や研究者のように数学を職業としたい人 

・数理的な素養を生かして社会を支える仕事につきたい人 

・とにかく数学に対して意欲を持って勉強したい人 

受験生に求めるのは以下のことです。 

・高校での数学を十分に理解し、大学での講義に必要な数学の知識を身につけている。 

・文章から数学的な意味を読み取ることができる。 

・自分の考えを数学的、論理的な文章に表現して相手に伝えられる。 

 

理学部 物理学科 

自ら考えて問題を見つけ出し、自ら考えてこれを解決する学生を希望します。（もちろん、必要になれば教員の

適切な助言および指導を受けることができます。）また、豊かな人間性とともに、他人との協調性に優れた人格が

望まれ、忍耐力も必要です。卒業後には物理学の勉学を通して培った、「物事の法則を発見しそれを応用する能力」

を各方面で発揮し、社会において指導的役割を果たす女性となることを期待しています。しかしながら究極的に

は、「物理学を学んで生き生きと充実した人生を送ること」が も大切と考えています。 
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理学部 化学科 

化学は、原子・分子をなかだちとして自然科学のあらゆる分野と密接に協力して発展するものであり、その領

域は数学・物理学の理解が不可欠な分野から、さらに生物学や地球科学の知識の必須な分野まで広がっています。

したがって、化学科の志願者は、高校では化学のほかにこれらの基礎となる科目、特に、物理・生物を幅広く履

修して、理論的思考力や自然科学の基礎知識をしっかり体得しておくことが望まれます。また、英語で書かれた

文献を読みこなす語学力も要求されますので、高等学校での英語の十分な学習が必要です。入学後には、専門の

学習や研究の基盤となる実験能力を養うため、学生実験を重視しています。これらをふまえて、入学試験におい

ては、総合的理解力をその評価基準とします。 

 

理学部 生物学科 

生物学は、微生物からヒトまで、多種・多様な“生き物”の複雑で多様な生命現象を研究します。そのために

は、いろいろな視点から考える柔軟な思考力とそれを支える幅広い基礎知識が必要です。したがって、高校生時

代を通して、理系、文系を問わず、教科科目を幅広く学び、論理的思考や知的好奇心をはぐくんでいることを希

望します。また、“生き物”の複雑で多様な生命現象を観察し、“生き物”と忍耐強く対話し、自ら考え、自ら問

題を見つけ、試行錯誤しながらこれを解決する意欲とパワーをもつ学生を希望します。 

“生き物”に関する理解と関心を深め、人間社会により豊かな知の財産を築ける人に育つことを期待しています。 

 

理学部 情報科学科 

情報科学はコンピュータの出現によってその存在と価値が確かめられた「情報」とよばれる概念を、エネルギ

ーや物質と並ぶ世界の主要な構成要素として認識し、その生成、管理、利用に関する原理を探究する新しい学問

分野です。今日、その応用は自然科学や工学のみならず、社会科学や人文科学にも及んでいます。この奥深さを

理解し、これまでの成果を学びたい人、さらに今後の進展に積極的に貢献したい人にぜひ進学してきてほしいと

思います。情報科学は、これまでの数理科学や自然科学の考え方を偉大な先達として独自の方法論を展開しよう

としていることから、広くかつ深い理系のセンスが問われます。情報科学を通じて 21 世紀の科学技術を支えるの

は自分たち女性だと心底思っている人、あるいは思いたい人、あるいはそういわれて「そうなんだ」と今気づい

た人を大歓迎します。 

 

生活科学部 食物栄養学科 

食物は人間が生きていくために必要であり、おいしい料理や豊かな食生活はわれわれの生活にうるおいと楽し

さを与えます。一方で、偏った食事や不規則な食習慣はさまざまな疾患の原因となって、われわれの健康に影響

を及ぼします。食物と人間および健康は時代を問わず、社会の人々から大きな関心がもたれています。 

本学科は、豊かな食生活や健康な社会の実現に向けて、食物と栄養に関する科学的視点と実践力を身につけた

社会のリーダーとなる専門家の育成をめざしています。そのために、本学科では、食品化学、食品貯蔵学、調理

科学、栄養化学、臨床栄養学、応用栄養学、栄養教育学、給食経営管理学、公衆栄養学などさまざまな学問分野

において、遺伝子レベルから人間栄養学的なものまで幅広く教育研究を行っています。少人数教育による実験実

習を重視し、卒業研究では、全員が食物栄養学科や生活環境教育研究センターの各研究室で、特定のテーマにつ

いて研究を行います。また、本学科を卒業すると、栄養士免許が取得できるのと同時に、管理栄養士の国家試験

受験資格が得られます。本学科の教育研究は自然科学を基盤とするため、高等学校において化学、生物、物理な

どの自然科学の基礎をしっかり学習していることを望みます。食物や栄養、健康に強い関心を持ちそれを社会に

還元しようとする意欲のある人には 適な学科です。選考では、試験の成績と口述試験の結果及び日本語能力を

総合して判定します。 

 

生活科学部 人間・環境科学科 

人間は、利便性、快適性、安全性などを追求し、身の回りの環境を常に変えて来ました。食糧は豊富になり、

暮らしは便利になり、病気が減り寿命も延びました。しかしその反面、環境のあまりに大きく急速な変化に対し

て人間が適応できず、人類の存続にも影響する様々な問題も生じてきています。これに対して本学科では、「人間

にとっての環境、環境にとっての人間」という視点に立ち、人間と環境の相互の働きかけを具体的に評価・設計・

提案し、よりよい生活環境を創造するための研究と教育を行っています。 
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本学科の柱となる学問分野には、自然人類学、人体生理学、人間工学、福祉工学、環境機能材料学、環境化学、

環境衛生工学、建築学などがあります。自然科学の好きな人、人間と環境にかかわる基礎的な科学を十分に学び、

深く研究してみたい人、専門家として真に健康で豊かな生活を構築するために寄与したいと考えている人を、本

学科は歓迎します。志望される方は、高等学校において理数系の基礎をしっかりと履修していることを望みます。

本学の試験（数学、理科、外国語）では自然科学をはじめとする幅広い基礎学力を評価します。 

 

生活科学部 人間生活学科 

人間の生活は、生涯にわたる人間の発達、生活を営むための人間社会のあり方、民族、歴史や伝統、文化など

さまざまな面が相互に関連した、複雑で総合的な営みです。高度に複雑化した現代社会においては、この複雑な

人間生活の営みを総合的に理解し、人間が生涯を通して生き生きと生活できるための条件や社会の仕組み、文化

のあり方を明らかにし、それを実現する人材が求められています。 

人間生活学科では、こうした豊かな人間生活の実現を担う人材の育成を、相互に関連する３つのアプローチに

よってめざしています。①人間の生涯発達にかかわる発達心理学・臨床心理学・保育学的理解と実践の連携、家

庭や保育あるいは心理臨床などの現場に役立つ理解－発達臨床心理学講座、②地域社会から国際社会まで、多元

的な社会環境を視野に入れ、家族、消費者、女性、高齢者、子ども、政策の問題など、生活と社会及びその関係

についての社会科学的理解－生活社会科学講座、③人間にとって も身近な服飾と住居、工芸、デザインを中心

とする生活造形を対象とし、生活文化の歴史と現在について、美学的・比較文化的・民俗学的理解－生活文化学

講座の３つです。こうした課題に関心があり、問題意識と研究意欲を持っている人、錯綜する現代の生活状況の

中で、人間性を重視した社会を築くために貢献したいと考えている人、潤いのある生活を実現しようという熱意

をもっている人には、ぜひ人間生活学科で学んでほしいと思います。選考は、試験の成績と口述試験の結果を総

合して判定します。口述試験では質疑を通して、将来の勉学計画や自分の考えを明確に持ち、かつそれを相手に

的確に表現できるかといったコミュニケーション能力を評価します。 

 

⑦ 大学院博士前期課程 

【比較社会文化学専攻（全体）】 

社会と文化に関する専門研究を真に高いレベルで構築することを目指す本専攻は、個々の分野における専門

研究を展開する基礎となる充分な知識と学力をもち、さらに、学際的な研究視野を得るために必要な幅広い教

養を具えた学生を求めている。 

言語文化分野の 4 コース（日本語日本文学コース、アジア言語文化学コース、英語圏・仏語圏言語文化学コ

ース、日本語教育コース）では、人間の基本的営為の一つである言語活動とそれに基づいて営まれている様々

な文化現象について、高度で総合的な研究を行う。 

人文学分野の 5 コース（思想文化学コース、歴史文化学コース、生活文化学コース、舞踊・表現行動学コー

ス、音楽表現学コース）では、思想、歴史、生活の各側面とともに、身体活動を中核とした芸術系の分野を加

え、専門的であると同時に学際的な視点から、人間の文化活動を通時的かつ共時的に幅広くとりあげ、総合的

に探究することを目指す。 

 

日本語日本文学コース 

多様な方法論に基づいて、各時代・分野ごとに日本文学および日本語について深く研究し、日本文化の精髄に

せまる。 

本コースでは次の 4 点を備えた学生を受け入れる。 

１．日本古典文学から日本近現代文学及び日本語学に関して、幅広い知見を有すること。 

２．研究対象に対する専門的な知識を有し、かつ深い問題意識を持つこと。 

３．一定の外国語（留学生は研究に必要な日本語）の読み書き能力を有すること。 

４．十分なコミュニケーション能力を有し、学問の社会還元に前向きなこと。 

 

アジア言語文化学コース 

中国大陸、台湾、香港、東南アジアなど、中国語圏における言語と文学を主要な研究対象とする。中国古典の

伝播と受容といった比較文化論的研究や、中国語と他言語の対照研究も行う。 
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中国語学や中国文学の研究者を目指す人、中国語教師、国語教師としてのスキルアップを目指す人を歓迎する。 

筆記試験では専門（中国古典語学、現代語学、古典文学、近現代文学）に関する知見（中国語（古典・現代）

の読解力を含む）を測る。口述試験では、主として具体的な研究計画についての説明をもとめるが、卒業論文や

これまでの研究成果についての説明をもとめたり、中国語の口頭能力を試すこともある。 

 

英語圏・仏語圏言語文化学コース 

英語圏言語文化専修と仏語圏言語文化専修に分かれるが、必要に応じ、各言語圏のあいだの交流や比較対照の

視点も採り入れて研究を行う。研究分野は文学系と語学系に大別され、文学系では、各言語圏の文学と文化を研

究対象とする。語学系では、英語学、仏語学、ならびに英語学を基礎とした英語教育の研究を行う。 

実際の選抜方法においては、特に以下の三点を評価の基準としている。即ち、自分の専門分野の言語と、更に

それとは異なる外国語とを確実に習得していること（英語、フランス語、ドイツ語、中国語から選択）、専門分野

の基礎的な知識を十分に有していること、独創的な研究論文を書く能力が認められるということ、という三点で

ある。 

 

日本語教育コース 

国内外における日本語教育への多様なニーズに対応できる高度な専門性と研究能力をもった人材の養成と現職

日本語教員の再教育を行う。 

日本語教育学及びその周辺諸領域における基本的な知識と、これらの領域において 2 年間で修士論文としてま

とめられるような具体的な研究計画をもっているかどうかを筆記と口述試験で判定する。 

 

思想文化学コース 

本コースは哲学と倫理学より成る。スタッフの専門も、前者に対応する、西洋（主にギリシャ・英米・独）の

哲学・思想及びその伝統や方法を受け継ぐ現在の哲学研究と、後者に対応する、神道・仏教・儒教を中心とする

日本の倫理思想史に分けられている。哲学で扱われる問題は、人間存在の基底や人間観、知識や言語のあり方や

はたらき、文化や社会における価値や理想に関わり、われわれ自身の持っている世界観・価値観の基礎を再検討

する契機となるものである。また日本倫理思想史においても、各時代の画期をなす思想家の原典研究に加え、民

衆の精神世界や文化的現象の広がりを考察・調査することを通じて、現在の日本人の理解につながるものと考え

られる。 

本コースの志望者は、本コースのこのような研究領域・姿勢を理解し、研究に関係するテキストや資料を理解

し、共感するための基礎的な教養に加え、客観的・論理的な分析や議論を尊重し、また自身の研究の現代におけ

る位置付けや意義を考えられる視野と、問題を主体的に追及する積極性を求めたい。 

 

歴史文化学コース 

歴史学と美術史学の視点から、日本、ヨーロッパ、アジアにおける政治経済と社会文化の諸問題を、文学資料

と造形資料を多角的に用いて研究し、また視覚文化の批判的な読解に取り組む。筆記試験では、資料や研究文献

を読解するために必要な語学力と専門分野（日本史、東洋史、西洋史、美術史に区分）の研究をするうえで基本

となる知識を測る。 

口述試験では、卒業論文（又はそれにかわる研究成果）と研究計画を中心に、資料の分析能力や論理構成力を

測る。将来、研究を仕事としていきたいという人とともに、前期課程で習得した能力や知見を社会の場で発揮し

たいという人の双方を歓迎する。 

 

生活文化学コース 

服飾・工芸・住居など生活造形を中心とした生活文化の諸事象を対象とし、文化史・社会史・比較文化論・美

学・民俗学などの多様な視座のもとで新しい学際研究を試みるコースである。特に、日本・西洋の服飾の歴史や

現代モードなどの服飾文化を通して、時代の生活感情や美意識を明らかにする研究、工芸・デザインから食・住

の文化に至るまで、広範の生活文化を比較文化論の立場から総合的に論じる研究、および代々受け継がれてきた

生活文化を民俗学・文化人類学の立場から論じる研究が中心である。 

生活文化に関する幅広い教養と視野、および研究対象についての専門的知識と独創的な分析力をもち、生活文
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化論を人間理解の途として日本の内外に発信する意思のある学生を求める。 

