
日本大学学則（第１章 総則）

日 本 大 学 学 則

第１章 総 則

第１節 目的及び使命

第１条 本大学は，日本精神にもとづき，道統をたつとび，憲章にしたがい，自主

創造の気風をやしない，文化の進展をはかり，世界の平和と人類の福祉とに寄与

することを目的とする。

第２条 本大学は，広く知識を世界にもとめて，深遠な学術を研究し，心身ともに

健全な文化人を育成することを使命とする。

第２節 大学組織

第３条 本大学は，学部及び大学院をもって，これを組織する。

２ 本大学の学部及び学科は，次のとおりである。
┌─────────┬───────────────────────────┐│ │ ││ 学 部 名 │ 学 科 名 ││ │ │├─────────┼───────────────────────────┤│ │ │
│ │ 法 律 学 科 政 治 経 済 学 科 │
│ │ │
│ 法 学 部 │ 新 聞 学 科 経 営 法 学 科 │
│ │ │
│ │ 公 共 政 策 学 科 │
│ │ │├─────────┼───────────────────────────┤│ │ │
│ │ 哲 学 科 史 学 科 │
│ │ │
│ │ 国 文 学 科 中国語中国文化学科 │
│ │ │
│ │ 英 文 学 科 ド イ ツ 文 学 科 │
│ │ │
│ │ 社 会 学 科 社 会 福 祉 学 科 │
│ │ │
│ 文 理 学 部 │ 教 育 学 科 体 育 学 科 │
│ │ │
│ │ 心 理 学 科 地 理 学 科 │
│ │ │
│ │ 地 球 科 学 科 数 学 科 │
│ │ │
│ │ 情 報 科 学 科 物 理 学 科 │
│ │ │
│ │ 生 命 科 学 科 化 学 科 │
│ │ │├─────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
│ │ 経 済 学 科 産 業 経 営 学 科 │
│ 経 済 学 部 │ │
│ │ 金 融 公 共 経 済 学 科 │
│ │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
│ │ 商 業 学 科 経 営 学 科 │
│ 商 学 部 │ │
│ │ 会 計 学 科 │
│ │ │
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┌─────────┬───────────────────────────┐
│ │ │
│ │ 写 真 学 科 映 画 学 科 │
│ │ │
│ │ 美 術 学 科 音 楽 学 科 │
│ 芸 術 学 部 │ │
│ │ 文 芸 学 科 演 劇 学 科 │
│ │ │
│ │ 放 送 学 科 デ ザ イ ン 学 科 │
│ │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
│ 国際関係学部 │ 国 際 総 合 政 策 学 科 国 際 教 養 学 科 │
│ │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
│ 危機管理学部 │ 危 機 管 理 学 科 │
│ │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
│ スポーツ科学部 │ 競 技 ス ポ ー ツ 学 科 │
│ │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
│ │ 土 木 工 学 科 交通システム工学科 │
│ │ │
│ │ 建 築 学 科 海 洋 建 築 工 学 科 │
│ │ │
│ │ ま ち づ く り 工 学 科 機 械 工 学 科 │
│ │ │
│ 理 工 学 部 │ 精 密 機 械 工 学 科 航 空 宇 宙 工 学 科 │
│ │ │
│ │ 電 気 工 学 科 電 子 工 学 科 │
│ │ │
│ │ 応 用 情 報 工 学 科 物 質 応 用 化 学 科 │
│ │ │
│ │ 物 理 学 科 数 学 科 │
│ │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
│ │ 機 械 工 学 科 電 気 電 子 工 学 科 │
│ │ │
│ │ 土 木 工 学 科 建 築 工 学 科 │
│ │ │
│ 生 産 工 学 部 │ 応 用 分 子 化 学 科 マネジメント工学科 │
│ │ │
│ │ 数 理 情 報 工 学 科 環 境 安 全 工 学 科 │
│ │ │
│ │ 創 生 デ ザ イ ン 学 科 │
│ │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
│ │ 土 木 工 学 科 建 築 学 科 │
│ │ │
│ 工 学 部 │ 機 械 工 学 科 電 気 電 子 工 学 科 │
│ │ │
│ │ 生 命 応 用 化 学 科 情 報 工 学 科 │
│ │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
│ 医 学 部 │ 医 学 科 │
│ │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
│ 歯 学 部 │ 歯 学 科 │
│ │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
│ 松 戸 歯 学 部 │ 歯 学 科 │
│ │ │
├─────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
│ │ 生 命 農 学 科 生 命 化 学 科 │
│ │ │
│ │ 獣 医 学 科 動 物 資 源 科 学 科 │
│ │ │
│ │ 食 品 ビ ジ ネ ス 学 科 森 林 資 源 科 学 科 │
│ 生物資源科学部 │ │
│ │ 海洋生物資源科学科 生 物 環 境 工 学 科 │
│ │ │
│ │ 食 品 生 命 学 科 国 際 地 域 開 発 学 科 │
│ │ │
│ │ 応 用 生 物 科 学 科 く ら し の 生 物 学 科 │
│ │ │
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┌─────────┬───────────────────────────┐
│ │ │
│ 薬 学 部 │ 薬 学 科 │
│ │ │
└─────────┴───────────────────────────┘
３ 本大学の大学院研究科及び専攻は，次のとおりである。

博士課程（博士後期課程）・修士課程（博士前期課程）
┌───────────┬─────────────────────────┐│ │ ││ │ 専 攻 名 ││ │ ││ ├────────────┬────────────┤│ 研 究 科 名 │ │ ││ │ 博士前期課程 │ 博士後期課程 ││ │ │ ││ │ 又は修士課程 │ 又は博士課程 ││ │ │ │├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ │ 公 法 学 専 攻 │ 公 法 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ 法 学 研 究 科 │ 私 法 学 専 攻 │ 私 法 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 政 治 学 専 攻 │ 政 治 学 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ 新 聞 学 研 究 科 │ 新 聞 学 専 攻 │ 新 聞 学 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ │ 哲 学 専 攻 │ 哲 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 史 学 専 攻 │ 日 本 史 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 国 文 学 専 攻 │ 外 国 史 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 中 国 学 専 攻 │ 国 文 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 英 文 学 専 攻 │ 中 国 学 専 攻 │
│ 文 学 研 究 科 │ │ │
│ │ ド イ ツ 文 学 専 攻 │ 英 文 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 社 会 学 専 攻 │ ド イ ツ 文 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 教 育 学 専 攻 │ 社 会 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 心 理 学 専 攻 │ 教 育 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 人 文 地 理 学 専 攻 │ 心 理 学 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ │ 地球情報数理科学専攻 │ 地球情報数理科学専攻 │
│ 総合基礎科学研究科 │ │ │
│ │ 相 関 理 化 学 専 攻 │ 相 関 理 化 学 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ 経 済 学 研 究 科 │ 経 済 学 専 攻 │ 経 済 学 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ │ 商 学 専 攻 │ 商 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ 商 学 研 究 科 │ 経 営 学 専 攻 │ 経 営 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 会 計 学 専 攻 │ 会 計 学 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ │ 文 芸 学 専 攻 │ 芸 術 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 映 像 芸 術 専 攻 │ │
│ │ │ │
│ 芸 術 学 研 究 科 │ 造 形 芸 術 専 攻 │ ││ │ │ │
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│ │ 音 楽 芸 術 専 攻 │ │
│ │ │ │
│ │ 舞 台 芸 術 専 攻 │ │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ 国際関 係 研 究 科 │ 国際関係研究 専 攻 │ 国際関係研究 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ │ 土 木 工 学 専 攻 │ 土 木 工 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 交通システム工学専攻 │ 交通システム工学専攻 │
│ │ │ │
│ │ 建 築 学 専 攻 │ 建 築 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 海洋建築工学専攻 │ 海洋建築工学専攻 │
│ │ │ │
│ │ まちづくり工学専攻 │ まちづくり工学専攻 │
│ │ │ │
│ │ 機 械 工 学 専 攻 │ 機 械 工 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 精密機械工学専攻 │ 精密機械工学専攻 │
│ │ │ │
│ │ 航空宇宙工学専攻 │ 航空宇宙工学専攻 │
│ │ │ │
│ │ 電 気 工 学 専 攻 │ 電 気 工 学 専 攻 │
│ 理 工 学 研 究 科 │ │ │
│ │ 電 子 工 学 専 攻 │ 電 子 工 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 情 報 科 学 専 攻 │ 情 報 科 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 物質応用化学専攻※ │ 物質応用化学専攻※ │
│ │ │ │
│ │ 物質応用化学専攻 │ 物質応用化学専攻 │
│ │ │ │
│ │ 物 理 学 専 攻 │ 物 理 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 数 学 専 攻 │ 数 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 地 理 学 専 攻 │ 地 理 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 量 子 理 工 学 専 攻 │ 量 子 理 工 学 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ │ 機 械 工 学 専 攻 │ 機 械 工 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 電気電子工学 専 攻 │ 電気電子工学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 土 木 工 学 専 攻 │ 土 木 工 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ 生産工 学 研 究 科 │ 建 築 工 学 専 攻 │ 建 築 工 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 応用分子化学 専 攻 │ 応用分子化学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ マネジメント工学専攻 │ マネジメント工学専攻 │
│ │ │ │
│ │ 数理情報工学 専 攻 │ 数理情報工学 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ │ 土 木 工 学 専 攻 │ 土 木 工 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 建 築 学 専 攻 │ 建 築 学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 機 械 工 学 専 攻 │ 機 械 工 学 専 攻 │
│ 工 学 研 究 科 │ │ │
│ │ 電気電子工学 専 攻 │ 電気電子工学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 生命応用化学専攻 │ 生命応用化学専攻 │
│ │ │ │
│ │ 情 報 工 学 専 攻 │ 情 報 工 学 専 攻 │
│ │ │ │
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┌───────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │
│ │ │ 生 理 系 │
│ │ │ │
│ │ │ 病 理 系 │
│ │ │ │
│ 医 学 研 究 科 │ │ 社 会 医 学 系 │
│ │ │ │
│ │ │ 内 科 系 │
│ │ │ │
│ │ │ 外 科 系 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ 歯 学 研 究 科 │ │ 歯 学 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ 松戸歯 学 研 究 科 │ │ 歯 学 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ │ 生物資源生産科学専攻 │ 生物資源生産科学専攻 │
│ │ │ │
│ │ 生物資源利用科学専攻 │ 生物資源利用科学専攻 │
│ │ │ │
│ 生物資源科学研究科 │ 応用生命科学 専 攻 │ 応用生命科学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 生物環境科学 専 攻 │ 生物環境科学 専 攻 │
│ │ │ │
│ │ 生物資源経済学専攻 │ 生物資源経済学専攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ 獣 医 学 研 究 科 │ │ 獣 医 学 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ 薬 学 研 究 科 │ │ 薬 学 専 攻 │
│ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
│ │ 国 際 情 報 専 攻 │ 総合社会情報 専 攻 │
│ │ │ │
│ 総合社会情報研究科 │ 文 化 情 報 専 攻 │ │
│ │ │ │
│ │ 人 間 科 学 専 攻 │ │
│ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────────┘
（備考） ※印の付された理工学研究科物質応用化学専攻博士前期課程及び理工

学研究科物質応用化学専攻博士後期課程は，平成３０年４月１日をもって

学生募集を停止する。

専門職学位課程
┌───────────┬─────────────────────────┐
│ │ │
│ 研 究 科 名 │ 専 攻 名 │
│ │ │
├───────────┼─────────────────────────┤
│ │ │
│ 法 務 研 究 科 │ 法 務 専 攻 │
│ │ │
└───────────┴─────────────────────────┘
４ 第２項及び第３項に定める学部及び学科，大学院研究科の課程及び専攻の人材

の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については，別表１に定める。

第３節 教職員及び教授会
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第４条 本大学の教員を分けて教授・准教授・講師・助教及び助手とする。