 

舞踊・表現行動学コース 

舞踊・スポーツなどの身体表現運動について、芸術学、民族学、教育学、身体運動科学などの分野から学際的

に教育・研究を行なう。特に舞踊教育、舞踊芸術、民族舞踊、体育科教育、動作学、スポーツマネジメントとい

った研究領域が中心である。舞踊やスポーツの実践をふまえ、理論的、科学的知見を十分に修得した専門的人材

（研究者、体育教師、指導者、上演者など）の育成を目指す。 

本コースを志望するものは、実技能力に加えて、修士論文作成のために十分な外国語の能力と専門知識が必要

である。 

 

音楽表現学コース 

音楽を文化表象として、理論と実践の双方から研究する。理論面では、日本を含めた世界の諸文化と音楽との

関連を扱う音楽学研究、または作曲。実践面では、西洋近代の鍵盤音楽と声楽を主要な対象として、身体行動に

よる表現技術の研究を行ない、国際的に通用する演奏者を養成する。本コースでは、音楽学、作曲、声楽、ピア

ノいずれを専攻するにせよ、水準の高い修士論文が要求されるので、十分な外国語（特に英語）の力と専門知識

とが必要である。また、大学院は研究の場であるので、自ら思考し実践する積極的姿勢を備えていることが求め

られる。 

 

【人間発達科学専攻（全体）】 

社会的かつ個人的存在としての人間とその発達過程を対象に、教育科学、心理学、社会学等をベースとして、

学際的にアプローチする。また、社会的・心理的諸病理の解決を目指した実践的課題意識に基づいて、社会－人

間－発達を総合的・有機的に結びつける理論と、経験科学的方法論を探究する。 

 

教育科学コース 

人間の生涯にわたる発達の過程を多様な方法論により科学的に探究するとともに、諸教育問題の解決に資する

実践的な研究を行う。 

基礎科学・方法論として、教育思想、教育史、教育社会学を置き、またマクロ・ミクロの実践科学として教育

課程論、教育方法論、教育開発論、生涯学習論、博物館学を設置する。 

当コースでは、人間の発達について教育科学的に考えることのできる研究者および研究者的な視点をもつ実践

者の育成をめざしている。第１次選考では、英語および専門試験（教育科学コース「専門試験」に掲載されてい

る 6 領域から、志望する領域を含めて 4 問を選択）によって、教育科学の基礎的能力を確認する。第 2 次選考（口

述試験）では卒業論文（又は研究成果等がわかるもの）を含む出願書類を参照しながら、志望動機、研究計画な

どを評価し、合否を総合的に判断する。 

 

心理学コース 

心理学コースでは、人間の心理を脳という核を中心に、発達という時間軸、社会という空間軸の中で、多次元

的・総合的に検討し理解する。 

そのために次のような授業科目を設けている。「社会心理学特論」、「認知発達論特論」、「人格形成論」、「認知シ

ステム論」、「認知科学基礎論」、「発達精神病理学基礎論」、「健康心理学特論」。 

これらの授業科目における教育・研究を通して心理学領域の研究者を育成することが、本コースの目的である。 

将来研究者や心理学の専門職を希望する学生を期待する。すでに心理学の基礎的な統計的手法や研究方法を習

得していること、英文の学術論文の読解力を求める。広い分野への関心を期待しつつ、「認知心理学」「社会心理

学」「臨床心理学」「教育心理学」「パーソナリティ心理学」の分野のいずれかにおいて専門的な研究をすすめる意

欲のある学生を求める。入学試験では、英語および専門試験によって、志望する分野において専門的な研究を進

めるために必要な基礎的能力を確認する。 

 

発達臨床心理学コース 

発達臨床心理学の教育及び研究を行う。臨床心理学を柱として、特に家庭、幼稚園、学校、病院等の場におけ
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る心理臨床的、発達的問題について専門的に対処する力を養成するとともに、発達臨床心理学の研究を行う基礎

的な研究能力を養う。 

コースとしては、次のような学生に学んで欲しいと願っている。1）臨床心理士になりたい者で、かつ相当の知

力、意欲、時間のある方、2）臨床心理学や発達心理学の研究者になりたい方。そのため、入学の条件として、専

門、外国語の力はもちろんのこと、志望目的、研究計画の明確さを求める。また、臨床実践の場としての相談室

活動に授業時間以外の時間を割ける方を求める。※本コースは（財）日本臨床心理士認定協会の第一種指定校で

ある。 

 

応用社会学コース 

現代社会の諸問題（家族・地域、コミュニケーションの問題など）を社会学的に研究する。 

人間関係、職業集団、ネットワークを扱う「社会集団論」、逸脱、差別、コミュニケーションを扱う「社会意識論」、

福祉政策、社会問題を扱う「社会福祉論」などを開講する。 

社会学の理論・研究法についての基礎的な知識を有し、社会学の諸分野（社会学理論もしくは家族・メディア・

ジェンダー・福祉・社会意識・社会集団・社会階層等の社会学的研究）に関する具体的で発展性のある研究計画

をもつ方の入学を期待する。前期課程修了後は、博士後期課程への進学と民間研究機関や公務員・一般企業への

就職という 2 つの方向が考えられる。 

試験科目は、外国語試験・専門試験・口述試験であるが、合否の判定にあたっては、卒業論文も重要な判定の

資料となる。卒業論文を執筆していない場合、あるいは卒業論文の分野が理系であるか、卒業論文が日本語以外

の言語で書かれている場合は、卒業論文と同等以上の水準の社会学的な主題に関する日本語の論文を提出するこ

と。ただし、社会学的な主題に関する卒業論文を英語で執筆している場合に限り、英語論文に日本語要約を添付

して提出することを認める。 

 

保育・児童学コース 

保育学・児童学領域の研究者、もしくは研究者的な視点を有する実践者として、家庭、保育・教育現場へ有効

な支援をおこなえる人材、そのような支援のあり方を研究する人を育成することを目的とする。 

研究領域としては、主に教育学、保育学、発達心理学、社会学、行動学などをベースに、専門的力量と研究的

資質の向上を図る。たとえば乳幼児期以降の保育・教育の研究、親子の発達支援および社会における子育て支援

の研究、保育所・幼稚園から小学校以上の学校教育を見通した連携の在り方や接続期における教育の研究等を行

う。学部からの進学者はもとより現職者、現場経験者等の社会人で、多様な実践的課題に分析的・科学的にアプ

ローチしようとする方を歓迎する。入学試験では、保育学、児童学、発達心理学、教育学、社会学等の基礎知識

と科学的な論述や分析力を期待する。なお、出願前に必ず本コースのホームページを参照すること。 

 

【ジェンダー社会科学専攻（全体）】 

ジェンダー社会科学専攻では、ひろく社会科学諸分野の分析手法とジェンダー視点を結びつけることにより、

従来の「常識」を再検討し、新たな問題領域を発見する研究をめざしている。方法論的には、人間・生活・社会・

環境をめぐる現代的諸問題をテーマとして、既存の個別領域のアプローチを尊重しつつ、ジェンダー視点と切り

結んだ学際的アプローチに依拠することにより、21 世紀社会を展望する新領域創成に挑戦する。教育目標は、新

領域開拓にふさわしい教養と学力を涵養し、男女共同参画社会の構築や社会問題の解決に寄与しうる人材、グロ

ーバル社会のもとで国際的な活動に貢献できる人材を養成することに主眼を置いている。本専攻の 3 コースにお

けるスタッフ構成は多様であり、学生が研究テーマを多元的・複眼的に考察する上で助けとなる。また、学生は、

自分の関心に即して複数のコースにまたがって演習等を履修することが可能であり、テーマによっては副指導教

員を他コースに求めることもできる。新領域を切り拓く領域横断的な研究に意欲と関心のある志願者を歓迎する。 

 

生活政策学コース 

少子高齢化、生活をめぐる諸価値の多様化、生活のグローバル化、女性の社会的活動領域の拡大の中で生ずる

社会・経済生活・家族・女性に関する諸問題を、社会科学の各分野から研究する。法学・政治学・経済学・社会

学の基礎的分析手法を身につけ、それを現実の社会問題の解明に応用できる力を養うことを教育上の目的として

いる。 
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開講科目は、生活法社会論、生活政治論、法女性論、消費者問題論、生活経済論、生活福祉論、家族関係論、

生活情報論など。家庭科教育学特論を履修して家庭科教員専修免許状も取得できる。 

人間生活と環境・家族・ジェンダーなど日常生活に関わる諸問題を社会科学的な方法と問題設定で解明するこ

とに関心と意欲をもつ人を求める。修了後の進路との関係でいえば、研究職を目指す人はもちろん、公務員など

政策実務を目指す人、生活環境の改善や改革に強い意欲をもつ人、あるいは現職の実務家やＮＰＯ活動などで実

務に資する専門的な調査研究能力を養いたい人、教員で家庭科の専修免許取得を希望する人を要望する。 

外国語試験（英語）と論述試験および提出論文・研究計画に関する口述試験によって選抜する。 

 

地理環境学コース 

グローバル化にともない変容する空間・地域・環境をめぐる諸問題を、人間―環境関係、社会・経済の空間性、

人間の移動とコミュニティ、健康・福祉、日常生活における場所の感覚やアイデンティティなどの視点から研究

する。研究対象は、自然環境、建造環境、居住空間、地域開発、ローカルな文化とその変容など多岐にわたり、

具体的な研究方法も、フィールドワーク、観測、GIS、統計分析と数理モデルの構築など多彩である。 

研究職をめざす人だけでなく、NGO などで国際協力や国際交流に関わろうとする／関わった経験を持つ人、学

校教育の場で開発教育や異文化理解などに関わる人、環境政策やマーケティングなどの分野で活躍しようとする

人など、幅広い関心を持つ人を期待する。 

詳細は地理環境学コースの HP http://www.li.ocha.ac.jp/hum/chiriog/chirig1.htm を参照のこと。 

 

開発・ジェンダー論コース 

従来の学問研究にジェンダーの視点を導入し、新たな学際的研究の可能性を追求する。理論的分析に加え開発

や国際協力など応用分野を含めた、多様な関心と能力を持った学生を育成することをめざし、日本でも他に例を

見ない独自のコースとして、内外の社会的要請に応えるものである。 

カリキュラムは、ジェンダー概念の成立やジェンダー研究の基礎となる科目群（ジェンダー基礎論、ジェンダ

ー関係論、ジェンダー文化論、ジェンダー社会経済学、フェミニズムの理論の争点など）、開発研究や国際研究と

リンクする科目群（開発経済学、開発人類学、開発言説論、開発研究実践論、国際協力論、グローバル政治経済

論など）、労働経済や政策研究に関わる科目群（労働経済論、社会保障とジェンダー、女性政策論など）、研究方

法論／実践論の科目群（フィールドワーク方法論、国際緊急人道支援論他）などで構成されている。 

行政、ＮＰＯなど男女共同参画社会づくりや「ジェンダーと開発」分野で国際協力に将来携わりたい人、ある

いはすでにその分野での経験のある人、より理論的、方法論的な知識を深めジェンダー視点からの社会分析をし

たい人など、実践家や研究者をめざす人を選抜する。専門と外国語試験による基礎学力試験に加えて提出論文の

分析内容や研究計画も重視され選抜が行われる。 

ジェンダーおよび開発をめぐる問題を、ジェンダー理論、文化人類学、社会学、経済学、政治学、地域研究等

の方法を用いて多面的、理論・実証的に解明することに意欲を持つ人を求める。なお、博士後期課程にはジェン

ダー学際研究専攻が設置されている。 

詳細は、開発・ジェンダー論コースのサイト http://devgen.igs.ocha.ac.jp/ を参照のこと。 

 

【ライフサイエンス専攻（全体）】 

本専攻は、基礎生命科学からバイオテクノロジーにわたるライフサイエンス全般の発展に寄与するため、「生命

科学」、「生活科学」という学問領域の有機的な統合を試み、人間を生命、生活の両面から捉える。そのため、生

命科学コース、人間・環境科学コース、食品栄養科学コース、遺伝カウンセリングコースを設置する。ライフサ

イエンス全般を基礎から応用まで幅広く理解できる人材を育成する。本専攻の学生には教員の指導の下、実験を

主体とする、ライフサイエンスに関する研究計画を作成、実施することが求められる。そのため、文献調査能力、

研究実施能力、研究の妥当性に対する判断力等が求められる。 

 

生命科学コース 

生命科学コースでは、生物種としてのヒトとヒトをとりまく多様な生物種を対象として、多様性と独自性を特

徴とする生命の本質を、遺伝子、ゲノム、生体分子、細胞、個体、集団などのレベルにおいて理解するための教

育と研究を目指している。研究を進めるためには、目の前にある問題を解決するための能力もさることながら、
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「まだ分かっていないことは何か」「問題にどのように取り組んでいくのか」という、問題を発見し、それを明ら

かにしていく道筋を具体化する能力が必要である。また、自分の興味以外にも視野を広げ、そこから自らの問題

に関連のある知見を引き出す努力も必要とされる。本コースでは、生命科学分野に関心が深く、自らを高める向

上心に満ち、かつ知的好奇心に溢れた人材を期待する。 

 