２ 教職員に関する規定は，別に定める。

第５条 本大学各学部に教授会を置き，専任教授全員，３名以内の専任准教授代表

及び事務局長をもって，これを組織する。

第６条 教授会は，学部長が招集し，その議長となる。

第７条 教授会は，総会員の半数以上の出席によって成立する。

第８条 議長は，議事録を作成し，出席者中２名の署名押印を得るものとする。

第９条 教授会は，次の事項を審議し，学長が決定を行うに当たり意見を述べるも

のとする。

① 学生の入学及び卒業に関すること。

② 学位の授与に関すること。

③ 前２号に掲げる事項のほか，教育研究に関する重要な事項で，教授会の意見

を聴くことが必要なものとして学長が定める事項。

２ 前項第３号の事項については，別に定める「学長裁定」による。

３ 教授会は，第１項に規定するもののほか，学長及び学部長がつかさどる教育研

究に関する事項について教育研究上の専門的な観点から審議し，並びに学長及び

学部長の求めに応じ，意見を述べることができる。なお，本大学の諸規程におい

て教授会が審議することと定められている事項については，教授会はこれを審議

し，意見を述べなければならない。

４ 教授会の意見を集約する必要がある場合は，出席者の過半数によるものとす

る。

第１０条 前条の教授会における審議とは，論議・検討することを意味し，決定権を

含意するものではない。

第１１条 教授会は，次の事項について報告を受けるものとする。

① 大学院に関すること。

② 学位論文の審査に関すること。

③ 当該学部の予算及び決算に関すること。

④ その他学長及び学部長が必要と認めたこと。

第４節 学生定員

第１２条 本大学学部の学生定員は，次のとおりである。
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第一部
┌─────────┬─────────────┬──────┬──────┐│ │ │ │ ││ 学 部 名 │ 学 科 名 │毎年入学定員│ 収容定員 ││ │ │ │ │├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ │ 法 律 学 科 │ ５３３│ ２，１３２│
│ │ │ │ │
│ │ 政 治 経 済 学 科 │ ３５０│ １，４００│
│ │ │ │ │
│ │ 新 聞 学 科 │ ２００│ ８００│
│ 法 学 部 │ │ │ │
│ │ 経 営 法 学 科 │ ２００│ ８００│
│ │ │ │ │
│ │ 公 共 政 策 学 科 │ ２５０│ １，０００│
│ │ │ │ │
│ │ 計 │ １，５３３│ ６，１３２│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ │ 哲 学 科 │ ８８│ ３５２│
│ │ │ │ │
│ │ 史 学 科 │ １３３│ ５３２│
│ │ │ │ │
│ │ 国 文 学 科 │ １３３│ ５３２│
│ │ │ │ │
│ │ 中国語中国文化学科 │ ７０│ ２８０│
│ │ │ │ │
│ │ 英 文 学 科 │ １３３│ ５３２│
│ │ │ │ │
│ │ ド イ ツ 文 学 科 │ ８０│ ３２０│
│ │ │ │ │
│ │ 社 会 学 科 │ ２１０│ ８４０│
│ │ │ │ │
│ │ 社 会 福 祉 学 科 │ ６０│ ２４０│
│ │ │ │ │
│ │ 教 育 学 科 │ １２０│ ４８０│
│ │ │ │ │
│ 文 理 学 部 │ 体 育 学 科 │ ２００│ ８００│
│ │ │ │ │
│ │ 心 理 学 科 │ １３０│ ５２０│
│ │ │ │ │
│ │ 地 理 学 科 │ ８０│ ３２０│
│ │ │ │ │
│ │ 地 球 科 学 科 │ ８０│ ３２０│
│ │ │ │ │
│ │ 数 学 科 │ ７３│ ２９２│
│ │ │ │ │
│ │ 情 報 科 学 科 │ ８０│ ３２０│
│ │ │ │ │
│ │ 物 理 学 科 │ ７０│ ２８０│
│ │ │ │ │
│ │ 生 命 科 学 科 │ ７０│ ２８０│
│ │ │ │ │
│ │ 化 学 科 │ ９０│ ３６０│
│ │ │ │ │
│ │ 計 │ １，９００│ ７，６００│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ │ 経 済 学 科 │ ９１６│ ３，６６４│
│ │ │ │ │
│ │ 産 業 経 営 学 科 │ ４５０│ １，８００│
│ 経 済 学 部 │ │ │ │
│ │ 金 融 公 共 経 済 学 科 │ ２００│ ８００│
│ │ │ │ │
│ │ 計 │ １，５６６│ ６，２６４│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ │ 商 業 学 科 │ ６６６│ ２，６６４│
│ │ │ │ │
│ │ 経 営 学 科 │ ３５０│ １，４００│
│ 商 学 部 │ │ │ │
│ │ 会 計 学 科 │ ２５０│ １，０００│
│ │ │ │ │
│ │ 計 │ １，２６６│ ５，０６４│
│ │ │ │ │
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┌─────────┬─────────────┬──────┬──────┐
│ │ │ │ │
│ │ 写 真 学 科 │ １００│ ４００│
│ │ │ │ │
│ │ 映 画 学 科 │ １５０│ ６００│
│ │ │ │ │
│ │ 美 術 学 科 │ ６０│ ２４０│
│ │ │ │ │
│ │ 音 楽 学 科 │ ９０│ ３６０│
│ │ │ │ │
│ 芸 術 学 部 │ 文 芸 学 科 │ １２０│ ４８０│
│ │ │ │ │
│ │ 演 劇 学 科 │ １２６│ ５０４│
│ │ │ │ │
│ │ 放 送 学 科 │ １２０│ ４８０│
│ │ │ │ │
│ │ デ ザ イ ン 学 科 │ １００│ ４００│
│ │ │ │ │
│ │ 計 │ ８６６│ ３，４６４│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ │ 国 際 総 合 政 策 学 科 │ ３８３│ １，５３２│
│ │ │ │ │
│ 国際関係学部 │ 国 際 教 養 学 科 │ ２８３│ １，１３２│
│ │ │ │ │
│ │ 計 │ ６６６│ ２，６６４│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ 危機管理学部 │ 危 機 管 理 学 科 │ ３００│ １，２００│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ スポーツ科学部 │ 競 技 ス ポ ー ツ 学 科 │ ３００│ １，２００│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ │ 土 木 工 学 科 │ ２２０│ ８８０│
│ │ │ │ │
│ │ 交通システム工学科 │ １２０│ ４８０│
│ │ │ │ │
│ │ 建 築 学 科 │ ２５０│ １，０００│
│ │ │ │ │
│ │ 海 洋 建 築 工 学 科 │ １２０│ ４８０│
│ │ │ │ │
│ │ ま ち づ く り 工 学 科 │ １００│ ４００│
│ │ │ │ │
│ │ 機 械 工 学 科 │ １６０│ ６４０│
│ │ │ │ │
│ │ 精 密 機 械 工 学 科 │ １４０│ ５６０│
│ │ │ │ │
│ 理 工 学 部 │ 航 空 宇 宙 工 学 科 │ １２０│ ４８０│
│ │ │ │ │
│ │ 電 気 工 学 科 │ １６０│ ６４０│
│ │ │ │ │
│ │ 電 子 工 学 科 │ １００│ ４００│
│ │ │ │ │
│ │ 応 用 情 報 工 学 科 │ １００│ ４００│
│ │ │ │ │
│ │ 物 質 応 用 化 学 科 │ ２００│ ８００│
│ │ │ │ │
│ │ 物 理 学 科 │ １４０│ ５６０│
│ │ │ │ │
│ │ 数 学 科 │ １００│ ４００│
│ │ │ │ │
│ │ 計 │ ２，０３０│ ８，１２０│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ │ 機 械 工 学 科 │ １９８│ ７９２│
│ │ │ │ │
│ │ 電 気 電 子 工 学 科 │ １７６│ ７０４│
│ │ │ │ │
│ │ 土 木 工 学 科 │ １９８│ ７９２││ │ │ │ │
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│ │ 建 築 工 学 科 │ １９８│ ７９２│
│ │ │ │ │
│ │ 応 用 分 子 化 学 科 │ １７６│ ７０４│
│ 生 産 工 学 部 │ │ │ │
│ │ マネジメント工学科 │ １７６│ ７０４│
│ │ │ │ │
│ │ 数 理 情 報 工 学 科 │ １５４│ ６１６│
│ │ │ │ │
│ │ 環 境 安 全 工 学 科 │ １３２│ ５２８│
│ │ │ │ │
│ │ 創 生 デ ザ イ ン 学 科 │ １３２│ ５２８│
│ │ │ │ │
│ │ 計 │ １，５４０│ ６，１６０│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ │ 土 木 工 学 科 │ １５０│ ６００│
│ │ │ │ │
│ │ 建 築 学 科 │ １８０│ ７２０│
│ │ │ │ │
│ │ 機 械 工 学 科 │ １８０│ ７２０│
│ │ │ │ │
│ 工 学 部 │ 電 気 電 子 工 学 科 │ １８０│ ７２０│
│ │ │ │ │
│ │ 生 命 応 用 化 学 科 │ １６０│ ６４０│
│ │ │ │ │
│ │ 情 報 工 学 科 │ １８０│ ７２０│
│ │ │ │ │
│ │ 計 │ １，０３０│ ４，１２０│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ 医 学 部 │ 医 学 科 │ １２０│ ７２０│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ 歯 学 部 │ 歯 学 科 │ １３０│ ７８０│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ 松 戸 歯 学 部 │ 歯 学 科 │ １３０│ ７８０│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ │ 生 命 農 学 科 │ １３０│ ５２０│
│ │ │ │ │
│ │ 生 命 化 学 科 │ １３０│ ５２０│
│ │ │ │ │
│ │ 獣 医 学 科 │ １２０│ ７２０│
│ │ │ │ │
│ │ 動 物 資 源 科 学 科 │ １３６│ ５４４│
│ │ │ │ │
│ │ 食 品 ビ ジ ネ ス 学 科 │ １３６│ ５４４│
│ │ │ │ │
│ │ 森 林 資 源 科 学 科 │ １３０│ ５２０│
│ │ │ │ │
│ 生物資源科学部 │ 海洋生物資源科学科 │ １３６│ ５４４│
│ │ │ │ │
│ │ 生 物 環 境 工 学 科 │ １３０│ ５２０│
│ │ │ │ │
│ │ 食 品 生 命 学 科 │ １３６│ ５４４│
│ │ │ │ │
│ │ 国 際 地 域 開 発 学 科 │ １３０│ ５２０│
│ │ │ │ │
│ │ 応 用 生 物 科 学 科 │ １２６│ ５０４│
│ │ │ │ │
│ │ く ら し の 生 物 学 科 │ ８０│ ３２０│
│ │ │ │ │
│ │ 計 │ １，５２０│ ６，３２０│
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ 薬 学 部 │ 薬 学 科 │ ２４４│ １，４６４│
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────────┴──────┴──────┘
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第二部
┌─────────┬─────────────┬──────┬──────┐
│ │ │ │ │
│ 法 学 部 │ 法 律 学 科 │ ２００│ ８００│
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────────┴──────┴──────┘
（備考） 第一部は，昼間授業，第二部は，夜間授業とする。

２ 本大学大学院研究科の学生定員は，次のとおりである。

博士課程（博士後期課程）・修士課程（博士前期課程）
┌───────┬──────────────────────────┬───┬───┐│ │ │ │ ││ │ │毎年入│収 容││研 究 科 名│ 専 攻 名 │ │ ││ │ │学定員│定 員││ │ │ │ │├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │公 法 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０│
│ │ │ │ │
│ │私 法 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０│
│ │ │ │ │
│ │政 治 学 専 攻 （博士前期課程） │ １５│ ３０│
│法 学 研 究 科│ │ │ │
│ │公 法 学 専 攻 （博士後期課程） │ ４│ １２│
│ │ │ │ │
│ │私 法 学 専 攻 （博士後期課程） │ ４│ １２│
│ │ │ │ │
│ │政 治 学 専 攻 （博士後期課程） │ ４│ １２│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │新 聞 学 専 攻 （博士前期課程） │ １０│ ２０│
│新聞学研究科│ │ │ │
│ │新 聞 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │哲 学 専 攻 （博士前期課程） │ １０│ ２０│
│ │ │ │ │
│ │史 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │国 文 学 専 攻 （博士前期課程） │ １５│ ３０│
│ │ │ │ │
│ │中 国 学 専 攻 （博士前期課程） │ １０│ ２０│
│ │ │ │ │
│ │英 文 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │ド イ ツ 文 学 専 攻 （博士前期課程） │ ５│ １０│
│ │ │ │ │
│ │社 会 学 専 攻 （博士前期課程） │ １５│ ３０│
│ │ │ │ │
│ │教 育 学 専 攻 （博士前期課程） │ １０│ ２０│
│ │ │ │ │
│ │心 理 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │人 文 地 理 学 専 攻 （修 士 課 程） │ ２０│ ４０│
│文 学 研 究 科│ │ │ │
│ │哲 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │日 本 史 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │外 国 史 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │国 文 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │中 国 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │英 文 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │ド イ ツ 文 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │社 会 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │教 育 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９││ │ │ │ │
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│ │心 理 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │地 球 情 報 数 理 科 学 専 攻 （博士前期課程） │ １２│ ２４│
│ │ │ │ │
│ │相 関 理 化 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２３│ ４６│
│総合基礎科学研 究 科│ │ │ │
│ │地 球 情 報 数 理 科 学 専 攻 （博士後期課程） │ ２│ ６│
│ │ │ │ │
│ │相 関 理 化 学 専 攻 （博士後期課程） │ ２│ ６│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │経 済 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０│
│経済学研究科│ │ │ │
│ │経 済 学 専 攻 （博士後期課程） │ ６│ １８│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │商 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０│
│ │ │ │ │
│ │経 営 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０│
│ │ │ │ │
│ │会 計 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０│
│商 学 研 究 科│ │ │ │
│ │商 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │経 営 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │会 計 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │文 芸 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │映 像 芸 術 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │造 形 芸 術 専 攻 （博士前期課程） │ １５│ ３０│
│芸術学研究科│ │ │ │
│ │音 楽 芸 術 専 攻 （博士前期課程） │ １０│ ２０│
│ │ │ │ │
│ │舞 台 芸 術 専 攻 （博士前期課程） │ １０│ ２０│
│ │ │ │ │
│ │芸 術 専 攻 （博士後期課程） │ ８│ ２４│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │国 際 関 係 研 究 専 攻 （博士前期課程） │ １０│ ２０│
│国際関係研究科│ │ │ │
│ │国 際 関 係 研 究 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │土 木 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ４０│ ８０│
│ │ │ │ │
│ │交 通 シ ス テ ム 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │建 築 学 専 攻 （博士前期課程） │ ５０│ １００│
│ │ │ │ │
│ │海 洋 建 築 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０│
│ │ │ │ │
│ │ま ち づ く り 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ １５│ ３０│
│ │ │ │ │
│ │機 械 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３５│ ７０│
│ │ │ │ │
│ │精 密 機 械 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２５│ ５０│
│ │ │ │ │
│ │航 空 宇 宙 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２５│ ５０│
│ │ │ │ │
│ │電 気 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３５│ ７０│
│ │ │ │ │
│ │電 子 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３５│ ７０│
│ │ │ │ │
│ │情 報 科 学 専 攻 （博士前期課程） │ １５│ ３０│
│ │ │ │ │
│ │物 質 応 用 化 学 専 攻※ （博士前期課程） │ ０│ ０││ │ │ │ │
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日本大学学則（第１章 総則）

│ │物 質 応 用 化 学 専 攻 （博士前期課程） │ ４０│ ８０│
│ │ │ │ │
│ │物 理 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２５│ ５０│
│ │ │ │ │
│ │数 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │地 理 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │量 子 理 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│理工学研究科│ │ │ │
│ │土 木 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │交 通 シ ス テ ム 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │建 築 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │海 洋 建 築 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │ま ち づ く り 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │機 械 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ４│ １２│
│ │ │ │ │
│ │精 密 機 械 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │航 空 宇 宙 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │電 気 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │電 子 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │情 報 科 学 専 攻 （博士後期課程） │ ４│ １２│
│ │ │ │ │
│ │物 質 応 用 化 学 専 攻※ （博士後期課程） │ ０│ ０│
│ │ │ │ │
│ │物 質 応 用 化 学 専 攻 （博士後期課程） │ ７│ ２１│
│ │ │ │ │
│ │物 理 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │数 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │地 理 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │量 子 理 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │機 械 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０│
│ │ │ │ │
│ │電 気 電 子 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │土 木 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │建 築 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │応 用 分 子 化 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │マ ネ ジ メ ン ト 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │数 理 情 報 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ １０│ ２０│
│生産工学研究科│ │ │ │
│ │機 械 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │電 気 電 子 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │土 木 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │建 築 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │応 用 分 子 化 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │マ ネ ジ メ ン ト 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
│ │数 理 情 報 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ３│ ９│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │土 木 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │建 築 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０││ │ │ │ │
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日本大学学則（第１章 総則）

│ │機 械 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０│
│ │ │ │ │
│ │電 気 電 子 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │生 命 応 用 化 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│ │ │ │ │
│ │情 報 工 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２０│ ４０│
│工 学 研 究 科│ │ │ │
│ │土 木 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ２│ ６│
│ │ │ │ │
│ │建 築 学 専 攻 （博士後期課程） │ ２│ ６│
│ │ │ │ │
│ │機 械 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ２│ ６│
│ │ │ │ │
│ │電 気 電 子 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ２│ ６│
│ │ │ │ │
│ │生 命 応 用 化 学 専 攻 （博士後期課程） │ ２│ ６│
│ │ │ │ │
│ │情 報 工 学 専 攻 （博士後期課程） │ ２│ ６│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │生 理 系 （博 士 課 程） │ １２│ ４８│
│ │ │ │ │
│ │病 理 系 （博 士 課 程） │ ６│ ２４│
│ │ │ │ │
│医 学 研 究 科│社 会 医 学 系 （博 士 課 程） │ ８│ ３２│
│ │ │ │ │
│ │内 科 系 （博 士 課 程） │ １６│ ６４│
│ │ │ │ │
│ │外 科 系 （博 士 課 程） │ ２２│ ８８│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│歯 学 研 究 科│歯 学 専 攻 （博 士 課 程） │ ３０│ １２０│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│松戸歯学研究科│歯 学 専 攻 （博 士 課 程） │ ３０│ １２０│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │生 物 資 源 生 産 科 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２７│ ５４│
│ │ │ │ │
│ │生 物 資 源 利 用 科 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２２│ ４４│
│ │ │ │ │
│ │応 用 生 命 科 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２２│ ４４│
│ │ │ │ │
│ │生 物 環 境 科 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２２│ ４４│
│ │ │ │ │
│ │生 物 資 源 経 済 学 専 攻 （博士前期課程） │ ２２│ ４４│
│生物資源科学研 究 科│ │ │ │
│ │生 物 資 源 生 産 科 学 専 攻 （博士後期課程） │ ６│ １８│
│ │ │ │ │
│ │生 物 資 源 利 用 科 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │応 用 生 命 科 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │生 物 環 境 科 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
│ │生 物 資 源 経 済 学 専 攻 （博士後期課程） │ ５│ １５│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│獣医学研究科│獣 医 学 専 攻 （博 士 課 程） │ ６│ ２４│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│薬 学 研 究 科│薬 学 専 攻 （博 士 課 程） │ ５│ ２０│
│ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────────┼───┼───┤
│ │ │ │ │
│ │国 際 情 報 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０│
│ │ │ │ │
│ │文 化 情 報 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０│
│総合社会情報研 究 科│ │ │ │
│ │人 間 科 学 専 攻 （博士前期課程） │ ３０│ ６０││ │ │ │ │
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日本大学学則（第１章 総則）

│ │総 合 社 会 情 報 専 攻 （博士後期課程） │ ９│ ２７│
│ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────────┴───┴───┘

専門職学位課程
┌───────┬──────────────────────────┬───┬───┐
│ │ │ │ │
│法 務 研 究 科│法 務 専 攻 （専門職学位課程） │ ６０│ １８０│
│ │ │ │ │
└───────┴──────────────────────────┴───┴───┘

第５節 学年・学期及び休業日

第１３条 学年は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。

第１４条 学期は，次のとおりとする。ただし，事情によって異なる場合がある。

前学期 ４月１日から９月３０日まで

後学期 １０月１日から３月３１日まで

第１５条 休業日は，次のとおりとする。ただし，休業日でも特に授業又は試験を行

うことがある。

① 日曜日

② 国民の祝日に関する法律に規定する休日

③ 本学創立記念日（１０月４日）

④ 春季休業 ３月１１日から３月３１日まで

⑤ 夏季休業 ７月１１日から９月１０日まで

⑥ 冬季休業 １２月２１日から翌年１月１０日まで

２ 休業日の変更及び臨時の休業日については，そのつどこれを定める。

第６節 入学・在学・転部・転科・転籍・休学・復学・留学・退学及び除籍

第１６条 入学の時期は，学年の始め又は学期の始めとする。

第１７条 学部に入学できる者は，次の各号のいずれかに該当する資格を持ち，本大

学の選抜試験に合格した者とする。

① 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

② 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者

（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む）

③ 外国において学校教育による１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定したもの

④ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在

外教育施設の当該課程を修了した者

⑤ 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他文部科学大臣が
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日本大学学則（第１章 総則）

定める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科

学大臣が定める日以降に修了した者

⑥ 文部科学大臣の指定した者

⑦ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等

学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の

大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に

合格した者を含む）

⑧ 学校教育法第９０条第２項の規定により大学に入学した者であって，本大学に

おいて，大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

⑨ 本大学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等

以上の学力があると認めた者で，１８歳に達したもの

２ 前項の規定にかかわらず，高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した

者（これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む）であって，本大学の

定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものであり，かつ，本大学

の選抜試験に合格した者を入学させることができる。

第１８条 入学を志願する者は，各学部所定の手続によって願い出るものとする。

第１９条 入学の選抜試験に合格した者は，所定の期日までに入学手続を完了しなけ

ればならない。

第２０条 修業年限とは，本大学の教育課程を修了するために必要な期間のことをい

う。

２ 在学年限とは，本大学において学生の身分を有することができる期間のことを

いう。

３ 修業年限は，最低４年とし，在学年限は，８年とする。

４ 医学部・歯学部・松戸歯学部・生物資源科学部獣医学科及び薬学部の修業年限

は，最低６年とし，在学年限は，１２年とする。

５ 前２項の規定にかかわらず，学生が職業を有している等の事情により，修業年

限を超えて在学年限の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希

望する旨を申し出たときは，その計画的な履修を認めることができる。

６ 第３項の規定にかかわらず，文部科学大臣の定めるところにより，本大学に３

年以上在学した者（これに準ずる文部科学大臣の定める者を含む）が，卒業の要

件として定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には，その卒業を認め
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日本大学学則（第１章 総則）

ることができる。ただし，第２１条第２項第１号から第４号の資格で編入学した場

合は，この規定による卒業は認められない。

第２１条 編入学とは，他の種類の学校を卒業した者が，教育課程の一部を省いて途

中から履修すべく本大学に入学することをいう。ただし，大学を卒業した者又は

大学に１年以上在学した者が，教育課程の一部を省いて途中から履修すべく本大

学に入学する場合も編入学とする。

２ 学部に編入学できる者は，次の各号のいずれかに該当する資格を持ち，本大学

の編入学試験に合格した者とする。ただし，定員に余裕があり，かつ在学生の学

修に支障がないと認めた場合に限り，選考の上編入学を許可することがある。

① 短期大学（専門職短期大学，外国の短期大学及び我が国における外国の短期

大学相当として指定された学校（文部科学大臣指定外国大学（短期大学相当）

日本校）を含む）を卒業した者

② 高等専門学校を卒業した者

③ 高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課

程で文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者

④ 専修学校の専門課程で文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者

⑤ 大学（専門職大学，外国の大学及び我が国における外国の大学相当として指

定された学校（文部科学大臣指定外国大学（大学相当）日本校）を含む）を卒

業した者

⑥ 大学（専門職大学，外国の大学及び我が国における外国の大学相当として指

定された学校（文部科学大臣指定外国大学（大学相当）日本校）を含む）に１

年以上在学し，編入学できる学部等が定める単位数を修得している者

３ 編入学を願い出た者については，学部等の所定の手続によって願い出るものと

する。

４ 編入学の選抜試験に合格した者は，学部等の所定の期日までに手続を完了しな

ければならない。

５ 編入学の時期は，学年の始め又は学期の始めとする。

６ 編入学の年次は，２年次又は３年次とする。

７ 編入学者の在学年限は，許可された編入学年次に応じ，第２０条第３項又は第４

項に定める在学年限から編入学年次数を控除し，それに１を加えて得た年数とす

る。
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日本大学学則（第１章 総則）

８ 編入学者は，編入学年次の教育課程によって履修するものとする。

９ 編入学者の既修単位は，低年次配当科目を優先し，原則として２年次編入学者

は，４０単位，３年次編入学者は，７０単位を基準とし，認定することができる。

１０ 通信教育部における編入学については，別に定める規程による。

第２２条 転部とは，所属する学部とは異なる学部（通信教育部内を含む）へ異動す

ることをいう。なお，法学部における第一部及び第二部間の異動についても転部

とする。

２ 転科とは，所属する学部の異なる学科へ異動することをいう。

３ 転籍とは，通信教育課程を有する学部において，同一学部の通学課程と通信教

育課程の間を異動することをいう。ただし，通学課程と通信教育課程の間で異な

る学部への異動については，転部とする。

４ 転部・転科及び転籍できる者は，次の各号に該当する資格を持つものとする。

ただし，定員に余裕があり，かつ，在学生の学修に支障がないと認めた場合に限

り，選考の上，許可することがある。

① 本大学に在学中の者で，転部・転科及び転籍できる学部等が定める単位数を

修得しているもの

② 人物及び在学中の成績が妥当な者

５ 転部・転科及び転籍を願い出た者については，学部等の所定の手続によって願

い出るものとする。

６ 転部・転科及び転籍の選考に合格した者は，学部等の所定の期日までに手続を

完了しなければならない。

７ 転部・転科及び転籍の時期は，学年の始め又は学期の始めとする。

８ 転部・転科及び転籍の年次は，２年次又は３年次とする。ただし，４年次への

転籍（同一学科間）は，許可することができる。

９ 転部・転科及び転籍した者の在学年限は，許可された転部・転科及び転籍年次

に応じ，第２０条第３項又は第４項に定める在学年限から転部・転科及び転籍が許

可された年次数を控除し，それに１を加えて得た年数とする。

１０ 転部・転科及び転籍した者は，転部・転科及び転籍が許可された年次の教育課

程によって履修するものとする。

１１ 転部・転科及び転籍した場合，既修の授業科目は，異動した課程の定める基準

の範囲内において認定することができる。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
一
七

17



日本大学学則（第１章 総則）

１２ 通信教育部における転部・転科及び転籍については，別に定める規程による。

第２３条 （削除）

第２４条 （削除）

第２５条 休学とは，病気その他やむを得ない事由により，３か月以上修学できない

状態のことをいう。

２ 復学とは，休学期間満了によって，再び修学することをいう。

３ 休学しようとする者は，その事実を証明する書類を添え，保証人連署で願い出

て，その許可を得て原則として入学年度を除き，休学することができる。ただ

し，入学年度の後学期については，修学困難な事由の場合は認めることがある。

４ 休学期間は，１学期又は１年とし，通算して在学年限の半数を超えることがで

きない。

５ 休学者は，その事由が解消された場合，保証人連署で願い出て，許可を得て復

学することができる。

６ 休学者は，学期の始めでなければ復学することができない。

７ 休学期間は，在学年数に算入する。

第２６条 （削除）

第２７条 留学とは，本大学が教育上有益と認めたときは，休学することなく，外国

の大学において，許可を得て一定期間修学することをいう。

２ 留学の期間は，修業年数に算入する。

第２８条 退学とは，在学の中途において在籍関係を解除することをいう。退学に

は，その手続により，次のものがある。

① 病気その他やむを得ない事由による，学生の意志に基づく願い出によるも

の。ただし，その事実を証明する書類を添え，保証人連署で退学願を提出し

て，許可を受けなければならない。

② 学生が死亡したことによる，保証人からの届出によるもの

③ 第３０条に基づく除籍によるもの

④ 第７６条及び第７７条に基づく懲戒によるもの

２ 第３６条に基づく年度のＧＰＡが１．５０未満で，修学指導の結果，改善が見込まれ

ないと判断した場合は，退学勧告を行う。

第２９条 再入学とは，病気その他やむを得ない事由によって退学した者が，当該学

部等に再び入学することをいう。
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２ 病気その他やむを得ない事由によって退学した者が，その事由が解消し，当該