人間・環境科学コース 

本コースでは、人間生活を中心に環境に関する諸問題を扱うとともに、生物としての人間の特性・生命生理メ

カニズム、また人間の身体と環境との相互作用につき研究教育を行う。具体的には、都市・住居デザインの提案・

設計、人間の神経・生理機能の工学解析ならびにそれに基づく人間工学機器設計、消臭・高吸水性材料等の生活

材料開発、繊維製品における染色・仕上げ加工機構、安全快適な水環境構築のための消毒・有害物質除去技術、

身体的側面を中心とした人類の進化、変異、適応等のデータ分析、などを行う。各研究の主眼は、人間と環境の

境界領域（インターフェース）の本質を人間及び環境の視点から科学的・工学的に捉えた上で、我々の生活を向

上させるためのインターフェースの改良方策を具体的に提案するところにある。従って、基礎となる自然科学系

諸科目に習熟していること、自然環境・生活環境と人間に関わる現実的諸問題に関心が高いこと、研究成果を具

体的なデザインとして社会に提案・還元する意欲を有する学生を求める。 

 

食品栄養科学コース 

本コースでは、食と栄養に関する基礎研究から応用開発にいたる領域を対象とし、健全な食生活を構築すると

ともに、生活習慣病の予防、食の安全性などの問題を解析、解決する。食や栄養に関する基礎的研究から応用開

発や臨床対応までできる食と栄養のスペシャリストを育て、食品企業の研究者や開発者、管理栄養士のリーダー

を育成する。本コースでは食品の品質、嗜好性、機能、安全性、代謝、疾病との関連など食を取りまく諸問題を

有機化学、生化学、分子・細胞生物学、疫学などを用い、食品科学と栄養科学の両面から教育・研究を行なう。

学生には研究・実験に対し、積極的かつ主体的に取り組む姿勢を持つことを求める。化学や生物学を中心とする

一般的な自然科学の知識を必要とする。 

 

遺伝カウンセリングコース 

遺伝カウンセリング学は近年の遺伝医学の発達に伴って誕生した学際的な学問で、人類遺伝学、遺伝医学、カ

ウンセリング、生命倫理と幅広い領域と連携しながら独自の学問体系を構築している。本コースでは遺伝カウン

セラーに要求される遺伝カウンセリング学の基礎と実践技術を学ぶと同時に教育・研究者として必要な能力を身

につけるための教育を行なう。 

 

【理学専攻（全体）】 

理学専攻は、人間と自然が織りなす複雑な諸現象を、現代自然科学の方法論に基づいて学際融合的に教育研究

し、新しい科学の創成を目指しつつ次世代を担う人材を養成することを目的としている。十分な基礎学力と緻密

な思考力をもつと同時に、自然の論理の美しさに感動し、未知との遭遇に好奇心をそそられるような感受性を有

する多くの学生と共に科学を楽しみたい。 

 

数学コース 

様々な分野との関連も視座に入れた数学理論の展開に関する高度な専門教育と研究を行い、高度な数学的知識

と数学的な運用能力をもつ高度専門職業人、中学校・高等学校教師、研究者等を養成することを目標とする。こ

の教育目標に沿って、未解決の問題にチャレンジしたい、数学の美しさ面白さに深く感動したい、数理的な方法

センスを身につけ社会の場で生かしたい等数学が好きで学ぶ意欲に溢れ、数学分野に対する基礎的な学力を持つ

学生を広く受け入れる方針である。 

実際の選考では、微分積分学、線形代数学など、どの数学分野を専攻するにも必要となる内容や専攻したいと

希望する数学分野の基礎について、基本的な概念や事実の理解度、基本的な計算を確実に行える力、明解正確な

説明論証を行える力などをみる。 

 

物理科学コース 
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極微の素粒子から、原子分子の集合体である固体や液体、そして宇宙までを対象に、物質が示す性質を解明し

新たな現象を予測することを目的として、量子論、統計力学、相対論等の物理学によるアプローチを総合して教

育研究を行っている。自然を考える好奇心に満ちた学生や、しつこく考える忍耐強い学生、自然を直感的に発想

する学生、論理にこだわって緻密に推論する学生、など個性的で主体的な学生を望む。 

 

化学・生物化学コース 

有機・無機分子および金属錯体から、タンパク質や糖などの生体高分子に渡る広範な分子および分子集合体を

対象とし、合成、構造、反応、物性、機能、および分子間相互作用に関して、幅広い角度から実験と理論の研究

および教育を行う。分子科学的な研究を推進するために必要な知識を得ることや、生命の普遍的なしくみを化学

的に解明することに興味を持ち、境界領域や未知の分野を切り拓くことに意欲的な学生を望む。 

 

情報科学コース 

情報科学は進展の速い分野である。このような分野で世界の先端を走る研究者、高度専門職業人、情報科学の

次世代を語れる教育者等を養成するため、情報の基礎理論から応用技術まで幅広い分野の研究、教育を行う。こ

の目標に沿って、情報科学、数理科学に対する基礎的な学力、英語で書かれた文献の読み書きができる素養を持

ち、強い意欲を持つ者を広く受け入れる。 

 

⑧ 大学院博士後期課程 

【比較社会文化学専攻（全体）】 

比較社会文化学専攻では、社会と文化に関する高度に学際的かつ総合的な専門研究を行うことを通じて、人

間文化の基礎理論の確立を目指している。また、国際的視野の中で日本研究を推進し、総合学としての日本学

を世界に発信していくことを企図している。 

本専攻では、こうした目的に即しつつ自立的に研究を行うことに強い自覚をもった人材を求めており、特に、

以下の２点を、前提として強調しておきたい。 

１．資料や文献を読解するため、また、国際的な研究交流を遂行するために必要な語学力を有していること。 

２．日本を含む世界各地域の過去もしくは現在の社会構造等、アジア・欧米の言語・文学・思想等、日本を含

む世界各地域の芸術作品・芸術活動等のいずれかの分野において、上記の研究の基礎となり得る知識と研究

能力を有していること。 

 

国際日本学領域 

国際日本学領域は、本学の戦略的研究・教育領域として位置づけられており、国際的に多様化する大学院教育

の現状に対応して、国際的視野のなかで日本研究を進め、文学・言語学・歴史学・考古学・思想・文化・身体論

の総合学としての日本学を世界に発信する人材を養成することにより、日本研究における世界の教育拠点となる

ことを目標としている。 

本領域に進学する学生には、それぞれの専門分野において高度な研究を進めるとともに、専門性を踏まえた日

本に関する学際的な関心の涵養と総合的な知識な蓄積、さらに研究交流への積極的な参加やそうした活動の基礎

となる外国語能力の向上による国際性の養成にも留意して研究を進めていくことが期待される。 

 

言語文化論領域 

アジア、欧米を中心とする各国文学・言語学・言語教育学の専門的知識を深めつつ、それらを横断する研究視

点を育成し、言語を介した現代の文化・批評の機能を、国際協力の面からも積極的に開発・提言する人材の養成

につとめる。 

 

比較社会論領域 

社会分析的視点を大幅に強化し、社会構造の分析にとどまらない社会と文化の学際的・総合的な研究を行う。 

 

表象芸術論領域 

美術・工芸・服飾・舞踊・音楽、および博物館学を主な対象とし、文化表象・表現を多方面から、舞踊・音楽
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においては実践と理論の融合を図りつつ、専門的かつ横断的に批判的分析・追究する領域である。表象芸術に関

する幅広い知見と専門知識、独創的な分析力をもち、表象芸術論を人間理解・国際協力の強力な媒介として社会

に提言することに意欲をもった学生を求める。 

 

【人間発達科学専攻（全体）】 

人間発達科学専攻は、人間の生涯にわたる発達と社会環境にかかわる広いテーマに関連する高度の専門研究を

進める女性研究者となる人を育てている。人間の発達、環境、教育、生活などの領域について、日本や世界の、

過去から現在、あるいは２１世紀への諸問題の解決に意欲を持つ学生の入学を期待する。後期課程３年間で博士

論文の完成ができることが期待される。入学後は１年次から毎年、学会発表、学会誌への論文の投稿、学内外の

研究活動への参加など、計画的に研究成果をあげることが求められる。まず、優れた修士論文を完成させること。 

入学試験では、修士論文の質と、今後の研究計画が明確かどうかを審査する。言語試験での６０％以上の得点

も必須条件である。研究指導を受けたいと考える教員に事前に相談すること。意欲的な学生の皆さんの応募を期

待する。 

 

教育科学領域 

人間の生涯にわたる発達の過程を多様な方法論により科学的に探究するとともに、諸教育問題の解決に資する

実践的な研究を行う。基礎科学・方法論として、教育思想、教育史、教育社会学を置き、またマクロ・ミクロの

実践科学として教育課程・教育方法論、教育開発論、生涯学習論を設置する。当領域では、人間の発達について

教育科学的に考えることのできる研究者および研究者的な視点をもつ実践者の育成をめざしている。 

 

心理学領域 

心理学領域では、人間の心理を脳という核を中心に、発達という時間軸、社会という空間軸の中で、多次元的・

総合的に検討し理解する。そのために次のような授業科目を設けている。「認知科学論」、「道徳性形成論」、「メデ

ィア心理学」、「健康行動論」、「発達精神病理学」。これらの授業科目における教育・研究を通して、心理学領域の

研究者を育成することが、本領域の目的である。心理学の研究者や専門職となることを希望する学生を期待する。

すでに心理学の基礎的・応用的方法論や統計的手法を習得していること、英文で学術論文を作成する力を求める。

広い分野への関心を期待しつつ、「認知心理学」「社会心理学」「教育心理学」「臨床心理学」「パーソナリティ心理

学」の分野のいずれかにおいて専門的な研究をすすめる意欲のある学生を求める。 

 

 

発達臨床心理学領域 

発達臨床心理学の教育および研究を行う。臨床心理学を柱として、家庭、教育、医療、福祉、司法、産業等の

さまざまな場における心理臨床的、発達的課題について専門的に対処する力を養成するとともに発達臨床心理学

の研究を行う高度な研究能力を養う。臨床心理学の研究者および専門職となることを希望する学生を求める。す

でに臨床心理学の基礎的・応用的方法論や、統計的手法を習得していることが必要である。 

 

社会学・社会政策領域 

社会学を中心に、経済学、法学などを含む社会科学を基礎学問として、人間、社会、文化にかかわる諸現象を

解明する。また、社会科学の研究における理論と実証の関係のみならず、実践との密接な結びつきを意識して、

政策科学的な研究として発展させることを重視している。 

 

保育・児童学領域 

保育・子育て等の現場で生じている多様な問題を、多角的に分析・理解し、問題解決を図ることのできる高度

な専門的知識と実践能力を備えた人材を育成することが目的である。具体的には、乳幼児期における保育・幼児

教育、乳幼児期以降の親子の発達支援、０歳から就学期・児童期を見通した接続的教育などを研究する研究者、

専門職業人を養成する。乳児期、幼児期、児童期の発達過程、それにかかわる親や保育者・教師などの発達過程

を射程に入れ、社会的に要請される多様な問題の分析能力、課題解決や問題への接近方法、および援助方法につ

いて高度な知識と実践経験をもつ人材を目指す。専門領域における研究者、育児や教育アドバイザーなどのリー
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ダーとして活躍する人材を想定している。 

 

【ジェンダー学際研究専攻（全体）】 

ジェンダー研究は、「性別」という社会・文化的現象とこの現象が社会と個人にもたらす種々の影響や帰結、さ

らにはこれらに関する認識の在り方ならびにこのような認識をもたらす社会構造の解明とその変革をめざす学際

的な学問である。ジェンダー視点からの研究に関心を持ち、ジェンダーに関する諸問題の解決に意欲を持つ方の

入学を歓迎する。 

入学には、社会科学、人文科学等の学問領域でのジェンダーに関連する優れた修士論文またはそれに代わるも

のを完成させていることが必要である。入学試験では、原則として、言語試験での６０％以上の得点も条件とな

る。入学後は１年次から毎年、学会発表、学会誌への投稿、学内外の研究活動への参加など、計画的に研究成果

を挙げることが求められ、３年間で、博士論文を完成できることが期待される。研究指導を受けたいと考える教

員に必ず事前に相談をすること。 

なお、本専攻において取得できる学位は、学術、人文科学、社会科学、生活科学である。 

 

ジェンダー論領域 

ジェンダーの理論的検討、実証的・政策的課題を探究する。ジェンダー視点に立った分析は、家族、労働、人

権、教育、開発援助、経済、国際関係、地域計画、環境、科学技術、医療など、あらゆる政策分野において必要

とされている。学問領域を超えたジェンダー課題群に、主体的に取り組む人材の育成をめざす。 

 

【ライフサイエンス専攻（全体）】 

本専攻は、基礎生命科学からバイオテクノロジーにわたるライフサイエンス全般の発展に寄与するため、「生

命科学」、「生活科学」という学問領域の有機的な統合を試み、人間を生命、生活の両面から捉える。そのため、

生命科学領域、人間・環境科学領域、食品栄養科学領域、遺伝カウンセリング領域を設置する。本専攻ではラ

イフサイエンス全般を基礎から応用まで幅ひろく理解でき、ライフサイエンス分野の研究者として自立できる、

また指導的役割を担いうる人材を育成する。本専攻の学生には教員の指導の下、ライフサイエンスに関する課

題を設定し、実験を主体とする研究計画を作成、実施し、その結果を公表することが求められる。そのため、

研究に対する強い自覚と意欲を持った上で、文献調査能力、研究実施能力、研究の妥当性に対する判断力、発

表能力等が求められる。 

 