学部等に再入学を志望したときは，退学前に在籍していた学科の定員に余裕があ

り，かつ在学生の学修に支障がないと認めた場合に限り，選考の上再入学を許可

することがある。この場合には，既修の授業科目の全部又は一部の再履修を命ず

ることがある。

３ 再入学できる者は，次の各号に該当するものとする。

① 本大学に原則として１年以上在学し，再入学しようとする学部等が定める単

位数を修得している者

② 病気その他やむを得ない事由で退学した者

③ 人物及び在学中の成績が妥当な者

４ 除籍によって退学になった者については，事情勘案の上，前項に準じて再入学

を認めることができる。

５ 再入学の学科については，原則として退学時の学科とする。

６ 再入学を願い出た者については，学部等の所定の手続によって願い出るものと

する。

７ 再入学の選考に合格した者は，学部等の所定の期日までに手続を完了しなけれ

ばならない。

８ 再入学の時期は，学年の始め又は学期の始めとする。

９ 再入学の年次は，退学時の学年次を原則とするが，修得単位数等の事情により

年次を下げて許可することができる。また，学年末の退学者については，修得単

位数等の事情により年次を上げて入学を許可することができる。

１０ 再入学者の在学年限は，許可された再入学年次に応じ，第２０条第３項又は第４

項に定める在学年限から再入学年次数を控除し，それに１を加えて得た年数とす

る。ただし，医学部・歯学部・松戸歯学部・生物資源科学部獣医学科及び薬学部

においては，在学年限を定めることができる。

１１ 再入学者は，再入学年次の教育課程によって履修するものとする。ただし，学

則変更等の事情により再入学前の入学年度の教育課程によることができる。

１２ 退学前の既修単位は認定する。ただし，教育課程等の変更により，退学前の既

修単位が認定されないことがある。

１３ 通信教育部における再入学については，別に定める規程による。

第３０条 除籍とは，学生の帰すべき事由により在籍関係を強制的に解除し，退学さ
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せることをいう。

２ 次の各号のいずれかに該当する者は，除籍することができる。

① 故なくして学費の納付を怠った者

② 故なくして欠席が長期にわたる者

③ 在学年限を超えた者

第３１条 （削除）

第７節 履修規定

第３２条 各授業科目の単位数は，１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内

容をもって構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効

果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の基準により計算するものとす

る。また，教育上必要と認められる場合には，修得すべき単位の一部の修得につ

いて，これに相当する授業時間の履修をもって代えることができる。

① 講義及び演習については，１５時間から３０時間までの範囲で学部又は大学院研

究科が定める時間の授業をもって１単位とする。

② 実験，実習及び実技については，３０時間から４５時間までの範囲で学部又は大

学院研究科が定める時間の授業をもって１単位とする。ただし，芸術学部にお

ける個人指導による実技の授業については１５時間の授業をもって１単位とす

る。

③ 講義，演習，実験，実習又は実技のうち二つ以上の方法の併用により授業を

行う場合については，その組み合わせに応じ，前２号に規定する基準を考慮し

て学部又は大学院研究科が定める時間の授業をもって１単位とする。

２ 前項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目につい

ては，これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。

第３２条の２ 前条に規定する講義，演習，実験，実習又は実技による授業は，文部

科学大臣が別に定めるところによって，多様なメディアを高度に利用して，当該

授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

第３３条 教育職員の免許状を得ようとする者は，別に定める規定によって教職課程

を履修しなければならない。

第３４条 学業成績は，授業科目ごとに行う試験によって，これを定める。ただし，

授業科目によっては，その他の方法で査定することができる。

２ 試験には，平常試験・定期試験・追試験及び再試験がある。
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① 平常試験とは，当該授業科目履修者を対象に授業科目担当教員が学期の途中

に適宜行う試験のことをいう。

② 定期試験とは，当該授業科目履修者を対象に大学の定めた試験期間中に行う

試験のことをいう。定期試験は学期末又は学年末に行う。

③ 追試験とは，やむを得ない事由のため定期試験を受けることのできなかった

者のために行う試験のことをいう。

④ 再試験とは，受験の結果不合格となった者のために行う試験のことをいう。

３ 追試験及び再試験は，当該学部において必要と認めたときに限り，これを行

う。

第３５条 修学についての所定の条件を備えていない者は，受験資格を失うことがあ

る。

第３６条 学業成績の判定は，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＥの６種をもってこれを表

し，Ｓ（１００～９０点），Ａ（８９～８０点），Ｂ（７９～７０点），Ｃ（６９～６０点），Ｄ（５９

点以下），Ｅ（履修登録したが成績を示さなかったもの）をもって表し，Ｓ，

Ａ，Ｂ，Ｃを合格，Ｄ，Ｅを不合格とする。合格した授業科目については，所定

の単位数が与えられる。

２ 第１項の学業成績の学修結果を総合的に判断する指標として，総合平均点

（Grade Point Average，以下「ＧＰＡ」という）を用いることができる。

３ 前項に定めるＧＰＡは，学業成績のうち，Ｓにつき４，Ａにつき３，Ｂにつき

２，Ｃにつき１，Ｄ及びＥにつき０をそれぞれ評価点として与え，各授業科目の

評価点にその単位数を乗じて得た積の合計を，総履修単位数（Ｐ又はＮとして表

示された科目を除く）で除して算出する。ＧＰＡは，小数点以下第３位を四捨五

入し，小数点以下第２位まで有効とする。

４ 第１項の規定にかかわらず，履修登録後，所定の中止手続を取ったものはＰ，

修得単位として認定になったものはＮと表示する。

５ ＧＰＡ算出の対象科目は，卒業要件単位数に含まれる授業科目（単位認定科目

としてＮと表示された科目を除く）とする。

６ ＧＰＡは，学期のＧＰＡ，年度のＧＰＡ及び入学時からの累積のＧＰＡとす

る。

７ 通年科目は，学期のＧＰＡ算出の際には，後学期のＧＰＡに算入する。

８ 授業科目を再履修した場合，累積のＧＰＡ算出の際には，直近の履修による学
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業成績及び単位数のみを算入するものとし，以前の学業成績及び単位数は算入し

ない。

９ 試験において不正行為を行った場合は，処分を受けた条件に基づき，評価を

Ｅ，評価点はなしとして取り扱う。

第３７条 各学部を卒業するために必要な最低単位数は，第２章教育課程及び履修方

法に定めるところによる。

２ 学生が許可を受けて在籍する学部以外の学部で履修した授業科目の単位につい

ては，当該学生が在籍する学部の授業科目の履修により修得したものとみなすこ

とができる。

３ 前項に定める授業科目の履修については，別に定める。

４ 学生が許可を受けて他の大学，専門職大学，短期大学又は専門職短期大学で履

修した授業科目の単位については，当該学生が在籍する学部の授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができる。

５ 前項の規定は，学生が許可を受けて外国の大学又は短期大学に留学する場合，

外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修

する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の

学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指

定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合につ

いて準用する。

６ 学生が許可を受けて行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その

他文部科学大臣が定める学修は，当該学生が在籍する学部の授業科目の履修とみ

なし，学部の定めるところにより単位を与えることができる。

７ 学生が本大学に入学する前に大学，専門職大学，短期大学又は専門職短期大学

において履修した授業科目について修得した単位については，当該学生が在籍す

る学部の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

８ 学生が本大学に入学する前に行った第６項に規定する学修は，当該学生が在籍

する学部の授業科目の履修とみなし，学部の定めるところにより単位を与えるこ

とができる。

９ 第２項，第４項，第５項及び第７項により修得したものとみなす単位並びに第

６項及び第８項により与えることのできる単位は，合わせて６０単位を超えない範

囲で，卒業するために必要な単位数に算入することができる。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
二
二

22



日本大学学則（第１章 総則）

第３７条の２ 第３２条の２に規定する授業によって修得した単位は，６０単位を超えな

い範囲で，卒業するために必要な単位数に算入することができる。

第８節 卒業及び学士の学位

第３８条 第２０条に定めた修業年限に達し，所定の授業科目及び単位を修得し，卒業

した者に学士の学位を授与する。

第３９条 前条の学位に付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。
┌───────────┬─────────────┬───────────┐│ │ │ ││ 学 部 名 │ 学 科 名 │ 専攻分野の名称 ││ │ │ │├───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ ││ │法 律 学 科│ │
│ │ │ │
│ │政 治 経 済 学 科│ │
│ │ │ │
│法 学 部│新 聞 学 科│法 学│
│ │ │ │
│ │経 営 法 学 科│ │
│ │ │ │
│ │公 共 政 策 学 科│ ││ │ │ │├───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ ││ │哲 学 科│ │
│ │ │ │
│ │史 学 科│ │
│ │ │ │
│ │国 文 学 科│ │
│ │ │文 学│
│ │中 国 語 中 国 文 化 学 科│ │
│ │ │ │
│ │英 文 学 科│ │
│ │ │ │
│ │ド イ ツ 文 学 科│ ││ │ │ ││ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│ │社 会 学 科│社 会 学│
│ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│ │社 会 福 祉 学 科│社 会 福 祉 学│
│ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│ │教 育 学 科│教 育 学│
│ │ │ │
│文 理 学 部├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│ │体 育 学 科│体 育 学│
│ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│ │心 理 学 科│心 理 学│
│ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│ │地 理 学 科│地 理 学│
│ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┤│ │ │ ││ │地 球 科 学 科│ │
│ │ │ │
│ │数 学 科│ │
│ │ │ │
│ │情 報 科 学 科│ │
│ │ │理 学│
│ │物 理 学 科│ │
│ │ │ │
│ │生 命 科 学 科│ │
│ │ │ │
│ │化 学 科│ ││ │ │ │
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┌───────────┬─────────────┬───────────┐│ │ │ ││ │経 済 学 科│ │
│ │ │ │
│経 済 学 部│産 業 経 営 学 科│経 済 学│
│ │ │ │
│ │金 融 公 共 経 済 学 科│ ││ │ │ │├───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ ││ │商 業 学 科│ │
│ │ │ │
│商 学 部│経 営 学 科│商 学│
│ │ │ │
│ │会 計 学 科│ ││ │ │ │├───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ ││ │写 真 学 科│ │
│ │ │ │
│ │映 画 学 科│ │
│ │ │ │
│ │美 術 学 科│ │
│ │ │ │
│ │音 楽 学 科│ │
│芸 術 学 部│ │芸 術│
│ │文 芸 学 科│ │
│ │ │ │
│ │演 劇 学 科│ │
│ │ │ │
│ │放 送 学 科│ │
│ │ │ │
│ │デ ザ イ ン 学 科│ ││ │ │ │├───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ ││ │国 際 総 合 政 策 学 科│ │
│国 際 関 係 学 部│ │国 際 関 係│
│ │国 際 教 養 学 科│ ││ │ │ │├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│危 機 管 理 学 部│危 機 管 理 学 科│法 学│
│ │ │ │
├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│ス ポ ー ツ 科 学 部│競 技 ス ポ ー ツ 学 科│体 育 学│
│ │ │ │
├───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ ││ │土 木 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │交 通 シ ス テ ム 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │建 築 学 科│ │
│ │ │ │
│ │海 洋 建 築 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │ま ち づ く り 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │機 械 工 学 科│ │
│ │ │工 学│
│ │精 密 機 械 工 学 科│ │
│理 工 学 部│ │ │
│ │航 空 宇 宙 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │電 気 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │電 子 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │応 用 情 報 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │物 質 応 用 化 学 科│ ││ │ │ ││ ├─────────────┼───────────┤│ │ │ ││ │物 理 学 科│ │
│ │ │理 学│
│ │数 学 科│ ││ │ │ │├───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ ││ │機 械 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │電 気 電 子 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │土 木 工 学 科│ ││ │ │ │
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│ │建 築 工 学 科│ │
│ │ │ │
│生 産 工 学 部│応 用 分 子 化 学 科│工 学│
│ │ │ │
│ │マ ネ ジ メ ン ト 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │数 理 情 報 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │環 境 安 全 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │創 生 デ ザ イ ン 学 科│ ││ │ │ │├───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ ││ │土 木 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │建 築 学 科│ │
│ │ │ │
│ │機 械 工 学 科│ │
│工 学 部│ │工 学│
│ │電 気 電 子 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │生 命 応 用 化 学 科│ │
│ │ │ │
│ │情 報 工 学 科│ ││ │ │ │├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│医 学 部│医 学 科│医 学│
│ │ │ │
├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│歯 学 部│歯 学 科│歯 学│
│ │ │ │
├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│松 戸 歯 学 部│歯 学 科│歯 学│
│ │ │ │
├───────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ ││ │生 命 農 学 科│ │
│ │ │ │
│ │生 命 化 学 科│ │
│ │ │ │
│ │動 物 資 源 科 学 科│ │
│ │ │ │
│ │食 品 ビ ジ ネ ス 学 科│ │
│ │ │ │
│ │森 林 資 源 科 学 科│ │
│ │ │ │
│ │海 洋 生 物 資 源 科 学 科│生 物 資 源 学│
│生 物 資 源 科 学 部│ │ │
│ │生 物 環 境 工 学 科│ │
│ │ │ │
│ │食 品 生 命 学 科│ │
│ │ │ │
│ │国 際 地 域 開 発 学 科│ │
│ │ │ │
│ │応 用 生 物 科 学 科│ │
│ │ │ │
│ │く ら し の 生 物 学 科│ ││ │ │ ││ ├─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│ │獣 医 学 科│獣 医 学│
│ │ │ │
├───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │
│薬 学 部│薬 学 科│薬 学│
│ │ │ │
└───────────┴─────────────┴───────────┘

第９節 学費及び貸給費

第４０条 授業料その他所定の学費は，別表２の定めるところにより納付するものと

する。

２ 編入学・再入学・転部・転科及び転籍の学費の取扱いについては，別に定め
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る。

３ 休学及び留学を許可された学生の休学及び留学期間中の学費の取扱いについて

は，別に定める。

第４１条 授業料を分納しようとする者は，事由を述べた書面により，保証人連署で

願い出るものとする。

第４２条 証明手数料等については別表３の定めるところにより納付するものとす

る。

第４３条 既納の学費は，いかなる理由があっても返還しない。

第４４条 停学を命ぜられた学生は，停学期間中も授業料を納付しなければならな

い。

第４５条 学業人物ともに優秀な学生であって，学費支弁の方法のない者には，学費

を減免し，又は貸与・給付することがある。

２ 減免・貸給費については，別に定める。

第１０節 委託生及び外国人留学生

第４６条 国又は公共団体から，一定の在学期間と履修科目とを定めて，入学を願い

出た者に対しては，選考の上，委託生として入学を許可することがある。

第４７条 委託生の入学資格については，第１７条の規定を準用する。

第４８条 委託生は，その履修した授業科目について試験を受けることができる。試

験に合格した者には，願い出によって単位取得証明書を与えることができる。

第４９条 委託生として４年以上在学し，所属学部における所定の単位を修得した者

には，学士の学位を授与する。

第５０条 委託生の授業料その他本大学に納付するために必要な学費は，委託者から

納付するものとする。

第５１条 外国人留学生の入学・編入学及び再入学については，第６節の規定を準用

する。ただし，特別に選考を行い入学を許可することができる。

２ 外国人留学生については，学修の必要に応じて第２章に掲げる授業科目の一部

に代え又はこれに加えて日本語科目及び日本事情に関する科目（以下「日本語科

目等」という）を開設することができる。

３ 前項に定める日本語科目等の授業科目については，当該学部の教授会がこれを

審議する。

４ 帰国生についても第１項及び第２項の規定を準用することができる。
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第５２条 委託生，外国人留学生に関して，本節各条に規定しない事項については，

学部学生に関する規定を準用する。

第１１節 科目等履修生・聴講生・特別聴講学生及び研究生

第５３条 学部の授業科目中の１科目又は数科目の履修を希望する者に対して，科目

等履修生として入学を許可することがある。

２ 科目等履修生の出願手続等については，別に定める。

第５４条 科目等履修生は，履修した授業科目について，試験を受けることができ

る。試験に合格した者には，所定の単位を与えることができる。

第５５条 学部の授業科目中の１科目又は数科目の聴講を希望する者に対して，聴講

生として入学を許可することがある。

２ 聴講生の出願手続等については，別に定める。

第５６条 国内又は国外の他の大学，専門職大学，短期大学又は専門職短期大学の学

生が学部の授業科目の履修を希望するときは，特別聴講学生として入学を許可す

ることがある。

２ 特別聴講学生の出願手続等については，別に定める。

第５７条 各学部において，特殊な事項に関する研究に従事しようとする者に対して

は，研究生として入学を許可することがある。

２ 研究生は，指導教員の個人指導を受けて研究に従事するものとする。

第５８条 研究生として入学することができる者は，その学部において選考の上，適

当と認められた者に限る。

第５９条 研究生として入学を志願する者は，所定の出願書類に研究しようとする事

項を記載して，学期の始めに願い出るものとする。

第６０条 研究生の在学年限は，１年とする。ただし，事情によって期間の延長を願

い出ることができる。

第６１条 研究生は，指導教員及び担任教員の承諾を経て，学部の講義・演習及び実

験等に出席することができる。

第６２条 研究生として，相当の成績を示したと認められる者には研究証明書を与え

る。

第６３条 研究生に関して，本節各条に規定しない事項については，学部学生に関す

る規定を準用する。

第１２節 教職課程
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第６４条 本大学に，教職課程を置く。

２ 中学校及び高等学校の教育職員の免許状を必要とする者は，教育職員免許法

（昭和２４年法律第１４７号）及び同法施行規則に基づき，本大学に設置する教職課

程について，所定の単位を修得しなければならない。

３ 教科及び教職に関する科目（各教科の指導法に関する科目，教諭の教育の基礎

的理解に関する科目等）は，次のとおりである。

授 業 科 目 単位数 必 修
単位数

選 択
単位数 履 修 方 法 備 考

国 語 科 教 育 法 Ⅰ

国 語 科 教 育 法 Ⅱ

国 語 科 教 育 法 Ⅲ

国 語 科 教 育 法 Ⅳ

社会科・地理歴史科教育法Ⅰ

社会科・地理歴史科教育法Ⅱ

社会科・公民科教育法Ⅰ

社会科・公民科教育法Ⅱ

数 学 科 教 育 法 Ⅰ

数 学 科 教 育 法 Ⅱ

数 学 科 教 育 法 Ⅲ

数 学 科 教 育 法 Ⅳ

理 科 教 育 法 Ⅰ

理 科 教 育 法 Ⅱ

理 科 教 育 法 Ⅲ

理 科 教 育 法 Ⅳ

音 楽 科 教 育 法 Ⅰ

音 楽 科 教 育 法 Ⅱ

音 楽 科 教 育 法 Ⅲ

音 楽 科 教 育 法 Ⅳ

美 術 科 教 育 法 Ⅰ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

必修を含め，中学校３６単
位以上，高等学校２８単位
以上を履修しなければな
らない。ただし，高等学
校（英語）は３２単位以上
を履修しなければならな
い。
各教科教育法について
は，当該の１教科教育法
を必修するものとする。

各教科教育法Ⅲ・Ⅳは，
中学校に必修。
ただし，中学校（社会）
の場合は，社会科・地理
歴史科教育法Ⅰ，社会科
・地理歴史科教育法Ⅱ，
社会科・公民科教育法Ⅰ
及び社会科・公民科教育
法Ⅱを必修とする。
また，高等学校（地理歴
史）の場合は，社会科・
地理歴史科教育法Ⅰ及び
社会科・地理歴史科教育
法Ⅱを必修とする。
また，高等学校（公民）
の場合は，社会科・公民
科教育法Ⅰ及び社会科・
公民科教育法Ⅱを必修と
する。
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美術 科 教 育 法 Ⅱ

美 術 科 教 育 法 Ⅲ

美 術 科 教 育 法 Ⅳ

保健体育科教育法Ⅰ

保健体育科教育法Ⅱ

保健体育科教育法Ⅲ

保健体育科教育法Ⅳ

英 語 科 教 育 法 Ⅰ

英 語 科 教 育 法 Ⅱ

英 語 科 教 育 法 Ⅲ

英 語 科 教 育 法 Ⅳ

中国語科教育法Ⅰ

中国語科教育法Ⅱ

中国語科教育法Ⅲ

中国語科教育法Ⅳ

ドイツ語科教育法Ⅰ

ドイツ語科教育法Ⅱ

ドイツ語科教育法Ⅲ

ドイツ語科教育法Ⅳ

宗 教 科 教 育 法 Ⅰ

宗 教 科 教 育 法 Ⅱ

宗 教 科 教 育 法 Ⅲ

宗 教 科 教 育 法 Ⅳ

技 術 科 教 育 法 Ⅰ

技 術 科 教 育 法 Ⅱ

技 術 科 教 育 法 Ⅲ

技 術 科 教 育 法 Ⅳ

工 芸 科 教 育 法 Ⅰ

工 芸 科 教 育 法 Ⅱ

書 道 科 教 育 法 Ⅰ

書 道 科 教 育 法 Ⅱ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２
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情報 科 教 育 法 Ⅰ

情 報 科 教 育 法 Ⅱ

農 業 科 教 育 法 Ⅰ

農 業 科 教 育 法 Ⅱ

工 業 科 教 育 法 Ⅰ

工 業 科 教 育 法 Ⅱ

商 業 科 教 育 法 Ⅰ

商 業 科 教 育 法 Ⅱ

水 産 科 教 育 法 Ⅰ

水 産 科 教 育 法 Ⅱ

教 育 原 論

教育の理念と歴史

現 代 教 職 論

教 育 制 度 論

教 育 の 社 会 学

発 達 と 学 習

教 育 心 理 学

特別支援教育概論

教 育 課 程 論

道徳教育の理論と方法※

特別活動・総合的な学習の時間の指導法

教育の方法・技術論

教 授 学 習 論

教 育 と メ デ ィ ア

生徒指導・進路指導論

教 育 相 談

教 育 実 習 Ⅰ

教 育 実 習 Ⅱ

教育実習事前・事後指導

教職実践演習（中・高）

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

２

２

２

２

２

２

２

２

４

２

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

２

２

２

２

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

２

�
�
�
１科目選択必修

�
�
�
１科目選択必修

�
�
�
１科目選択必修

中学校必修

�
�
�
１科目選択必修

�
�
�

１科目選択必修。ただ
し，中学校は教育実習
Ⅰ必修

※高 等 学 校
は，「大学が
独自に設定す
る科目」の選
択科目。

第６５条 本大学の学部において，取得できる中学校教諭一種免許状及び高等学校教

諭一種免許状の免許教科の種類は，次の表に掲げるとおりとする。
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第一部
┌─────┬─────────────┬───────────────────┐│ │ │ ││ │ │ 免許教科の種類 ││ │ │ ││ │ ├─────────┬─────────┤│学 部 名│ 学 科 名 │ │ ││ │ │ 中 学 校 │ 高等 学 校 ││ │ │ │ ││ │ │ 一種免許状 │ 一種免許状 ││ │ │ │ │├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 法 律 学 科 │社会 │地理歴史 公民 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 政 治 経 済 学 科 │社会 │地理歴史 公民 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││法 学 部│ 新 聞 学 科 │社会 │地理歴史 公民 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 経 営 法 学 科 │社会 │公民 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 公 共 政 策 学 科 │社会 │地理歴史 公民 ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 哲 学 科 │社会 宗教 │公民 宗教 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 史 学 科 │社会 │地理歴史 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 国 文 学 科 │国語 │国語 書道 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 中国語中国文化学科 │国語 中国語 │国語 中国語 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 英 文 学 科 │英語 │英語 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ ド イ ツ 文 学 科 │ドイツ語 │ドイツ語 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 社 会 学 科 │社会 │公民 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 教 育 学 科 │社会 │公民 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││文理 学 部│ 体 育 学 科 │保健体育 │保健体育 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 地 理 学 科 │社会 理科 │地理歴史 理科 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 地 球 科 学 科 │理科 │理科 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 数 学 科 │数学 │数学 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 情 報 科 学 科 │数学 │数学 情報 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 物 理 学 科 │理科 │理科 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 生 命 科 学 科 │理科 │理科 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 化 学 科 │理科 │理科 ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 経 済 学 科 │社会 │地理歴史 公民 商業││ │ │ │ ││経済 学 部│ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 産 業 経 営 学 科 │社会 │公民 商業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 商 業 学 科 │ │商業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││商 学 部│ 経 営 学 科 │ │商業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 会 計 学 科 │ │商業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 美 術 学 科 │美術 │美術 工芸 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 音 楽 学 科 │音楽 │音楽 ││ │ │ │ ││芸術 学 部│ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 文 芸 学 科 │国語 │国語 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │
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│ │ デ ザ イ ン 学 科 │美術 │美術 工芸 ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││
国際 関 係