生命科学領域 

生命体としての人間そのものを明らかにすることを目的とする。高度に複雑な生命体の巨視的および微視的構

造、機能、応答、情報処理、遺伝のメカニズムを、個体・細胞・分子レベルで解明する。 

 

人間・環境科学領域 

本領域では、生活している人間とその環境との関係を明らかにし、かつ、その環境が人間にとって合理的、快

適なものとなるよう設計・制御を行うことを目的とする。具体的には生活空間内における人間／環境間の物質・

エネルギーの交換、体表を通じての物理的・化学的・生理的刺激とその応答、快適性・安全性との関係などを、

環境パラメータ・材料物性・人体生理の面から総合的に研究を行う。また、生物としての人間、すなわちヒトの

本質・由来・変異などに関する研究も行う。人間と環境の境界領域（インターフェース）の本質を人間及び環境

の視点から科学的・工学的に捉えた上で、我々の生活を向上させるためのインターフェースの改良方策を具体的

に提案することに研究の主眼を置く。 

 

食品栄養科学領域 

本領域では、食と栄養に関する基礎研究から応用開発にいたる領域を対象とし、健全な食生活を構築するとと

もに、生活習慣病の予防、食の安全性などの問題を解析・解決する。食や栄養に関する基礎的研究から応用開発

や臨床対応までできる食と栄養のスペシャリストを育てる。具体的には大学や公的研究機関の研究者、管理栄養

士のリーダー、栄養士や管理栄養士養成校の教員、公務員、食品企業の研究者、病院管理栄養士などをめざす。

本領域では、食品の品質、機能、嗜好性、安全性、健康や疾病と食品の関連などを含め、食を取りまく諸問題を
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有機化学、生化学、分子・細胞生物学、疫学などを用い、専門教育ならびに先端的研究を行う。 

 

遺伝カウンセリング領域 

遺伝カウンセリングという新しい学際領域で活躍する先駆的人材を養成することを目的とする。遺伝カウンセ

ラーとしての知識、技術、臨床実践の研鑽をふかめ、遺伝カウンセリング学の構築と、遺伝医療に寄与する研究

を遂行し、新しい学問分野の開拓と、後進の指導のための教育推進に資する人材を育成する。人類愛と医療に対

する深い理解を基盤に持ち、国際的視野から日本における新しい分野の確立に貢献する意欲と能力が必要とされ

る。 

 

【理学専攻（全体）】 

理学専攻は、人間と自然が織りなす複雑な諸現象を、現代自然科学の方法論に基づいて学際融合的に教育研究

し、新しい科学の創成を目指しつつ次世代を担う人材を養成することを目的としている。研究に必要な基礎能力

と強い意欲をもって研究者・高度専門技術者を目指す女性はもちろんのこと、社会人としての基盤を保ちながら

より高度な専門的能力の開発を望む方や独自のライフスタイルで学問を究めることを志す女性を広く求めたい。 

 

数学領域 

代数、解析、幾何の純粋数学各分野における高度に専門的な教育研究並びに数理的方法論を適用する応用数学

分野における専門的な教育研究を行い、自立して研究活動を行いうる能力、数学の立場からの学際的研究能力を

培うことを目標とする。この教育目標に沿って、確かな数学の力の上に、自ら課題を見出し自ら解決の方向性を

探る自立した研究者となろうという志をもち、自己の専門分野のみならず隣接分野や新しい分野、課題も積極的

に学ぼうという姿勢をもった学生を受け入れる方針である。 

 

物理科学領域 

物理学の各分野及び他領域との隣接分野における 先端の研究を通して、それぞれの分野において高度な専門

性を有し研究者としての素養を身につけた人材を育成するための教育を行っている。物理学の各分野における十

分な基礎学力を有するとともに、将来、研究者として自立し、国際的な視野をもって指導的役割を果たす人物に

なろうとする自覚と意欲をもった学生を求めている。 

 

化学・生物化学領域 

物質を構成する広範な有機・無機分子、金属錯体及び分子集合体、さらに生体を構成する生体関連分子、蛋白

質や糖などを対象に、物質科学、材料科学、物質創成科学、複雑系科学及び生命科学などの諸分野に広がる教育

研究を行う。諸現象を原子・分子レベルから解明する意欲と学際領域への興味をもち、国際的視野を拡げつつ、

研究における創造性と自立性を高める努力を惜しまない人を歓迎する。 

 

情報科学領域 

情報科学の基礎から応用までの幅広い分野が、互いに連携しつつ研究を行うことで、高度情報化社会で要求さ

れる情報科学的な理論と応用を明らかにする。すなわち、次世代情報科学に必要な数理科学手法、現代情報科学

の基礎となる計算機科学手法とその応用、自然・生命現象、生活科学などから生まれる様々な情報の利用・解析

手法を研究する。これに共感する人達を経歴を問わず広く受け入れている。 
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（２）入学者数、在学者数、収容定員、編入学定員、編入学者数【担当：教務チーム】  

学 部                                              (H22.5.1 現在) 

入学者・在学者数 

１

年

次

２

年

次

３ 

年 

次 

４ 

年 

次 

 

合 計 

   

 
入 

学 

定 

員 

第
３
年
次
入
学
定
員 

収 

容 

定 

員 

入
学
者 

在
学
者 

在
学
者 

※
編
入

在
学
者 

※
編
入

入
学
者+

在
学
者 

※ 編
入
者 

人文科学科 55 220 61 60 66 3 82 2 269 5

言語文化学科 80 320 87 90 96 7 127 3 400 10

人間社会科学科 40 160 43 42 52 7 67 9 204 16

芸術・表現行動学科 27 108 27 28 27 1 34  116 1

学部共通  20    

 

文 

教 

育 

学 

部 

 小   計 202 

10

828 218 220 241 18 310 14 989 32

数学科 20 80 23 23 24 3 24 1 94 4

物理学科 20 80 21 25 23 1 34 5 103 6

化学科 20 80 22 22 23 0 26 1 93 1

生物学科 25 100 25 24 28 1 29 2 106 3

情報科学科 40 160 39 42 43 3 49 3 173 6

学部共通  20    

 

理

 

学

 

部 

小   計 125 

10

520 130 136 141 8 162 12 569 20

食物栄養学科 36 144 39 39 39 42  159 

人間・環境科学科 24 96 26 29 23 23  101 

人間生活学科 65 260 70 70 83 6 101 10 324 16

学部共通  20    

生
活
科
学
部 

小   計 125 

10

520 135 138 145 6 166 10 584 16

  合     計 452 30 1,868 483 494 527 32 638 36 2,142 68

※ 編入者数は、その年次の在学者に含む 

 

大学院 人間文化創成科学研究科博士前期課程(平成 19 年 4 月 1 日～) (H22.5.1 現在)  

在 学 者 数     

 

入 学 

定 員 

収 容 

定 員 １年次 2 年次 合  計 

比較社会文化学専攻    60 120 59     84    143 

人間発達科学専攻    27   54 33     47     80 

ジェンダー社会科学専攻    18   36 21     25     46 

ライフサイエンス専攻    47   94 50     69    119 

理学専攻    51 102 79     80    159 

      合   計 203  406 242    305    547 

 

大学院 人間文化研究科博士前期課程(～平成 19 年 3 月 31 日)    (H22.5.1 現在) 

在 学 者 数    

 

入 学 

定 員 

収 容 

定 員 １年次 2 年次 合  計 

言語文化専攻 － － －   －    － 

人文学専攻 － － －     1     1 

発達社会科学専攻 － － －     2     2 

ジェンダー社会科学専攻 － － －     2     2 

ライフサイエンス専攻 － － －     1     1 

 



 48

物質科学専攻 － － －   －    － 

数理情報学専攻    －    －    －    －    － 

      合   計    －    －    －     6     6 

 

大学院 人間文化創成科学研究科博士後期課程(平成 19 年 4 月 1 日～)       (H22.5.1 現在) 

在 学 者 数   入 学 

定 員 

収 容 

定 員 １年次 2 年次  3 年次 合 計 

比較社会文化学専攻   27   81 22     34     61     117 

人間発達科学専攻    14   42 24     15     29      68 

ジェンダー学際研究専攻     4   12 6      4     17      27 

ライフサイエンス専攻    15    45 19      26     29      74 

理学専攻     13    39 13      8     11      32 

    合   計    73  219 84     87    147     318 

 

大学院 人間文化研究科博士後期課程(～平成 19 年 3 月 31 日)              (H22.5.1 現在) 

在 学 者 数   入 学 

定 員 

収 容 

定 員 １年次 2 年次  3 年次 合 計 

比較社会文化学専攻 － － －   －     41      41 

国際日本学専攻 － － －   －     45      45 

人間発達科学専攻 － － －   －     45      45 

ジェンダー学際研究専攻 － － －   －     14      14 

人間環境科学専攻   －   － －   －      8       8 

複合領域科学専攻   －   － －   －      8       8 

    合   計 － － －   －    161     161 

 

（３）卒業者数、修了者数、進学者数、就職者数 【担当：学生支援チーム】 

学 部                                                    （H21 年度卒業生） 

 卒業者数 進学者数

   (a) 

就職希望

者数(b)

就職者数 

(c) 

就職率% 

(c) / (b) 

その他 

人文科学科 64 18 36 33 92％ 10 

言語文化学科 94 12 71 66 93％ 11 

人間社会科学科 48 10 33 32 97％ 5 

芸術・表現行動学科 30 8 12 8 67％   10 

文
教
育
学
部 

  小   計 236 48 152 139 91％ 36 

数学科 26 7 16 15 94％ 3 

物理学科 23 12 5 4 80％ 6 

化学科 31 23     7 7 100％ 1 

生物学科 26 18 8 7 88％ 0 

情報科学科 45 34     8 5 63％ 3 

  

理 

学 

部 

  小   計 151 94 44 38 86％ 13 

食物栄養学科 39 19 12 8 67％   8 

人間・環境科学科 29 5 18 17 94％ 6 

人間生活学科 76 8 57 52 91％ 11 

生
活
科
学
部 

小   計 144 32 87 77 89％ 23 

合    計 531 174 283 254 90％ 74 

(注)就職率＝就職者数／就職希望者数 
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大学院 人間文化創成科学研究科博士前期課程(平成 19 年 4 月 1 日～)          （H21 年度卒業生） 

   修了者数 進学者数

(a) 

就職希望

者数(b)

就職者数 

(c) 

就職率% 

(c) / (b) 

その他

 

比較社会文化学専攻 68 20 33 31 94％ 15 

人間発達科学専攻 41 16 14 12 86％ 11 

ジェンダー社会科学専攻 13 1 6 4 67％    6 

ライフサイエンス専攻 59 17 24 20 83％ 18 

理学専攻 65 9 40 35 88％ 16 

     合    計 246 63 117 102 87％ 66 

(注)就職率＝就職者数／就職希望者数 

 

大学院 人間文化研究科博士前期課程(～平成 19 年 3 月 31 日)              （H21 年度卒業生） 

   修了者数 進学者数

(a) 

就職希望

者数(b) 

就職者数 

(c) 

就職率% 

(c) / (b) 

その他 

言語文化専攻 2 0 0 0   － 2 

人文学専攻 5 0 0 0   － 5 

発達社会科学専攻 2 0 0 0   － 2 

ジェンダー社会科学専攻    0 0 0 0   －    0 

ライフサイエンス専攻    0 0 0 0   － 0 

物質科学専攻 1 0 0 0   － 1 

数理情報学専攻 0 0 0 0   － 0 

     合    計    10      0      0      0   － 10 

 

       大学院 人間文化創成科学研究科博士後期課程(平成 19 年 4 月 1 日～)         （H21 年度卒業生） 

          修了者数 進学者数

(a) 

就職希望

者数(b) 

就職者数 

   (c) 

就職率% 

(c) / (b) 

その他 

 

比較社会文化学専攻     2     0   0   0   －   2 

人間発達科学専攻    0   0   0   0   －   0 

ジェンダー学際研究専攻     0   0   0   0   －   0 

ライフサイエンス専攻 6   0   2 2 100％ 4 

理学専攻 6   0   1 1   100％ 5 

     合    計 14   0   3 3 100％ 11 

 (注)就職率＝就職者数／就職希望者数 

  

大学院 人間文化研究科博士後期課程(～平成 19 年 3 月 31 日)             （H21 年度卒業生） 

   修了者数 進学者数

(a) 

就職希望

者数(b) 

就職者数 

   (c) 

就職率% 

(c) / (b) 

その他 

 

比較社会文化学専攻 6   0 3 3 100％ 3 

国際日本学専攻 8   0 1 1 100％ 7 

人間発達科学専攻 6   0 1 1 100％ 5 

ジェンダー学際研究専攻 1   0 1 1 100％   0 

人間環境科学専攻 7   0 5 5 100％ 2 

複合領域科学専攻 4   0 3 3 100％ 1 

     合    計 32   0 14 14 100％ 18 

(注)就職率＝就職者数／就職希望者数 
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（４）就職先及び進学先等の状況  【学生支援チーム】 

 学 部                                            （H21 年度卒業生） 

 

 

 

主な就職状況 

 

   主な進学先の状況 

人文科学科 厚生労働省、 

(株)ワコールホールディングス 

東京都庁、野村ビジネスサービス(株) 

お茶の水女子大学大学院 

東京大学大学院 

東京工業大学大学院 

言語文化学科 山口県庁、(株)旺文社 

(株)フジテレビジョン、 

(株)ＮＴＴデータ、(株)ポーラ 

お茶の水女子大学大学院 

東京大学大学院 

 