学 部
│ 国 際 教 養 学 科 │英語 │英語 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 土 木 工 学 科 │数学 理科 技術 │数学 理科 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 交通システム工学科 │数学 理科 技術 │数学 理科 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 建 築 学 科 │数学 理科 技術 │数学 理科 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 海 洋 建 築 工 学 科 │技術 │工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ ま ち づ く り 工 学 科 │ │工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 機 械 工 学 科 │数学 理科 技術 │数学 理科 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 精 密 機 械 工 学 科 │数学 理科 技術 │数学 理科 工業 ││ │ │ │ ││理工 学 部│ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 航 空 宇 宙 工 学 科 │技術 │工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 電 気 工 学 科 │数学 理科 技術 │数学 理科 情報 工業││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 電 子 工 学 科 │技術 │情報 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 応 用 情 報 工 学 科 │数学 │数学 情報 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 物 質 応 用 化 学 科 │理科 技術 │理科 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 物 理 学 科 │数学 理科 │数学 理科 情報 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 数 学 科 │数学 │数学 情報 ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 機 械 工 学 科 │理科 │理科 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 電 気 電 子 工 学 科 │理科 │理科 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 土 木 工 学 科 │理科 │理科 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 建 築 工 学 科 │理科 │理科 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││生産工学部│ 応 用 分 子 化 学 科 │理科 │理科 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ マネジメント工学科 │ │工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 数 理 情 報 工 学 科 │数学 │数学 情報 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 環 境 安 全 工 学 科 │理科 │理科 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 創 生 デ ザ イ ン 学 科 │理科 │理科 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 土 木 工 学 科 │技術 │工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 建 築 学 科 │技術 │工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 機 械 工 学 科 │技術 │工業 ││ │ │ │ ││工 学 部│ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 電 気 電 子 工 学 科 │技術 │情報 工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 生 命 応 用 化 学 科 │理科 │理科 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 情 報 工 学 科 │数学 │数学 情報 ││ │ │ │ ││ │ │ │ │
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┌─────┬─────────────┬─────────┬─────────┐│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 生 命 農 学 科 │理科 │理科 農業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 生 命 化 学 科 │理科 │理科 農業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 獣 医 学 科 │理科 │理科 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 動 物 資 源 科 学 科 │理科 │理科 農業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 食 品 ビ ジ ネ ス 学 科 │社会 │公民 農業 ││ │ │ │ ││生物資源科│ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 森 林 資 源 科 学 科 │理科 │理科 農業 ││ │ │ │ ││学 部│ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 海洋生物資源科学科 │理科 │理科 水産 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 生 物 環 境 工 学 科 │理科 │理科 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 食 品 生 命 学 科 │理科 │理科 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 国 際 地 域 開 発 学 科 │社会 │公民 農業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ 応 用 生 物 科 学 科 │理科 │理科 ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└─────┴─────────────┴─────────┴─────────┘
第二部
┌─────┬─────────────┬─────────┬─────────┐│ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││法 学 部│ 法 律 学 科 │社会 │地理歴史 公民 ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │└─────┴─────────────┴─────────┴─────────┘
第６６条 前条の免許状は，所属学部によってその授業科目を限定されることなく，

所定の単位の修得によってこれを授与されるものとする。

第６７条 所定の単位の修得によって，２種以上の免許状を受けることができる。こ

の場合，同一授業科目についての修得単位は相互の流用が認められる。

第６８条 授業科目の種類によっては，教職課程によって修得した単位の若干を，学

部において修得すべき単位数の中に含めることができる。

第６９条 本大学に，２年以上在学して所定の単位を修得した者には，中学校教諭二

種免許状が授与される。

第７０条 本大学に，４年以上在学して学士の学位を有し，所定の単位を修得した者

には，基礎資格及び修得単位に応じて中学校教諭一種免許状，高等学校教諭一種

免許状が授与される。

第７１条 （削除）

第７２条 本大学大学院に，２年以上在学して修士の学位を有し，所定の単位を修得

した者には，中学校教諭専修免許状及び高等学校教諭専修免許状が授与される。

２ 本大学大学院において，取得できる中学校教諭専修免許状及び高等学校教諭専

修免許状の免許教科の種類は，次の表に掲げるとおりとする。
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┌─────┬─────────────┬───────────────────┐│ │ │ ││ │ │ 免許教科の種類 ││ │ │ ││ │ ├─────────┬─────────┤│研究 科 名│ 専 攻 名 │ │ ││ │ │ 中 学 校 │ 高等 学 校 ││ │ │ │ ││ │ │ 専修免許状 │ 専修免許状 ││ │ │ │ │├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │ 公 法 学 専 攻 │社会 │公民 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│法学研究科│ 私 法 学 専 攻 │社会 │公民 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 政 治 学 専 攻 │社会 │公民 │
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│新 聞 学│ │ │ │
│ │ 新 聞 学 専 攻 │社会 │公民 │
│研 究 科│ │ │ │
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │ 哲 学 専 攻 │社会 │公民 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 史 学 専 攻 │社会 │地理歴史 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 国 文 学 専 攻 │国語 │国語 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 中 国 学 専 攻 │国語 │国語 │
│ │ │ │ │
│文学研究科│ │ │ │
│ │ 英 文 学 専 攻 │英語 │英語 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ ド イ ツ 文 学 専 攻 │ドイツ語 │ドイツ語 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 社 会 学 専 攻 │社会 │公民 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 教 育 学 専 攻 │社会 保健体育 │公民 保健体育 │
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│総合基礎科│ 地球情報数理科学専攻 │数学 理科 │数学 理科 情報 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│学研 究 科│ 相 関 理 化 学 専 攻 │理科 │理科 │
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│経 済 学│ │ │ │
│ │ 経 済 学 専 攻 │社会 │公民 商業 │
│研 究 科│ │ │ │
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │ 商 学 専 攻 │ │商業 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│商学研究科│ 経 営 学 専 攻 │ │商業 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 会 計 学 専 攻 │ │商業 │
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │ 文 芸 学 専 攻 │国語 │国語 │
│芸 術 学│ │ │ │
│ │ 造 形 芸 術 専 攻 │美術 │美術 工芸 │
│研 究 科│ │ │ │
│ │ 音 楽 芸 術 専 攻 │音楽 │音楽 │
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │ 土 木 工 学 専 攻 │ │工業 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 交通システム工学専攻 │ │工業 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 建 築 学 専 攻 │ │工業 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 海 洋 建 築 工 学 専 攻 │ │工業 ││ │ │ │ ││ │ │ │ │
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│ │ 機 械 工 学 専 攻 │技術 │工業 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 精 密 機 械 工 学 専 攻 │技術 │工業 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 航 空 宇 宙 工 学 専 攻 │技術 │工業 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│
理 工 学

研 究 科
│ 電 気 工 学 専 攻 │技術 │工業 │

│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 電 子 工 学 専 攻 │技術 │情報 工業 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 情 報 科 学 専 攻 │ │情報 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 物 質 応 用 化 学 専 攻 │理科 │理科 工業 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 物 理 学 専 攻 │理科 │理科 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 数 学 専 攻 │数学 │数学 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 地 理 学 専 攻 │理科 社会 │理科 地理歴史 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 量 子 理 工 学 専 攻 │理科 │理科 │
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │ 機 械 工 学 専 攻 │理科 │理科 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 電 気 電 子 工 学 専 攻 │理科 │理科 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 土 木 工 学 専 攻 │ │工業 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│
生産 工 学

研 究 科
│ 建 築 工 学 専 攻 │ │工業 │

│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 応 用 分 子 化 学 専 攻 │理科 │理科 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ マネジメント工学専攻 │ │工業 │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 数 理 情 報 工 学 専 攻 │数学 │数学 │
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │ 土 木 工 学 専 攻 │ │工業 │
│ │ │ │ │
│ │ 建 築 学 専 攻 │ │工業 │
│ │ │ │ │
│ │ 機 械 工 学 専 攻 │技術 │工業 │
│工学研究科│ │ │ │
│ │ 電 気 電 子 工 学 専 攻 │技術 │工業 │
│ │ │ │ │
│ │ 生 命 応 用 化 学 専 攻 │理科 │理科 │
│ │ │ │ │
│ │ 情 報 工 学 専 攻 │数学 │数学 │
│ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ │ 生物資源生産科学専攻 │理科 │理科 │
│ │ │ │ │
│ │ 生物資源利用科学専攻 │理科 │理科 │
│生物資源科│ │ │ │
│ │ 応 用 生 命 科 学 専 攻 │理科 │理科 │
│学研 究 科│ │ │ │
│ │ 生 物 環 境 科 学 専 攻 │理科 │理科 │
│ │ │ │ │
│ │ 生物資源経済学専攻 │社会 │公民 │
│ │ │ │ │
└─────┴─────────────┴─────────┴─────────┘

第７３条 （削除）

第１３節 通信教育
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第７４条 本大学に，通信教育の課程を置く。

２ 通信教育に関する規程は，別に定める。

第１４節 賞 罰

第７５条 人物及び学業成績が優秀な者には，授賞することがある。

２ 授賞に関する規定は，別に定める。

第７６条 学生が本大学の規則・命令に背き若しくは大学の秩序を乱し，又は学生と

しての本分に反する行為があった場合にはその情状によって懲戒を行うことがあ

る。

第７７条 懲戒は，退学・停学及び訓告の３種とする。

２ 前項の退学は，次の各号のいずれかに該当する者について行う。

① 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

② 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

③ 正当の理由がなくて出席常でない者

④ 大学の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者

３ 停学とは，一定期間，授業の受講及び施設設備の利用等を禁止し，その他の課

外活動等についても禁止することをいう。

４ 訓告とは，文書で戒めることをいう。

５ 懲戒の手続に関する規定は，別に定める。

第１５節 寄宿舎

第７８条 寄宿舎に関する規定は，別に定める。
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第２章 教育課程及び履修方法

第１節 法学部
第７９条 法学部における各学科の授業科目及びその単位数並びに履修方法は，次の

とおりである。卒業に必要な総単位数は，科目区分ごとに履修方法に定めた単位

数を含め，総計１２４単位以上を修得しなければならない。

なお，第６４条第３項の教科及び教職に関する科目（各教科の指導法に関する科

目，教諭の教育の基礎的理解に関する科目等）のうち次の授業科目について

は，１０単位を限度に卒業に必要な総単位数に算入することができる。

現代教職論，教育原論，発達と学習，教育制度論，教育課程論，生徒指導・

進路指導，教育相談

１ 全学共通教育科目

授 業 科 目 単位数 必 修
単位数

選 択
単位数 履 修 方 法 備 考

自主創造の基礎１

自主創造の基礎２

２

２

２

２

必修単位数４単位を修得
しなければならない。

２ Ⅰ群 共通科目（各学科共通）

授 業 科 目 単位数 必 修
単位数

選 択
単位数 履 修 方 法 備 考

キ ャ リ ア 入 門

キャリア・デザイン

キャリア・デベロップメント

インターンシップ

コンピュータ・リテラシー

日 本 大 学 の 歴 史

共 通 科 目 特 論

社 会 貢 献

日 本 国 憲 法

２

２

２

２

２

２

２

１

２

２

２

２

２

２

２

２

１

２

２単位以上を修得しなけ
ればならない。

３ Ⅱ群 総合科目（各学科共通）

授 業 科 目 単位数 必 修
単位数

選 択
単位数 履 修 方 法 備 考

哲 学 Ⅰ

哲 学 Ⅱ

２

２

２

２

２０単位以上を修得しなけ
ればならない。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
三
七
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

論 理 学 Ⅰ

論 理 学 Ⅱ

倫 理 学 Ⅰ

倫 理 学 Ⅱ

宗 教 学 Ⅰ

宗 教 学 Ⅱ

日 本 文 学 Ⅰ

日 本 文 学 Ⅱ

世 界 の 文 学 Ⅰ

世 界 の 文 学 Ⅱ

芸 術 論 Ⅰ

芸 術 論 Ⅱ

日 本 の 前 近 代 Ⅰ

日 本 の 前 近 代 Ⅱ

日 本 の 近 現 代 Ⅰ

日 本 の 近 現 代 Ⅱ

ア ジ ア の 歴 史 Ⅰ

ア ジ ア の 歴 史 Ⅱ

西 洋 の 歴 史 Ⅰ

西 洋 の 歴 史 Ⅱ

社会思想の歴史Ⅰ

社会思想の歴史Ⅱ

科 学 の 歴 史 Ⅰ

科 学 の 歴 史 Ⅱ

社 会 学 Ⅰ

社 会 学 Ⅱ

文 化 人 類 学 Ⅰ

文 化 人 類 学 Ⅱ

地 理 学 Ⅰ

地 理 学 Ⅱ

環 境 論 Ⅰ

環 境 論 Ⅱ

教 育 学 Ⅰ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
三
八
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

教 育 学 Ⅱ

心 理 学 Ⅰ

心 理 学 Ⅱ

精 神 分 析 学

自 然 人 類 学

健 康 科 学 Ⅰ

健 康 科 学 Ⅱ

体育スポーツ科学Ⅰ

体育スポーツ科学Ⅱ

数 学 Ⅰ

数 学 Ⅱ

統 計 学 Ⅰ

統 計 学 Ⅱ

地 球 科 学 Ⅰ

地 球 科 学 Ⅱ

生 命 の 科 学 Ⅰ

生 命 の 科 学 Ⅱ

日 本 の 文 化 Ａ

日 本 の 文 化 Ｂ

日 本 の 社 会 Ａ

日 本 の 社 会 Ｂ

日 本 の 自 然 Ａ

日 本 の 自 然 Ｂ

総 合 講 座 Ａ

総 合 講 座 Ｂ

社 会 文 化 論 Ａ

社 会 文 化 論 Ｂ

思 想 文 化 論 Ａ

思 想 文 化 論 Ｂ

文 章 表 現 演 習 Ⅰ

文 章 表 現 演 習 Ⅱ

教 養 演 習 Ａ

教 養 演 習 Ｂ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

外国人留学生のみ履修
できる。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
三
九
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

４ Ⅲ群 外国語科目（各学科共通）

授 業 科 目 単位数 必 修
単位数

選 択
単位数 履 修 方 法 備 考

英 語 Ａ

英 語 Ｂ

英 語 Ｃ

英 語 Ｄ

英 語 Ｅ

英 語 Ｆ

英 語 Ｇ

英 語 Ｈ

人文系英語演習Ａ

人文系英語演習Ｂ

社会系英語演習Ａ

社会系英語演習Ｂ

英検／ＩＥＬＴＳ ⅠＡ

英検／ＩＥＬＴＳ ⅠＢ

英検／ＩＥＬＴＳ ⅡＡ

英検／ＩＥＬＴＳ ⅡＢ

英検／ＩＥＬＴＳ ⅢＡ

英検／ＩＥＬＴＳ ⅢＢ

英検／ＩＥＬＴＳ ⅣＡ

英検／ＩＥＬＴＳ ⅣＢ

ＴＯＥＦＬ ⅠＡ

ＴＯＥＦＬ ⅠＢ

ＴＯＥＦＬ ⅡＡ

ＴＯＥＦＬ ⅡＢ

ＴＯＥＦＬ ⅢＡ

ＴＯＥＦＬ ⅢＢ

ＴＯＥＦＬ ⅣＡ

ＴＯＥＦＬ ⅣＢ

ＴＯＥＩＣ ⅠＡ

ＴＯＥＩＣ ⅠＢ

ＴＯＥＩＣ ⅡＡ

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

外国語科目のうち，英
語８単位以上，ドイツ語
・フランス語・中国語の
中から１か国語６単位以
上，計１４単位以上を修得
しなければならない。
外国人留学生について
は，日本語８単位以上，
英語・ドイツ語・フラン
ス語・中国語の中から１
か国語（母国語を除く）
６単位以上，計１４単位以
上を修得しなければなら
ない。また，スペイン語
・韓国語・ロシア語は，
母国語を除き履修でき
る。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
四
〇
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

ＴＯＥＩＣ ⅡＢ

ＴＯＥＩＣ ⅢＡ

ＴＯＥＩＣ ⅢＢ

ＴＯＥＩＣ ⅣＡ

ＴＯＥＩＣ ⅣＢ

ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠＡ

ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅠＢ

ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅡＡ

ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅡＢ

ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅢＡ

ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅢＢ

ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅣＡ

ＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎⅣＢ

ＲｅａｄｉｎｇⅠＡ

ＲｅａｄｉｎｇⅠＢ

ＲｅａｄｉｎｇⅡＡ

ＲｅａｄｉｎｇⅡＢ

ＲｅａｄｉｎｇⅢＡ

ＲｅａｄｉｎｇⅢＢ

ＷｒｉｔｉｎｇⅠＡ

ＷｒｉｔｉｎｇⅠＢ

ＷｒｉｔｉｎｇⅡＡ

ＷｒｉｔｉｎｇⅡＢ

ＷｒｉｔｉｎｇⅢＡ

ＷｒｉｔｉｎｇⅢＢ

国際研修（英）ⅠＡ

国際研修（英）ⅠＢ

国際研修（英）Ⅱ

国際研修（英）Ⅲ

国際研修（英）Ⅳ

国際研修（英）Ⅴ

ドイツ語基礎表現Ａ

ドイツ語基礎表現Ｂ

ドイツ語基礎文法Ａ

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

１

１

１

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
四
一
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

ドイツ語基礎文法Ｂ

人文系ドイツ語演習Ａ

人文系ドイツ語演習Ｂ

社会系ドイツ語演習Ａ

社会系ドイツ語演習Ｂ

ドイツ語資格試験対策ⅠＡ

ドイツ語資格試験対策ⅠＢ

ドイツ語資格試験対策ⅡＡ

ドイツ語資格試験対策ⅡＢ

ドイツ語資格試験対策ⅢＡ

ドイツ語資格試験対策ⅢＢ

国際研修（独）ⅠＡ

国際研修（独）ⅠＢ

国際研修（独）Ⅱ

国際研修（独）Ⅲ

コミュニケーション（独）ⅠＡ

コミュニケーション（独）ⅠＢ

コミュニケーション（独）ⅡＡ

コミュニケーション（独）ⅡＢ

コミュニケーション（独）ⅢＡ

コミュニケーション（独）ⅢＢ

ライティング（独）ⅠＡ

ライティング（独）ⅠＢ

ライティング（独）ⅡＡ

ライティング（独）ⅡＢ

フランス語基礎表現Ａ

フランス語基礎表現Ｂ

フランス語基礎文法Ａ

フランス語基礎文法Ｂ

人文系フランス語演習Ａ

人文系フランス語演習Ｂ

社会系フランス語演習Ａ

社会系フランス語演習Ｂ

フランス語資格試験対策ⅠＡ

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
四
二
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

フランス語資格試験対策ⅠＢ

フランス語資格試験対策ⅡＡ

フランス語資格試験対策ⅡＢ

フランス語資格試験対策ⅢＡ

フランス語資格試験対策ⅢＢ

国際研修（仏）ⅠＡ

国際研修（仏）ⅠＢ

国際研修（仏）Ⅱ

国際研修（仏）Ⅲ

コミュニケーション（仏）ⅠＡ

コミュニケーション（仏）ⅠＢ

コミュニケーション（仏）ⅡＡ

コミュニケーション（仏）ⅡＢ

コミュニケーション（仏）ⅢＡ

コミュニケーション（仏）ⅢＢ

ライティング（仏）ⅠＡ

ライティング（仏）ⅠＢ

ライティング（仏）ⅡＡ

ライティング（仏）ⅡＢ

中国語基礎表現Ａ

中国語基礎表現Ｂ

中国語基礎文法Ａ

中国語基礎文法Ｂ

人文系中国語演習Ａ

人文系中国語演習Ｂ

社会系中国語演習Ａ

社会系中国語演習Ｂ

中国語資格試験対策ⅠＡ

中国語資格試験対策ⅠＢ

中国語資格試験対策ⅡＡ

中国語資格試験対策ⅡＢ

中国語資格試験対策ⅢＡ

中国語資格試験対策ⅢＢ

国際研修（中）ⅠＡ

１

１

１

１

１

１

１

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
四
三
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

国際研修（中）ⅠＢ

国際研修（中）Ⅱ

国際研修（中）Ⅲ

コミュニケーション（中）ⅠＡ

コミュニケーション（中）ⅠＢ

コミュニケーション（中）ⅡＡ

コミュニケーション（中）ⅡＢ

コミュニケーション（中）ⅢＡ

コミュニケーション（中）ⅢＢ

ライティング（中）ⅠＡ

ライティング（中）ⅠＢ

ライティング（中）ⅡＡ

ライティング（中）ⅡＢ

日 本 語 Ⅰ Ａ

日 本 語 Ⅰ Ｂ

日 本 語 Ⅱ Ａ

日 本 語 Ⅱ Ｂ

日 本 語 Ⅲ Ａ

日 本 語 Ⅲ Ｂ

日 本 語 Ⅳ Ａ

日 本 語 Ⅵ Ｂ

ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ａ

ス ペ イ ン 語 Ⅰ Ｂ

ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ａ

ス ペ イ ン 語 Ⅱ Ｂ

韓 国 語 Ⅰ Ａ

韓 国 語 Ⅰ Ｂ

韓 国 語 Ⅱ Ａ

韓 国 語 Ⅱ Ｂ

国 際 研 修 （ 韓 ）

ロ シ ア 語 Ⅰ Ａ

ロ シ ア 語 Ⅰ Ｂ

ロ シ ア 語 Ⅱ Ａ

ロ シ ア 語 Ⅱ Ｂ

１

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

１

１

１

１

１

２

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

１

１

１

１

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

外国人留学生のみ履修
できる。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
四
四
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

５ Ⅳ群 体育・健康科目（各学科共通）

授 業 科 目 単位数 必 修
単位数

選 択
単位数 履 修 方 法 備 考

体育スポーツ実習Ａ

体育スポーツ実習Ｂ

体育スポーツ実習Ｃ

体育スポーツ健康演習

１

１

２

１

１

１

２

１

２単位以上を修得しなけ
ればならない。
ただし，法律学科法曹
コースを除く。

６ Ⅴ群・Ⅵ群・Ⅶ群・Ⅷ群 専門科目

Ⅰ 法律学科

授 業 科 目 単位数 必 修
単位数

選 択
単位数 履 修 方 法 備 考

Ⅴ群 専門基幹科目

法 学 Ⅰ

法 学 Ⅱ

憲 法 Ⅰ （ 人 権 ）

憲法Ⅱ（統治機構）

行 政 法 Ⅰ

行 政 法 Ⅱ

民法Ⅰ（民法総則）

民法Ⅱ（物権法）

民法Ⅲ（担保物権法）

民法Ⅳ（債権法総論）

民法Ⅴ（債権法各論）

民法Ⅵ（親族法）

民法Ⅶ（相続法）

家 族 法

商法Ⅰ（会社法Ⅰ）

商法Ⅱ（会社法Ⅱ）

商法Ⅲ（商取引法）

商法Ⅳ（支払システム法）

商法Ⅴ（保険法）

民 事 訴 訟 法 Ⅰ

民 事 訴 訟 法 Ⅱ

民事執行・保全法

刑 法 Ⅰ

２

２

４

４

４

４

４

２

２

４

４

２

２

２

４

４

２

２

２

４

２

４

４

２

４

４

４

４

４

４

２

４

４

２

２

４

４

２

２

２

４

２

２

２

２

４

法曹コースは，必修単位
数３０単位に加えて，
Ⅴ群より，
憲法Ⅱ（統治機構）
行政法Ⅱ
民法Ⅱ（物権法）
民法Ⅲ（担保物権法）
民法Ⅳ（債権法総論）
民法Ⅴ（債権法各論）
家族法
商法Ⅱ（会社法Ⅱ）
民事訴訟法Ⅱ
刑法Ⅱ
刑事訴訟法Ⅱ
を必修とし，３６単位以
上，
Ⅵ群より４単位以上，
Ⅶ群より，
憲法基礎演習
民法基礎演習
刑法基礎演習
を必修とし，１４単位以
上，
合計８４単位以上を修得し
なければならない。

総合法コースは，必修単
位数３０単位に加えて，
Ⅴ群より，
法学Ⅱ
憲法Ⅱ（統治機構）
行政法Ⅱ
民法Ⅱ（物権法）
民法Ⅲ（担保物権法）
民法Ⅳ（債権法総論）
民法Ⅴ（債権法各論）
民法Ⅵ（親族法）
民法Ⅶ（相続法）
商法Ⅱ（会社法Ⅱ）
商法Ⅲ（商取引法）
商法Ⅳ（支払システム
法）