人間社会学科 日本生命保険相互会社、日本放送協会、

キリンビール(株)、郵便事業株式会社 

お茶の水女子大学大学院 

東京大学大学院 

 
 

文 

教 

育 

学 

部 
 

芸術・表現行動学 

  

サッポロビール(株) 

(株)学研教育出版、ヤマハ(株) 

お茶の水女子大学大学院 

 

数学科 (株)日立製作所 

東日本電信電話株式会社(ＮＴＴ) 

富山県教員 

お茶の水女子大学大学院 

千葉大学大学院 

東北大学大学院 

物理学科 三菱電機(株)、日本放送協会 

東日本旅客鉄道(株) 

お茶の水女子大学大学院 

東京工業大学大学院 

化学科 鉄道情報システム(株) 

三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 

住友生命保険相互会社 

お茶の水女子大学大学院 

東京工業大学大学院 

 

生物学科 グリコ乳業(株) 

東日本電信電話株式会社(ＮＴＴ) 

伊藤忠テクノソリューションズ(株) 

お茶の水女子大学大学院 

東京大学大学院 

 

 
 

 
 

 
 

理  
 

学 
 

 

部 

情報学科 

   

日立ソフトウェアエンジニアリング(株)

ＮＴＴドコモ、大日本印刷(株) 

お茶の水女子大学大学院 

 

食物栄養学科 ハウス食品(株) 

組合立諏訪中央病院、財務省 

お茶の水女子大学大学院 

筑波大学大学院 

人間・環境科学科 明治製菓(株) 、 

ＮＴＴドコモ、全日本空輸(株) 

お茶の水女子大学大学院 

首都大学大学院 

生
活
科
学
部 

人間生活学科 

 

ＫＤＤＩ(株)、(株)ぐるなび、 

日本電気株式会社(ＮＥＣ) 

 

 

 

大学院 人間文化創成科学研究科博士前期課程（人間文化研究科を含）       （H21 年度修了生） 

   

 

 

 

主な就職状況 

 

   主な進学先の状況 

比較社会文化学専攻 東京都教育庁 

近畿日本ツーリスト(株) 

(株)ＴＢＳテレビ 

お茶の水女子大学大学院 

 

 

人間発達科学専攻 東京少年鑑別所、大田区教諭 

東京都庁 

お茶の水女子大学大学院 

東京大学大学院 

ジェンダー社会科学専攻 星美学園小学校、国際短期大学講師 

(株)大和総研 

お茶の水女子大学大学院 

 

ライフサイエンス専攻 日本人学校教諭、ライオン(株) 

東京ガス(株) 

お茶の水女子大学大学院 

 

理学専攻 パナソニック(株) お茶の水女子大学大学院 
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宇宙航空研究開発機構(ＪＡＸＡ) 

グーグル(株)、富士フィルム(株) 

東京大学大学院 

 

 

大学院 人間文化創成科学研究科博士後期課程（人間文化研究科を含） （H21 年度修了生） 

   

 

 

 

主な就職状況 

比較社会文化学専攻 北京言語大学講師 

 

人間発達科学専攻 お茶の水女子大学講師 

 

ジェンダー社会科学専攻 財団法人 小平記念日立教育振興財団

 

ライフサイエンス専攻 川崎市立中学校教諭 

 

理学専攻 小林製薬(株) 

 

 

 ５．授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。【担当：教務チーム】 

本学のシラバスに関する情報を広く公開しております。本サイトは、年度別、科目別、学科別、教員別、時

間割、全文検索から構成されております。 

■シラバスのトップページ  【シラバス提供：http://yw.ao.ocha.ac.jp/Syllabus/】 
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■学科別検索 

 

 

６．学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。 【担当：教務チーム】 

（１）必修科目、選択科目及び自由科目の区分ごとの必要単位修得数 

  ①文教育学部 

必修及び選択必修の科目・単位 自由に選択して履修する科目・単位 

コア科目 

   

科目区分 

 

 

学科別 

文
理
融
合
Ｌ
Ａ 

基
礎
講
義 

基
礎
ゼ
ミ 

総
合
科
目 

情
報 

外
国
語 

ス
ポ
ー
ツ
健
康 

専
攻
科
目 

関
連
科
目 

コ
ア
科
目 

専
門
科
目 

学
部
共
通
科
目 

他
学
科
の
専
攻
科
目 

他
学
部
の
科
目 

全
学
共
通
科
目 

教
職
共
通
科
目 

教
職
に
関
す
る
科
目 

日
本
語
教
育
基
礎
コ
ー

ス
科
目

卒
業
に
必
要
な
履
修
単
位

数 

人文科学科        18 16 2   60                    28 124

言語文化学科        18 20 2   58                    26 124

人間社会科学科        18 10 2   68                    26 124

芸術・表現行動学科        18 10 2   64                    30 124

グローバル文化学環        18 18 2   60                    26 124

【成績の評価】 

1) 成績の評価は、原則として試験、平常の成績及び出席状況を総合して決定する。 

2) 成績の評価は、「Ｓ」（基本的な目標を十分に達成し、きわめて優秀な成果をおさめている）、「Ａ」（基本的な

目標を十分に達成している）、「Ｂ」（基本的な目標を達成している）、「Ｃ」（基本的な目標を 低限度達成して

いる）、「Ｄ」（基本的な目標を達成していない。再履修が必要である）の 5 種類の評語をもって表し、「Ｓ」、

「Ａ」、「Ｂ」及び「Ｃ」を合格とし、「Ｄ」を不合格とする。 
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3) 成績評価は上記のように達成度評価が原則であるが、「Ｓ」については｢全評価対象の５％以下（評価対象が

２０人未満の場合は１名以下）を目安とする｣という適用のガイドラインを設けている。 

4) 学部の授業科目については、学習・教育目標や成績評価基準、評価方法などがシラバスなどにあらかじめ明

示される。 

 

   ②理学部 

必修及び選択必修の科目・単位 自由に選択して履修する科目・単位 

専攻 

科目 

関
連
科
目 

コア科目 

専
攻
科
目 

関
連
科
目 

コア科目 

  

科目区分 

 

 

 

 

学科別 

必
修 

選
択 

選
択 

文
理
融
合
Ｌ

Ａ 基
礎
講
義 

基
礎
ゼ
ミ 

総
合
科
目 

情
報 

外
国
語 

ス
ポ
ー
ツ
健

康 選
択 

選
択 

自 

由 

科 

目 文
理
融
合
Ｌ

Ａ 基
礎
講
義 

基
礎
ゼ
ミ 

総
合
科
目 

情
報 

外
国
語 

ス
ポ
ー
ツ
健

康

全 

学 

共 

通 

科 

目

教
職
に
関
す
る
科
目 

卒
業
に
必
要
な
履
修
単
位
数 

数学科 44 34 0 30                          16 124

物理学科 54 22 0 30                          18 124

化学科 66 10 0 30                          18 124

生物学科 36 34 0 32                          22 124

情報科学科 42 36 0 30                          16 124

【成績の評価】 

1) 成績の評価は、原則として試験(論文、報告等を含む。)、平常の成績及び出席状況を総合して決定する。 

2) 成績の評価は、「Ｓ」（基本的な目標を十分に達成し、きわめて優秀な成果をおさめている）、「Ａ」 

（基本的な目標を十分に達成している）、「Ｂ」（基本的な目標を達成している）、「Ｃ」（基本的な目 

標を 低限度達成している）、「Ｄ」（基本的な目標を達成していない。再履修が必要である）の 5 種 

類の評語をもって表し、「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」及び「Ｃ」を合格とし、「Ｄ」を不合格とする。 

3) 成績評価は上記のように達成度評価が原則であるが、「Ｓ」については｢全評価対象の５％以下（評価対象が

２０人未満の場合は１名以下）を目安とする｣という適用のガイドラインを設けている。 

4) 学部の授業科目については、学習・教育目標や成績評価基準、評価方法などがシラバスなどにあらかじめ明

示される。 

 

    ③生活科学部 

必修及び選択必修の科目・単位 自由に選択して履修する科目・単位 

専門科目 コア科目 
専門 

科目 
コア科目 

専攻 

科目 

専
攻
科
目 

       

科目区分 

 

 

 

 

学科別 

必
修 

選
択 

学
部
共
通
科
目 

文
理
融
合
Ｌ
Ａ 

基
礎
講
義 

基
礎
ゼ
ミ 

総
合
科
目 

情
報 

外
国
語 

ス
ポ
ー
ツ
健
康 

選
択 

学
部
共
通
科
目 

自 

由 

科 

目 

文
理
融
合
Ｌ
Ａ 

基
礎
講
義 

基
礎
ゼ
ミ 

総
合
科
目 

情
報 

外
国
語 

ス
ポ
ー
ツ
健
康 

全
学
共
通
科
目 

教
職
共
通
科
目 

教
職
に
関
す
る
科
目 

卒
業
に
必
要
な
履
修
単
位
数 

食物栄養学科 97 4 4 30                           3 138

人間・環境科学科 38 32 8 30                          16 124

人間生活学科 28 16 18 30                          32 124

【成績の評価】 

1) 成績の評価は、原則として試験、平常の成績及び出席状況を総合して決定する。 

2) 成績の評価は、「Ｓ」（基本的な目標を十分に達成し、きわめて優秀な成果をおさめている）、「Ａ」（基本的

な目標を十分に達成している）、「Ｂ」（基本的な目標を達成している）、「Ｃ」（基本的な目標を 低限度達成し
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ている）、「Ｄ」（基本的な目標を達成していない。再履修が必要である）の 5 種類の評語をもって表し、「Ｓ」、

「Ａ」、「Ｂ」及び「Ｃ」を合格とし、「Ｄ」を不合格とする。 

3) 成績評価は上記のように達成度評価が原則であるが、「Ｓ」については｢全評価対象の５％以下（評価対象が

２０人未満の場合は１名以下）を目安とする｣という適用のガイドラインを設けている。 

4) 学部の授業科目については、学習・教育目標や成績評価基準、評価方法などがシラバスなどにあらかじめ明

示される。 

 

④大学院 人間文化創成科学研究科博士前期課程の修了要件 

博士前期課程の修了要件は、当該課程に 2 年以上在学し、所要の授業科目について 30 単位以上を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた上、当該博士前期課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題

についての研究の審査及び 終試験に合格すること。 

ただし、優れた研究業績を上げたと認められた者の在学期間に関しては、当該課程に 1 年以上在学すれば足

りるものとする。 

【成績の評価】 

成績の評価は、「A」（基本的な目標を十分に達成している）、「Ｂ」（基本的な目標を達成している）、「Ｃ」（基

本的な目標を 低限度達成している）、「Ｄ」（基本的な目標を達成していない。再履修が必要である）の 4 種類

の評語をもって表し、「Ａ」、「Ｂ」及び「Ｃ」を合格とし、「Ｄ」を不合格とする。 

 

⑤大学院 人間文化創成科学研究科博士後期課程の修了要件 

博士後期課程の修了要件は、当該課程に 3 年以上在学し、所要の授業科目について 10 単位以上を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び 終試験に合格すること。 

【成績の評価】 

成績の評価は、「A」（基本的な目標を十分に達成している）、「Ｂ」（基本的な目標を達成している）、「Ｃ」（基

本的な目標を 低限度達成している）、「Ｄ」（基本的な目標を達成していない。再履修が必要である）の 4 種類

の評語をもって表し、「Ａ」、「Ｂ」及び「Ｃ」を合格とし、「Ｄ」を不合格とする。 

 

（２）取得可能な学位 

    学 部 

  学位      専攻分野の名称 

文教育学部 人文科学 

理学部 理学 

生活科学部 

 

学士 

生活科学 

 

    大学院 人間文化創成科学研究科博士前期課程 

  学位        専攻分野の名称 

比較社会文化学専攻 人文科学、社会科学、生活科学、学術 

人間発達科学専攻  人文科学、社会科学、生活科学、学術  

ジェンダー社会科学専攻 人文科学、社会科学、生活科学、学術 

ライフサイエンス専攻 生活科学、理学、学術 

理学専攻  

 

 

修士 

理学、学術  

 

    大学院 人間文化研究科博士前期課程 

  学位        専攻分野の名称 

博士前期課程 修士 専攻分野に応じ 学術、人文科学、理学、社会科

学 又は 生活科学 
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    大学院 人間文化創成科学研究科博士後期課程 

  学位        専攻分野の名称 

比較社会文化学専攻 人文科学、社会科学、生活科学、学術 

人間発達科学専攻 人文科学、社会科学、生活科学、学術 

ジェンダー学際研究専攻 人文科学、社会科学、生活科学、学術 

ライフサイエンス専攻 生活科学、理学、学術 

理学専攻 

 

 

博士 

理学、学術 

 

大学院 人間文化研究科博士後期課程 

  学位        専攻分野の名称 

博士後期課程  博士 専攻分野に応じ 学術、人文科学、理学、社会科

学 又は 生活科学 

 

（３）取得可能な資格関係 

   ① 教育職員免許状 

全ての学部・研究科（専攻）で取得することができ、学科・研究科（専攻）で学んだ専門科目を生かすこ

とができます。具体的には以下のとおりです。 

    一種免許状 

     免許状の種類及び教科 学
部 

   

学      科 中学校一種 高等学校一種 その他の免許状の種類 

人文科学科 社会 地理歴史 

公民 

  

言語文化学科 

 日本語・日本文学履修コース 

 

国語 

 

国語 

  

 中国語圏言語文化履修コース 中国語 中国語   

 英語圏言語文化履修コース 英語 英語   

人間社会科学科 

 社会コース 

 

社会 

 

公民 

  

 小学校・幼稚園コース   小学校一種 幼稚園一種 

芸術・表現行動学科 

 舞踊教育学履修コース 

 

保健体育 

 

保健体育 

  

文
教
育
学
部 

 音楽表現履修コース 音楽 音楽   

数学科 数学 数学   

物理学科 理科 理科   

化学科 理科 理科   

生物学科 理科 理科   

情報科学科 

 数学コース 

 

数学 

 

数学 

  

 
 

理 

学 

部 

 情報コース  情報   

人間生活学科 

 家庭コース 

 

家庭 

 

家庭 

  生
活
科
学
部 

食物栄養学科 

 

  栄養教諭一種  
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専修免許状 

           

免許状の種類及び教科 
研
究
科
・
課
程 

   

専    攻 

中学校専修 高等学校専修 その他の免許状の種類 

比較社会文化学専攻     

国語コース 国語 国語   

中国語コース 中国語 中国語   

英語コース 英語 英語   

社会コース 社会 地理歴史 

公民 

  

保健体育コース 保健体育 保健体育   

音楽コース 音楽 音楽   

 

 

家庭コース 家庭 家庭   

 

人間発達科学専攻 

 

 

教育職員免許法 4 条第 5

項第 1 号に掲げる全ての

教科(外国語は英語、中国

語、フランス語に限る）

教育職員免許法 4 条第 5

項第 2 号に掲げる全ての

教科(外国語は英語、中国

語、フランス語に限る） 

 

 

小学校専修 

 

 

幼稚園専修

ジェンダー社会科学専攻     

社会コース 社会 地理歴史 

公民 

   

家庭コース 家庭 家庭   

ライフサイエンス専攻     

家庭コース 家庭 家庭    

理科コース 理科 理科   

理学専攻     

理科コース 理科 理科   

数学コース 数学 数学   

大
学
院 

人
間
文
化
創
成
科
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程 

 

情報コース  情報   

   

②学芸員（博物館）の資格取得 

学芸員（博物館）の資格を取得するには、卒業に必要な単位を修得するほか、博物館法施行規則に基づいて

本学が定めた所定の単位を併せて修得する必要があります。将来、学芸員（博物館）として就職する際には、

本学が発行する卒業証明書及び学芸員の資格認定に関する科目の単位修得証明書を任命権者（都道府県及び市

町村の教育委員会等、博物館の管理機関）に提出する必要があります。 

 

  ③社会教育主事の資格取得 

社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える専門職員であり、地方公共団体

の教育委員会の事務局に置かれています。資格を取得するには、卒業に必要な単位を修得するほか、社会教育

主事講習等規程に基づいて本学が定めた所定の単位を併せて修得する必要があります。 

学校教員（地域の人々との協働）、地方公務員、ＮＰＯ・ボランティア団体リーダー、企業内教育担当者とし

て就職するときも、社会教育主事の資格とその中身は役立ちます。 

 

  ④社会調査士の資格取得 

社会調査士は、一般社団法人社会調査協会が認定・発行する資格であり、社会調査に関する基礎的な知識・

技能・相応の応用力と倫理観を習得したことを証明するものです。 

資格取得には、社会調査協会が認定した機関・大学における標準カリキュラムの履修と、大学卒業が要件と
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なります。 

  ⑤栄養士の資格取得 

    栄養士の資格は、生活科学部食物栄養学科の必要な科目を取得(卒業に必要な履修単位 138 単位を取得)する

と取得できます。 

 

  ⑥食品衛生管理者および食品衛生監視員の国家試験受験資格 

食品衛生管理者および食品衛生監視員は、以下の科目から 40 単位以上取得すると得られます。食品衛生管理

者および食品衛生監視員の資格は、必要な職種についたとき、その任につくことができる任用資格であり、特

に証書は発行されません。 

専門分野 授業科目 単位 専門分野 授業科目 単位

Ａ群 

化学関係 

◎基礎有機化学 

◎分析化学 

◎分析化学実験 

2 

 2 

 2 

Ｂ群 

生物化学 

◎生化学 

◎細胞生化学 

◎食品化学 

◎食品化学実験 

 2 

 2 

 2 

 2 

Ｃ群 

微生物学 

◎食品製造・保存学 

◎食品微生物学 

◎食品微生物学実験 

◎食品製造・保存学実験 

 2 

 2 

 1 

 2 

Ｄ群 

公衆衛生学 

◎食品衛生学 

◎生活環境学 

◎公衆衛生学 

 2 

 2 

 2 

Ｅ群 

関連科目 

◎代謝栄養学 

・食物学概論 

◎病態栄養学 

・食品学 

◎調理科学 

・食品評価論 

◎栄養学実験 

・食物栄養学基礎演習 

◎解剖生理学Ⅰ 

◎解剖生理学Ⅱ 

◎食品機能論 

◎臨床医学総論 

◎臨床医学各論Ⅰ 

◎臨床医学各論Ⅱ 

◎解剖生理学実験 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 1 

    ◎は必修科目 

 

  ⑦管理栄養士の国家試験受験資格 

管理栄養士は、医療機関などで傷病者に対する栄養評価・判定に基づく専門的な病気療養のための栄養管理、

保健所における健康増進を図るための専門的な栄養指導、および特定給食施設において利用者の栄養状態等に

応じた特別の配慮を必要とする給食管理などを行う専門職です。生活科学部食物栄養学科の必要な科目を修得

(卒業に必要な履修単位 138 単位を修得)すると国家試験受験資格が与えられます。 

 

  ⑧二級建築士の国家試験受験資格 

建築物の設計、工事監理等の業務を行う専門職です。生活科学部人間・環境科学科の必要な科目を修得する

と国家試験受験資格が与えられます。 
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７．校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。【担当：広報チーム】 

（１）所在地 

    区  分        所 在 地   電話番号 

学長室 

総務機構 

教育機構 

国際・研究機構 

学術・情報機構 

文教育学部 

理学部 

生活科学部 

大学院人間文化創成科学研究科 

附属図書館 

全学教育システム改革推進本部 

国際本部 

センター本部 

附属学校本部 

知的財産本部 

お茶大 

アカデミック・プロダクション 

〒112-8610 

東京都文京区大塚 2 丁目 1 番 1 号 

ダイヤルイン局番

03-5978-5106 

いずみナーサリー 〒112-0012 東京都文京区大塚 2 丁目 1 番 22 号 03-5978-5337 

国際学生宿舎 〒173-0022 東京都板橋区仲町 2 番 1 号 03-3956-6870 

小石川寮 〒112-0012 東京都文京区大塚 1 丁目 6 番 6 号 03-3944-2395 

新寮建設中 〒112-0012 東京都文京区大塚 1 丁目 6 番 6 号 ― 

東村山郊外園 
〒189-0012  

東京都東村山市萩山町 2 丁目 3 番 1 号 
― 

湾岸生物教育研究センター 0470-29-0838 

館山野外教育施設 
〒294-0301 千葉県館山市香 11 番地 

0470-29-0979 

志賀高原体育運動場 
〒381-0401  

長野県下高井郡山ノ内町大字平穏 7149 番地 
0269-34-2507 

 

 （２）主な交通手段・・・アクセスマップ等 【担当：広報チーム】 

 

 

 

 

 

 

・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩 7 分  

・東京メトロ有楽町線「護国寺」駅より徒歩 8 分 

      ・都営バス「大塚二丁目」停留所より徒歩 1 分 
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（３）キャンパス概要・・キャンパスマップ等 【担当：広報チーム、学生支援チーム】 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（４）運動施設の概要・・運動施設の機能と規模 【担当：資産管理チーム】 

  名  称 構造 建面積  延面積 施設等の概要 

大学体育館 RC：2   927 ㎡ 1,390 ㎡ 大学の運動施設として利用 

大学運動場   －    － 6,596 ㎡ 大学の運動施設として利用 

大学テニスコート  －     － 2,000 ㎡ ３面、オムニコートである 

附属小学校体育館 S：1   588 ㎡ 615 ㎡ 附属小学校の生徒が体育実習施設として利用 

附属中学校体育館 RC：2 1,056 ㎡ 1,493 ㎡ 附属中学の生徒が体育実習施設として利用 

附属高等学校体育館 S：1 1,004 ㎡ 1,060 ㎡ 附属高校の生徒が体育実習施設として利用 

館山野外教育施設 

館山宿舎 

W：1 

３棟 

 277 ㎡ 

  51 ㎡ 

 277 ㎡ 

  51 ㎡ 

施設は、千葉県館山市にあり、体育実習及び附属

学校の校外教育施設として利用 

志賀高原体育運動場管理棟 

志賀高原体育運動場宿泊棟 

RC：2 

RC：3 

177 ㎡ 

 164 ㎡ 

324 ㎡ 

342 ㎡ 

施設は、長野県下高井郡山ノ井町にあり、体育実

習及び附属学校の校外教育施設として利用 

  ＲＣ：鉄筋コンクリート造、 ＳＲＣ：鉄骨鉄筋コンクリート造、 Ｓ：鉄骨造、 Ｗ：木造 
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（５）課外活動の状況及びそのために用いる施設 【担当：学生支援チーム】 
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（６）休息を行う環境・・食堂、談話室等【担当：学生支援チーム、附属図書館チーム】 

   ① 附属図書館 

平成 19 年 12 月 17 日に附属図書館 1 階にキャリアカフェをオープンしました。 

このキャリアカフェは、コーヒーを片手に「リラックスできる知的空間、学生が主体となった知的コミュ

ニケーション空間」を目指し設置されたものです。 

 また、平成 20 年 4 月からキャリアカフェ内に「キャリアカフェ文庫」を設置しました。「夢・キャリア・

ライフワーク」「美しい日本語」「心を癒す」をテーマに図書館が選書した少し軽めの図書を置き、利用者の

自主管理による一夜貸しを行っています。こちらも学生に人気のコーナーになっています。 

   ② 食  堂 

食堂の営業時間外（14 時～1６時３０分）を活用し、学生の休息のフロアーとして活用しています。 

③ 学生会館 

学生会館（大ホール）は、学生相互の親睦や学生の教養を高め、また課外活動を積極的に進め、学園生活

を豊かにする場所として談話室を開放しています。 

 

 （７）その他学習環境 【担当：教育支援チーム、附属図書館チーム】 

  ① 学部学科 

                 学習環境の状況 

学部学科等 学生控え 

室の有無 

図書室 

の有無 

学生用ﾊﾟｿ

ｺﾝの有無 

個人ロッ 

カーの有無 
その他、各学科等の状況 

人文科学科 

哲学・倫理学・美術史ｺｰｽ 

比較歴史学コース 

地理学コース 

 

有(文 1-620)

有(文 1-612)

有(文 1-716)

 

有(文 1-619)

有(文 1-612)

有(文 1-709)

 

有(1 台) 

有(5 台) 

有(13 台)

 

有(文 1-619)

有(文 1-612)

有(文 1-716)

 

 

他、図書室(文 1-613) 

地図室、計算機室、地学標本室など有

言語文化学科 

日本語・日本文学コース 

中国語圏言語文化コース 

英語圏言語文化コース 

仏語圏言語文化コース 

 

有(文 1-523)

有(文 1-417)

有(文 1-818)

有(共 3-405)

 

有(文 1-522)

有(文 1-413)

有(文 1-420) 

有(共 3-206)

 

有(3 台) 

有(4 台) 

有(3 台) 

有(1 台) 

 

有(文 1-523)

有(文 1-417)

有(文 1-818)

有(共 3) 

 

 

学習、休憩のｽﾍﾟ-ｽあり。 

他、図書室(文 1-421) 

 

人間社会科学科 

社会学コース 

教育科学コース 

心理学コース 

 

有(文 1-821)

有(文 1-821)

有(文 1-227)

 

有(文 1-616)

有(文 1-218)

有(文 1-812)

 

有(10 台)

有(10 台)

有(6 台) 

 

有(文 1-821)

有(文 1-821)

有(文 1-227) 

 

控室ﾊﾟｿｺﾝ、ﾛｯｶｰは教育科学ｺｰｽと共同

AA が学生の学習、アドバイスを支援 

 

芸術・表現行動学科 

舞踊教育学コース 

音楽表現コース 

 

有(文 2-207)

有(文 2-207)

 

有(文 2-213)

有(文 2-109)

 

有(4 台) 

有(2 台) 

 

有(文 2-207)

有(文 2-207)

 

ﾊﾟｿｺﾝは院生と共通 

個人用ピアノ練習室 10 室有 

文
教
育
学
部 

グローバル文化学環 有(文 1-305) 有(文 1-708) 有(6 台) 有(文 1-305)  

理
学
部 

数学科 

物理学科 

化学科 

生物学科 

情報科学科 

有(理 1-618)

有(理 1-218)

有(理 1-418)

有(理 1-518) 

有(理 3-604)

有(理 1-602)

有(文 1-610)

有(理 1-601)

有(理 1-501)

有(理 3-501)

有(7 台) 

有(28 台)

有(20 台)

有(54 台)

有(40 台)

有(理 1-618)

有(理 1-218)

有 (理 1- 玄

関) 

有(理 1-518)

有(理 3-604)

他、控室-理 1-622,628,632,641 など

 

 

他、ロッカー室(理 1-1 階) 

他、控室 4 年には研究室で机を用意 



 62

生
活
科
学
部 

食物栄養学科 

人間・環境科学科 

人間生活学科 

発達臨床心理学講座 

生活社会科学講座 

生活文化学講座 

有(総-405) 

有 

 

無 

無 

有 ( 本 館

-321) 

有(本-208) 

無 

 

有(本-331) 

有 ( 本 館

-303) 

有 ( 本 館

-329) 

有(27 台)

無 

 

有(1 台) 

有(12 台)

有(6 台) 

有(生 2-164)

有 

 

有(生 2-163)

有(生 2-161)

有 ( 本 館

-162) 

他、控室(総-504)、 図書室(生-266)

 

 

 

他、図書室(本館 305,310,315 など) 

 

大学院 

                 学習環境の状況 

 学部学科等 学生控え 

室の有無 

図書室 

の有無 

学生用ﾊﾟｿ

ｺﾝの有無 

個人ロッ 

カーの有無 
その他、各学科等の状況 

比較社会文化学専攻 

 日本語日本文学コース 

 アジア言語文化学コース 

 英語圏言語文化学コース 

 仏語圏言語文化学コース 

 日本語教育コース 

 思想文化学コース 

 歴史文化学コース 

 生活文化学コース 

 舞踊・表現行動学コース 

 音楽表現学コース 

 

有(文 1-501)

有(文 1-417)

有(文 1-815)

有(共 3-405)

有(文 2-102)

有(文 1-620)

有(文 1-805)

有 ( 本 館

-324) 

有(文 2-215)

有(文 2-112)

 

有(文 1-523)

有(文 1-413)

有(文 1-420)

有(共 3-206)

有(文 2-103)

有(文 1-619)

有(文 1-613)

有 ( 本 館

-329) 

有 (文 2- 舞

踊) 

有(文 2-109)

 

有(4 台) 

有(4 台) 

有(4 台) 

有(1 台) 

有(1 台) 

有(2 台) 

有(5 台) 

有(6 台) 

有(4 台) 

有(2 台) 

 

有(文 1-524) 

有(文 1-417) 

有(文 1-815) 

有(共 3) 

有(文 2-102) 

有(文 1-620) 

有(文 1-805) 

有(本館-324) 

有(文 2-215) 

有(文 2-207) 

 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

他、図書室-文 1-414 

他、図書室-文 1-421、ﾊﾟｿｺﾝは共用 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

図書室は助手室と共用 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

他、控室-文 2-207、ﾊﾟｿｺﾝは共用 

人間発達科学専攻 

 教育科学コース 

 心理学コース 

  

 

発達臨床心理学コース 

 応用社会学コース 

 保育・児童学コース 

 

有(文 1-713)

無 

 

 

有 ( 本 館

-129) 

有(文 1-713)

有 ( 本 館

-261) 

 

有(文 1-213)

有(文 1-812)

 

 

有 ( 本 館

-331) 

有(文 1-616)

無 

 

有(18 台)

有(46 台)

 

 

有(20 台)

有(7 台) 

有(6 台) 

 

有(文 1-713) 

有(文 1-223, 

818,801,224 

生 本

2-262-2) 

有(本館-129) 

有(文 1-713) 

有(本館-262) 

 

控室、ﾊﾟｿｺﾝは共用 

図書室、ﾊﾟｿｺﾝは共用 

 

 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

ジェンダー社会科学専攻 

 生活政策学コース 

 地理環境学コース 

 開発・ジェンダー論ｺｰｽ 

 

有 ( 本 館

-319) 有(文

1-701) 

有(生 2-261)

 

有 ( 本 館

-303) 有(文

1-709) 

無 

 

有(7 台) 

有(6 台) 

有(1 台) 

 

有(本館-319) 

有(文 1-701) 

有(生 2-261) 

 

他に、図書室-本館-305,310,315 など

地図室,計算機室,地学標本室など有

博
士
前
期
課
程 

ライフサイエンス専攻 

  生命科学コース 

人間・環境科学コース 

 食品栄養科学コース 

 遺伝カウンセリングｺｰｽ 

 

有(理 1-518) 

無 

有(総-405) 

有(共 3-502)

 

有(理 1-601) 

無 

有(本-208) 

有(共 3-502)

 

有(53 台)

有(20 台)

有(28 台)

有(4 台) 

 

有 (理 1-518) 

無 

配属研究室 

有(共 3-502) 

 

ﾊﾟｿｺﾝは各教員が学生用に用意 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

他に、控室-総-504、図書室-生-266
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理学専攻 

  数学コース 

 物理科学コース 

 化学・生物化学コース 

 情報科学コース 

 

有(理 2-606)

有 ( 各 院 生

室) 

有(理 1-418)

無 

 

有(理 1-602)

有(理 1-610)

有(理 1-601)

有(理 3) 

 

有(8 台) 

有(40 台)

有(20 台)

有 (160

台) 

 

無 

無 

有(理 1-3,4) 

無 

 

他、控室-理 2-607、理 1-641 

ﾊﾟｿｺﾝは共有 

ﾊﾟｿｺﾝは共有 

ﾊﾟｿｺﾝは共有 

比較社会文化学専攻 

 国際日本学領域 

  

言語文化論領域 

  

比較社会論領域 

  

表象芸術論領域 

 

有(文 1-620)

 

有(文 1-815 

共 3-405) 

有(文 1-805 

 文 2-215) 

有 ( 本 館

-324, 

 文 2-215) 

 

有(文 1-523,

619) 

有(文 1-420 

共 3-206) 

有(文 1-613 

  文 2-舞踊)

有 ( 本 館

-329, 

文 2-舞踊 109

 

有(6 台) 

 

有(9 台) 

  

有(9 台) 

 

有(6 台) 

 

有(文 1-620) 

 

有(文 1-815 

共 3) 

有(文 1-805 

 文 2-215) 

有(本館-324, 

  文 2-215) 

 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

 

他、控室-文1-417,図書-文1-421,413

 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

他、控室-文 2-112,207、ﾊﾟｿｺﾝは共用

人間発達科学専攻 

 教育科学領域 

 心理学領域 

  

 

発達臨床心理学領域 

 社会学・社会政策領域 

 

保育・児童学領域 

 

有(文 2-307)

無 

 

 

有 ( 本 館

-129) 有(文

1-713, 

本館-312 等)

有 ( 本 館

-262) 

 

有(文 1-213)

有(文 1-812)

 

 

有 ( 本 館

-331) 有(文

1-616, 

本館 303 等)

無 

 

有(18 台)

有(46 台)

 

 

有(20 台) 

有(13 台)

 

有(6 台) 

 

無 

有(文 1-223, 

818,801,224 

生 本

2-262-2) 

有(本館-129) 

有(文 1-713, 

本館 312 等) 

有(本館-262) 

 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

図書室、ﾊﾟｿｺﾝは共用 

 

 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

 

ﾊﾟｿｺﾝは共用 

ジェンダー学際研究専攻 

ジェンダー論領域 

 

有(学生セ 4

階 , 本 館

312, 

 313) 

 

有 ( 本 館

-303, 

305,310,315

,318,208) 

 

有(9 台) 

 

有 (学生セ 4

階,本館 312) 

 

他、控室・ﾛｯｶｰは､ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ

図書館(生 2-266、267)ﾊﾟｿｺﾝは共有 

ライフサイエンス専攻 

生命科学領域 

人間・環境科学領域 

食品栄養科学領域 

遺伝カウンセリング領域 

 

有(理 1-518)

無 

有(総-405) 

有(共 3-204)

 

有(理 1-601)

無 

有 ( 本 館

-208) 

有(共 3-502)

 

有(53 台)

有(20 台)

有(28 台)

有(4 台) 

 

有(理 1-518) 

無 

配属研究室 

有(共 3-502) 

 

ﾊﾟｿｺﾝは共有、各教員が学生用に用意

ﾊﾟｿｺﾝは共有 

他に、控室(総-504)、図書室(生-266)

ﾊﾟｿｺﾝは共有 

博
士
後
期
課
程 

理学専攻 

数学領域 

物理科学領域 

化学・生物化学領域 

情報科学領域 

 

有(理 2-606)

有 ( 各 院 生

室) 

有(理 1-418)

有(全 12 室)

 

有(理 1-602)

有(理 1-610)

有(理 1-601)

有(理 3-501)

 

有(8 台) 

有(40 台)

有(20 台)

有 (160

台) 

 

無 

無 

有(理 1-3,4) 

有 

 

他、控室-理 2-607、理 1-641 

ﾊﾟｿｺﾝは共有 

ﾊﾟｿｺﾝは共有 

ﾊﾟｿｺﾝは共有 

       注１）文＝文教育学部、 理＝理学部、 生＝生活科学部、 本館＝大学本館、 生＝生活科学部、 学生セ＝学生センター棟 

        共＝共通講義棟、 総＝総合研究棟、生本 2＝生活科学部本館 2 

        注２）控え室・図書室・パソコン・ロッカーの学習環境は、学部と大学院が分かれておりませんので、共有して使用してい

ます。また、上記に示したパソコンの台数も、重複して計上しております。 
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② 附属図書館 

附属図書館は、学部・学科で保有（約 33 万冊）している蔵書も含めると約 66 万冊の図書と約 1 万 4,000

タイトルの雑誌を所蔵し、電子ジャーナルなどの電子資料、DVD、CD などの視聴覚資料も提供しています。

約 70 台のパソコンを備えたラーニング・コモンズ、ノートパソコン自動貸出ロッカーを設置し、館内では

どこでも無線 LAN が使用できます。情報探索講習会やキャリアセミナー、学生主体のイベントも開催してい

ます。LiSA（Library Student Assistant）プログラムを通じて、学生のインターンシップ教育も実施して

います。 

 

③ 情報教育環境 

情報教育環境整備では、学部・学科等で保有しているパソコンとは別に学生が利用できるコンピュータと

して、IT ルーム等に約 250 台のパソコンを設置しています。すべての学生に、メールアドレスとともにユ

ーザアカウントが配付され、電子メールや学内のコンピュータ、無線 LAN 等を利用できます。 

キャンパス内には、インターネットを利用できる認証ネットワークのポートや無線 LAN のアクセスポイン

トが随所に設置されており、セキュリティに配慮した環境で、安全にインターネットが利用できます。 

 

８．授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。 

（１）授業料等費用【経理チーム、資産管理チーム、学生支援チーム、教育支援チーム】 

    徴収の種類       金  額（単位：円）          納入時期・目的など 

授業料 年間 535,800 

(前期 267,900、 後期 267,900)

口座振替  前期 4 月下旬,後期 10 月下旬 

銀行振込  前期 4 月末日,後期 10 月末日 

入学料 1 年生 282,000 銀行振込 前期 3 月末日 

寄宿料 

国際学生宿舎寄宿料 

 小石川寮寄宿料 

 新寮 

 

1 ヶ月  4,700 

1 ヶ月  4,300 

1 ヶ月  30,000（予定） 

 

毎月 20 日までに納付 

毎月 20 日までに納付 

納入時期未定 

寮の諸経費 

 電気料、水道料、ガス料、消耗品等の

費用 

  

 

 

 

国際学生宿舎寄宿料 

1 ヶ月   平均 9,000～15,000 

小石川寮寄宿料 

1 ヶ月   平均 9,000～11,000 

 

 

毎月○日までに納付 

○居室で使用する電気その他寮生の私生

活のために使用する電気料金 

○補食室、洗面・洗濯室、浴室、便所で使

用する水道料金 

○寮生の洗面、洗濯、入浴及び補食のため

に使用するガス料金 

教材購入費 

人文科学科 

哲学・倫理学・美術史コース 

比較歴史学コース 

 

地理学コース 

 

 

無 

教材実験実習費  8,000～24,000

調査旅行費    12,500～14,000

調査旅行費    50,000～80,000

調査旅行費    10,000～20,000

 

 

 

歩いて学ぶ比較歴史実習費 

学科旅行費 

地理学ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸＡ 

地理学ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸＢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文

教

育

学

部

言語文化学科 

日本語・日本文学コース 

中国語圏言語文化コース 

英語圏言語文化コース 

仏語圏言語文化コース 

 

調査旅行費    35,000～45,000 

無 

無 

無 

 

3 年生研修旅行費 
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人間社会科学科 

社会学コース 

教育科学コース 

 

心理学コース 

 

無 

調査旅行        10,000 程度

調査旅行       1,000 程度

無 

 

 

教育実地研究旅費(1 年次) 

教育科学研究指導Ⅰ(3 年次宿泊費補助有 

 

芸術・表現行動学科 

舞踊教育学コース 

音楽表現コース 

 

調査旅行費        15,000 

教材実験実習費（6 種類） 23,950

 

ｽｷｰ実習参加費 

西洋音楽史,比較音楽文化論,作曲原論等 

グローバル文化学環 教材実験実習費      約 5,000

調査旅行費       約 8,000

調査旅行費        5,000 

調査旅行費        150,000 

地域研究実習Ⅰ「モスク見学費」 

平和構築論Ⅱ「ゼミ合宿費」 

多文化交流実習Ⅳ 

国際協力実習Ⅰ～Ⅲ(隔年) 

理 

学 

部 

数学科 

物理学科 

化学科 

生物学科 

情報科学科 

無 

無 

調査旅行費        2,000 

無 

無 

 

 

21 年化学科研修会 

 

生

活

科

学

部 

食物栄養学科 

人間・環境科学科 

人間生活学科 

発達臨床心理学講座 

 

生活社会科学講座 

生活文化学講座 

無 

無 

 

教材実験実習費       500 

調査旅行費          500 

生活社会科学研究会費   2,000 

教材実験実習費       500 

調査旅行費         10,000 

 

 

 

実習教材費 

講座旅行宿泊費（3 年次のみ） 

入会金 2,000（初年度のみ） 

生活文化実習費 

民族文化史演習ゼミ旅行費 

比較社会文化学専攻 

日本語日本文学コース 

アジア言語文化学コース 

英語圏言語文化学コース 

仏語圏言語文化学コース 

日本語教育コース 

 思想文化学コース 

歴史文化学コース 

生活文化学コース 

舞踊・表現行動学コース 

音楽表現学コース 

 

無 

無 

無 

無 

無 

無 

無 

無 

無 

無 

 

 

 

人間発達科学専攻 

教育科学コース 

心理学コース 

発達臨床心理学コース 

応用社会学コース 

保育・児童学コース 

 

無 

無 

調査旅行費        1,000 

教材実験実習費      5,000 

教材実験実習費 10,000～50,000 

調査旅行費    5,000～20,000 

その他          10,000～30,000 

 

 

 

講座旅行 

社会意識論基礎・応用演習テキスト代 

書籍 

実習先との往復 

保存ソフトなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博

士

前

期

課

程 

 

 

 

ジェンダー社会科学専攻 

生活政策学コース 

地理環境学コース 

開発・ジェンダー論ｺｰｽ 

 

生活社会科学研究会費     2,000 

調査旅行費   50,000～80,000 

無 

 

入会費 2,000（初年度のみ） 

地理環境学講義実習 
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ライフサイエンス専攻 

生命科学コース 

人間・環境科学コース 

食品栄養科学コース 

遺伝カウンセリングｺｰｽ 

 

無 

無 

無 

無 

 

理学専攻 

数学コース 

物理科学コース 

化学・生物化学コース 

情報科学コース 

 

無 

無 

無 

無 

 

比較社会文化学専攻 

国際日本学領域 

言語文化論領域 

比較社会論領域 

表象芸術論領域 

 

 

無 

無 

無 

無 

 

人間発達科学専攻 

教育科学領域 

心理学領域 

発達臨床心理学領域 

社会学・社会政策領域 

保育・児童学領域 

 

無 

無 

調査旅行費       1,000 

教材実験実習費     5,000 

教材実験実習費 10,000～50,000 

調査旅行費    5,000～20,000 

その他         10,000～30,000 

 

 

 

講座旅行 

社会意識論基礎・応用演習テキスト代 

書籍 

実習先との往復 

保存ソフトなど 

ジェンダー学際研究専攻 

ジェンダー論領域 

 

調査旅行費         150,000 

 

開発実践研究演習 

ライフサイエンス専攻 

生命科学領域 

人間・環境科学領域 

食品栄養科学領域 

遺伝カウンセリング領域 

 

無 

無 

無 

病院陪席実習費       66,400 

 

 

 

 

遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ論演習・遺伝ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ実習 

博

士

後

期

課

程 

 

 

 

 

 

 

博

士

後

期

課

程 

理学専攻 

 数学領域 

物理科学領域 

化学・生物化学領域 

情報科学領域 

 

無 

無 

無 

無 

 

 施設利用料等   
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 志賀高原体育運動場 

使用料(1 人 1 泊)  

〃 

     〃 

     〃 

入湯税(1 人 1 泊) 

 洗濯代(1 人) 

 食事代(1 人 2 食) 

 

館山野外教育施設 

 使用料(1 人 1 泊) 

      〃 

 洗濯代(1 人) 

 

湾岸生物教育研究センター 

 宿泊棟(1 人 1 泊) 

  実験実習室(1 日 1 人) 

 和船（小型） 

 

学生及び職員 1,102( 5/1～9/30) 

   〃   1,365(10/1～4/30) 

その他の者  1,942( 5/1～9/30) 

      〃     2,205(10/1～4/30) 

全員        150 

全員         420 

全員         1,575  朝   525 

夕 1,050 

 

学生及び職員   420 

その他の者    840 

全員     1,050 

 

 

全員       840 

      315 

1h             840 

 

施設利用の 2 週間前までに徴収 

       〃 

       〃 

       〃 

 

5 日単位の料金 

 

 

 

施設利用の 2 週間前までに徴収 

       〃 

5 日単位の料金 

    

 

施設使用申込のあったときに徴収 

       〃 

       〃 

 

（２）利用できる授業料減免の概要【学生支援チーム】 

種    類 要    件 必 要 手 続 等 

授業料免除（前期、後期） ・成績が優秀かつ、経済的事情により授業料

の納入が困難であること。 

・各家庭の家計状況及び、成績を評価し、免

除可能者に対して授業料の全額又は半額の

免除を行う。判定は学生委員会で行う。 

前期分は 3 月、後期分は 9 月に申請を受

け付けており、家族全員の住民票及び所

得に関する証明書の提出が必要。また、

成績証明書についても提出してもらう。
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９．大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。【担当：学生支援 T、国際交流 T】 

（１）学内の学生支援組織・・就職支援、メンタルヘルス等学生生活に関わる組織と機能  

 
 

（２）利用できる奨学金の概要・・奨学金の種類や要件、申し込み方法【担当：学生支援チーム、国際交流チーム】 

本学では、日本学生支援機構、地方公共団体及び民間奨学団体からの奨学金を取り扱っています。また、本学

関係者等からの寄附金などによる本学独自の奨学金も用意されています。 

 

① 日本学生支援機構奨学金 

学業成績が優秀で経済的理由により学資支弁の困難な学生が対象となります。応募者に対し、学内で選考を

行い、適格者を日本学生支援機構に推薦し、同機構が採択者を決定します。 

また、外国人留学生については、下記の奨学金に申請することができます。 

渡日前：協定校からの推薦に基づき大学から申請し、同機構が採択者を決定します。 

・留学生交流支援制度（短期受入れ）（交換留学生）（平成 22 年度採用実績：1 名） 

・日韓大学生交流事業（交換留学生）（平成 22 年度採用実績：1 名） 

渡日後：正規課程在籍の私費留学生を対象として、大学から申請し、同機構が採択者を決定します。 

・学習奨励費（平成 22 年度採用実績：22 名） 
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② 地方公共団体及び民間奨学団体等の奨学金 

奨学生の募集は、大学を通して募集するもの、奨学団体で直接に募集するものがあるため、出願希望者は、

学生支援チーム、あるいは出身の都道府県や市区町村の教育委員会又は奨学団体に問い合わせたうえ、応募す

ることとなります。本学に募集の依頼があった団体は、掲示板により周知しています。（平成 21 年度募集件数・・・

地方公共団体 13 件、民間奨学団体 25 件） 

また、外国人留学生については、事前に民間奨学金の登録を行い、要件・資格に応じて大学から申請します。

（平成 22 年度採用実績：10 名）個人応募の奨学金については、掲示及びメールにてその都度案内しています。 

 

③ 本学独自の奨学金 

本学卒業生及び関係者からの寄附などにより本学独自の奨学金を次表のとおり授与しています。 

予約型奨学金、大学院生修学奨学金、育児支援奨学金については、希望者の応募により、審査委員会の議を

経て学長が受賞者を決定することとしています。他の奨学金は、各研究分野において成績顕著な学生について、

各学部等からの推薦に基づき、審査委員会の議を経て学長が決定することとしています。 

なお、外国人留学生を対象とする奨学金は、池田摩耶子記念奨学基金（大学院生対象）及び池田重記念奨学

基金（大学院生対象）になります。 

基金の名称 奨学金の額 人数

予約型奨学金

1年目
300,000円

2年目
300,000円

（新設）

25名

桜蔭会奨学金 100,000円
(H21)

4名

大学院生修学奨学金 1,000,000円
(H21)

3名

桜蔭会研究奨励賞 200,000円
(H21)

5名

大学院研究科奨学基金 70,000円
（H19）

2名

海外留学支援事業
本学大学院博士後期課程修了者又は在学生で、成績優秀

かつ将来が嘱望される者のうち海外研修を希望する者

アジア女性研究者支援事業
本学学生として留学後、アジアの各地域において研究者又

は各界の指導者として活躍し来日研修を希望する者

育児支援奨学金
原則、保育料の
半額

(H21)

13名

保井・黒田奨学基金 30,000円
（H21）

3名

被服学奨学基金 100,000円
（H21）

2名

食物学奨学基金 100,000円
（H21）

2名

家庭経営学奨学基金 100,000円
（H21）

1名

池田摩耶子記念奨学基金 100,000円
（H21）

1名

池田重記念奨学基金 100,000円
（H20）

1名

湯浅年子記念特別研究員奨
学基金

250,000円
（H21）

1名

数学奨学基金 100,000円
（H21）

1名

生物学優秀学生賞奨学基金 20,000円
（H21）

1名

グローバル文化学環奨学基金 10,000円
（H21）

2名

化学科（宮島直美）奨学基金 200,000円
（H21）

1名

授与対象者

全
学

学
部
生

①日本の高等学校又は中等教育学校を卒業見込みの者

②当該年度の４月に本学学部１年生に入学する予定で、本学に強く入学を志望する者

③成績、人物とも優秀で、大学進学において経済的支援が必要と認められる者

（①～③のすべてを満たす者）

各学部より推薦された学部3年生

大
学
院

生

本学大学院に在籍し、経済的理由により修学が困難であり、学業成績優秀かつ将来が嘱望さ

れる者のうち、寄附者が指定する課程等に在籍する者又は.大学院修了後に教員等の職を強

い志を持って目指す者

本学学部を卒業し、引き続き本学大学院博士前期課程に進学する者で、成績優秀かつ将来

が嘱望される者

本学大学院博士後期課程において研究に従事し、成績顕著な者

（H21）

1名

本学の正規学生で本学が設置する保育所を利用する者

学
科
・

専
攻
等

自然科学関係の研究に従事し、その成績顕著な者

被服学関係の研究に従事し、その成績顕著な者

食物学関係の研究に従事し、その成績顕著な者

家庭経営学関係の研究に従事し、その成績顕著な者

１，本学大学院において国際的な研究に従事し、成績顕著な者

２，学部、大学院に私費で在学する外国人留学生で成績顕著な者

本学出身者、在学する者又は附属高等学校出身者で、自然科学関係の研究に従事し、その

成績顕著な者

2,000,000円
を限度

本学学部及び大学院博士前期課程に在学する者で、生物学の成績顕著な者

本学文教育学部グローバル文化学環に卒業研究を提出した者で、研究の評価が顕著な者

本学理学部化学科に在学する者で、成績顕著な者

本学出身者又は本学大学院博士前期課程及び学部に在学する者で、数学の成績顕著な者

お茶の水女子大学120周年記
念桜蔭会国際交流奨励賞

 

 

④ 国費奨学金 

外国人留学生は、国費奨学金に申請することができます。 

渡日前：協定校・大使館からの推薦に基づき大学から申請し、文部科学省が採択者を決定します。 

・国費留学生（研究留学生）（大学推薦）（平成 22 年度採用実績：1 名） 

・国費留学生（研究留学生）（大使館推薦）（平成 22 年度採用実績：7 名） 

・国費留学生（日本語・日本文化研修留学生）（大学推薦）（平成 22 年度採用実績：2 名） 
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・国費留学生（日本語・日本文化研修留学生）（大使館推薦）（平成 22 年度採用実績：5 名） 

渡日後：正規課程在籍の私費留学生を対象として、大学から申請し、文部科学省が採択者を決定します。 

・国費留学生（国内採用）（平成 22 年度採用実績：1 名） 

 

（３）留学生支援、障害者支援など大学が取り組む様々な学生支援の状況【担当：国際交流チーム、学生支援チーム】 

① ピアサポートプログラム 

ピア（peer）という言葉は、仲間という意味で、ピアサポートプログラムは学生同士の支援制度です。「先

生や事務の方に聞きに行くほどの問題ではないけれども、先輩や友達だったら気楽に質問できる」ということ

で、重要な学生支援制度の一つです。 

各学部及びグローバル教育センターでは、新入生が学業面や生活面で困らないように、コース・講座ごとに

先輩サポーターが新入生の支援を行っています。 

 

② 学資貸付制度 

親元から送金が遅れたときや、病気になったとき及び事故にあったとき等、急にお金が必要になった場合学

生に貸付する制度として、「学資貸付金」、「後援会学資等緊急貸付金」があります。 

 

③ 博物館等の利用 

本学では、国立科学博物館、東京国立博物館及び国立美術館の会員として登録していますので、本学の学生

は学生証を提示することで、企画展については割引、常設展については無料で入館することができます。 

 

④ 障がいのある学生支援を検討する部会の設置 

障がいのある学生を支援するため、学生支援室と学生支援センターから５人のメンバーで専門部会を学生支

援室のなかに設置し、当該学生に対しての支援体制等の検討を行っています。 

 

  ⑤ 留学生相談室の設置、留学生懇親会・見学旅行の開催 

留学生の日本語レポートの添削や学習・研究上、その他の相談のために大学院生チューターが平日勤務して

います。留学生と日本人学生との交流を深めるための懇親会や日本文化理解のための見学旅行も催されます。 

 

⑥ 留学生への個人チューター制度 

    留学生が日本での学生生活に早く慣れるよう、また、学習・研究効果をあげることを目的として専攻分野に

関連のある本学の学生が指導教員のもとに個別に指導を行います。 

 

⑦ 国際学生宿舎 

    国際学生宿舎では、留学生と日本人学生が生活を共にすることにより、日本語や日本の習慣を学ぶ事ができ

ます。個室にはベッドや机などが備えられています。 