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
四
五

45



日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

刑 法 Ⅱ

刑 事 訴 訟 法 Ⅰ

刑 事 訴 訟 法 Ⅱ

Ⅵ群 専門展開科目

Ⅰ 類

法 哲 学 Ⅰ

法 哲 学 Ⅱ

ロ ー マ 法 Ⅰ

ロ ー マ 法 Ⅱ

日 本 法 制 史 Ⅰ

日 本 法 制 史 Ⅱ

東 洋 法 制 史 Ⅰ

東 洋 法 制 史 Ⅱ

西 洋 法 制 史 Ⅰ

西 洋 法 制 史 Ⅱ

法 思 想 史 Ⅰ

法 思 想 史 Ⅱ

Ⅱ 類

外国法Ａ（英米）Ⅰ

外国法Ａ（英米）Ⅱ

外国法Ａ（独仏・ＥＵ）Ⅰ

外国法Ａ（独仏・ＥＵ）Ⅱ

外国法Ａ（アジア）

外国法Ｂ（英米）Ⅰ

外国法Ｂ（英米）Ⅱ

外国法Ｂ（独仏・ＥＵ）Ⅰ

外国法Ｂ（独仏・ＥＵ）Ⅱ

外国法Ｂ（アジア）

Ⅲ 類

税法Ⅰ（基礎理論Ⅰ）

税法Ⅰ（基礎理論Ⅱ）

税法ⅡＡ（所得税法）

税法ⅡＢ（法人税法）

税法ⅢＡ（資産税法）

４

４

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

商法Ⅴ（保険法）
民事訴訟法Ⅱ
民事執行・保全法
刑法Ⅱ
刑事訴訟法Ⅱ
のうちから８単位以上，
Ⅵ群より，
Ⅰ類４単位以上，
Ⅱ類４単位以上，
Ⅲ類４単位以上，
Ⅶ群より，
公法演習（憲法）Ⅰ
公法演習（行政法）Ⅱ
民事法演習（要件事
実）Ⅰ
民事法演習（判例演
習）Ⅱ
民事法演習（会社法）
Ⅲ
民事法演習（商法）Ⅳ
民事法演習（不動産・
商業登記法）Ⅴ
民事法演習（民事手続
法）Ⅵ
刑事法演習Ⅰ
刑事法演習Ⅱ
刑事法演習Ⅲ
刑事法演習Ⅳ
ゼミナール
のうちから８単位以上，
計１４単位以上，
さらに，Ⅴ群～Ⅵ群より
１８単位以上，
合計８２単位以上を修得し
なければならない。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
四
六
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

税法ⅢＢ（消費・諸税法）

国際関係法〔公法系〕ＡⅠ

国際関係法〔公法系〕ＡⅡ

国際関係法〔公法系〕ＢⅠ

国際関係法〔公法系〕ＢⅡ

国際関係法〔私法系〕ＡⅠ

国際関係法〔私法系〕ＡⅡ

国際関係法〔私法系〕ＢⅠ

国際関係法〔私法系〕ＢⅡ

倒 産 法 Ⅰ

倒 産 法 Ⅱ

労 働 法 Ⅰ

労 働 法 Ⅱ

経 済 法 Ⅰ

経 済 法 Ⅱ

知的財産法Ａ（特許・実用新案）Ⅰ

知的財産法Ａ（特許・実用新案）Ⅱ

知的財産法Ｂ（意匠）

知的財産法Ｃ（商標・不正競争）

知的財産法Ｄ（著作権）Ⅰ

知的財産法Ｄ（著作権）Ⅱ

知的財産法Ｅ（関連条約）Ⅰ

知的財産法Ｅ（関連条約）Ⅱ

環 境 法

Ⅳ 類

地 方 自 治 法 Ⅰ

地 方 自 治 法 Ⅱ

比 較 憲 法 Ⅰ

比 較 憲 法 Ⅱ

経 済 刑 法 Ⅰ

経 済 刑 法 Ⅱ

少 年 法 Ⅰ

少 年 法 Ⅱ

刑 事 政 策 Ⅰ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
四
七
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

刑 事 政 策 Ⅱ

法 医 学 Ⅰ

法 医 学 Ⅱ

経 済 行 政 法 Ⅰ

経 済 行 政 法 Ⅱ

社 会 保 障 法 Ⅰ

社 会 保 障 法 Ⅱ

金融商品取引法Ⅰ

金融商品取引法Ⅱ

金 融 法 Ⅰ

金 融 法 Ⅱ

法 律 外 国 語 Ａ Ⅰ

法 律 外 国 語 Ａ Ⅱ

法 律 外 国 語 Ｂ Ⅰ

法 律 外 国 語 Ｂ Ⅱ

ジェンダーと法Ⅰ

ジェンダーと法Ⅱ

消 費 者 法

不 動 産 法

政 治 学 原 論

現 代 政 治 理 論

ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ

マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ

国 際 経 済 論 Ⅰ

国 際 経 済 論 Ⅱ

Ⅶ群 専門演習関連科目

憲 法 基 礎 演 習

民 法 基 礎 演 習

刑 法 基 礎 演 習

法 学 演 習 Ａ Ⅰ

法 学 演 習 Ａ Ⅱ

法 学 演 習 Ｂ Ⅰ

法 学 演 習 Ｂ Ⅱ

公法演習（憲法）Ⅰ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
四
八
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

公法演習（行政法）Ⅱ

民事法演習（要件事実）Ⅰ

民事法演習（判例演習）Ⅱ

民事法演習（会社法）Ⅲ

民事法演習（商法）Ⅳ

民事法演習（不動産・商業登記法）Ⅴ

民事法演習（民事手続法）Ⅵ

刑 事 法 演 習 Ⅰ

刑 事 法 演 習 Ⅱ

刑 事 法 演 習 Ⅲ

刑 事 法 演 習 Ⅳ

ゼ ミ ナ ー ル

Ⅷ群 教職課程教科専門科目

日 本 史 概 論 Ⅰ

日 本 史 概 論 Ⅱ

東 洋 史 概 論 Ⅰ

東 洋 史 概 論 Ⅱ

西 洋 史 概 論 Ⅰ

西 洋 史 概 論 Ⅱ

人文地理学概論Ⅰ

人文地理学概論Ⅱ

自然地理学概論Ⅰ

自然地理学概論Ⅱ

地 誌 学 概 論 Ⅰ

地 誌 学 概 論 Ⅱ

哲 学 概 論 Ⅰ

哲 学 概 論 Ⅱ

倫 理 学 概 論 Ⅰ

倫 理 学 概 論 Ⅱ

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

８

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

８

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ⅱ 政治経済学科

授 業 科 目 単位数 必 修
単位数

選 択
単位数 履 修 方 法 備 考

Ⅴ群 専門基幹科目

Ⅰ 類

政 治 学 Ⅰ ２ ２

必修単位数３６単位を含
め，合計８２単位以上を修
得しなければならない。

国際政治経済コースは，

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
四
九
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

政 治 学 Ⅱ

経 済 学 Ⅰ

経 済 学 Ⅱ

政治経済研究入門

Ⅱ 類

国 際 政 治 学 Ⅰ

国 際 政 治 学 Ⅱ

Ⅲ 類

日 本 政 治 論 Ⅰ

日 本 政 治 論 Ⅱ

Ⅳ 類

行 政 学 Ⅰ

行 政 学 Ⅱ

Ⅴ 類

政 治 学 原 論

現 代 政 治 理 論

ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ

マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ

Ⅵ群 専門展開科目

Ⅰ 類

国 際 関 係 論 Ⅰ

国 際 関 係 論 Ⅱ

平 和 学

国 際 関 係 史 Ⅰ

国 際 関 係 史 Ⅱ

国 際 経 済 論 Ⅰ

国 際 経 済 論 Ⅱ

国 際 金 融 論 Ⅰ

国 際 金 融 論 Ⅱ

西 洋 政 治 史 Ⅰ

西 洋 政 治 史 Ⅱ

ア メ リ カ 政 治 論

ア メ リ カ 経 済 論

ヨーロッパ政治論Ⅰ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ⅵ群
Ⅰ類より，
国際関係論Ⅰ
国際関係史Ⅰ
西洋政治史Ⅰ
西洋政治史Ⅱ
を必修とし，
国際関係論Ⅱ
平和学
国際関係史Ⅱ
国際経済論Ⅰ
国際経済論Ⅱ
国際金融論Ⅰ
国際金融論Ⅱ
アメリカ政治論
アメリカ経済論
ヨーロッパ政治論Ⅰ
ヨーロッパ政治論Ⅱ
ヨーロッパ経済論
アジア政治論
地域研究
アジア経済論
のうちから８単位以上，
計１６単位以上，
Ⅱ類～Ⅳ類より８単位以
上，
Ⅴ類より８単位以上，
Ⅶ群より８単位以上，
さらに，Ⅰ群～Ⅶ群より
６単位以上を修得しなけ
ればならない。

日本政治経済コースは，
Ⅵ群
Ⅰ類・Ⅲ類・Ⅳ類より８
単位以上，
Ⅱ類より，
日本政治史Ⅰ
日本政治史Ⅱ
日本政治思想史Ⅰ
経済史
を必修とし，
日本政治思想史Ⅱ
日本政治過程論
国会論
日本経済論Ⅰ
日本経済論Ⅱ
のうちから８単位以上，
計１６単位以上，
Ⅴ類より８単位以上，
Ⅶ群より８単位以上，
さらに，Ⅰ群～Ⅶ群より
６単位以上を修得しなけ
ればならない。

地方行財政コースは，
Ⅵ群
Ⅰ類・Ⅱ類・Ⅳ類より８
単位以上，
Ⅲ類より，
地方自治論Ⅰ
公共経済学Ⅰ
地方財政論Ⅰ
地方財政論Ⅱ

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
五
〇
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

ヨーロッパ政治論Ⅱ

ヨーロッパ経済論

ア ジ ア 政 治 論

地 域 研 究

ア ジ ア 経 済 論

Ⅱ 類

日 本 政 治 史 Ⅰ

日 本 政 治 史 Ⅱ

日本政治思想史Ⅰ

日本政治思想史Ⅱ

日 本 政 治 過 程 論

国 会 論

日 本 経 済 論 Ⅰ

日 本 経 済 論 Ⅱ

経 済 史

Ⅲ 類

地 方 自 治 論 Ⅰ

地 方 自 治 論 Ⅱ

公 共 選 択 論

公 共 経 済 学 Ⅰ

公 共 経 済 学 Ⅱ

地 方 財 政 論 Ⅰ

地 方 財 政 論 Ⅱ

経 済 政 策 論

地 域 開 発 論

産 業 立 地 論

Ⅳ 類

西洋政治思想史Ⅰ

西洋政治思想史Ⅱ

比 較 政 治 学

比 較 政 党 論

政 治 制 度 論

政 治 社 会 学

選 挙 制 度 論

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

を必修とし，
地方自治論Ⅱ
公共選択論
公共経済学Ⅱ
経済政策論
地域開発論
産業立地論
のうちから８単位以上，
計１６単位以上，
Ⅴ類より８単位以上，
Ⅶ群より８単位以上，
さらに，Ⅰ群～Ⅶ群より
６単位以上を修得しなけ
ればならない。

政治経済理論コースは，
Ⅵ群
Ⅰ類～Ⅲ類より８単位以
上，
Ⅳ類より，
西洋政治思想史Ⅰ
西洋政治思想史Ⅱ
比較政治学
財政学Ⅰ
を必修とし，
比較政党論
政治制度論
政治社会学
選挙制度論
政治過程論
立法過程論
政治哲学Ⅰ
政治哲学Ⅱ
計量政治学
ミクロ経済学Ⅱ
マクロ経済学Ⅱ
財政学Ⅱ
経済思想史Ⅰ
経済思想史Ⅱ
計量経済学
のうちから８単位以上，
計１６単位以上，
Ⅴ類より８単位以上，
Ⅶ群より８単位以上，
さらに，Ⅰ群～Ⅶ群より
６単位以上を修得しなけ
ればならない。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
五
一
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

政 治 過 程 論

立 法 過 程 論

政 治 哲 学 Ⅰ

政 治 哲 学 Ⅱ

計 量 政 治 学

ミ ク ロ 経 済 学 Ⅱ

マ ク ロ 経 済 学 Ⅱ

財 政 学 Ⅰ

財 政 学 Ⅱ

経 済 思 想 史 Ⅰ

経 済 思 想 史 Ⅱ

計 量 経 済 学

Ⅴ 類

法 学 Ⅰ

憲 法 Ａ （ 人 権 ）

憲法Ｂ（統治機構）

行 政 法 Ⅰ

行 政 法 Ⅱ

刑 事 法 Ⅰ

刑 事 法 Ⅱ

民 法 総 則

物権・担保物権法

債 権 法 総 論

債 権 法 各 論

民法Ⅵ（親族法）

民法Ⅶ（相続法）

商法Ⅰ（会社法Ⅰ）

国際関係法〔公法系〕ＡⅠ

国際関係法〔公法系〕ＡⅡ

地 方 自 治 法 Ⅰ

地 方 自 治 法 Ⅱ

Ⅶ群 専門演習関連科目

政 治 経 済 演 習 Ⅰ

政 治 経 済 演 習 Ⅱ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

２

２

２

２

２

２

２

２

４

２

２

２

２

４

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

２

２

２

２

２

２

２

２

４

２

２

２

２

４

４

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
五
二
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ゼ ミ ナ ー ル

Ⅷ群 教職課程教科専門科目

日 本 史 概 論 Ⅰ

日 本 史 概 論 Ⅱ

東 洋 史 概 論 Ⅰ

東 洋 史 概 論 Ⅱ

西 洋 史 概 論 Ⅰ

西 洋 史 概 論 Ⅱ

人文地理学概論Ⅰ

人文地理学概論Ⅱ

自然地理学概論Ⅰ

自然地理学概論Ⅱ

地 誌 学 概 論 Ⅰ

地 誌 学 概 論 Ⅱ

哲 学 概 論 Ⅰ

哲 学 概 論 Ⅱ

倫 理 学 概 論 Ⅰ

倫 理 学 概 論 Ⅱ

８

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

８

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ⅲ 新聞学科

授 業 科 目 単位数 必 修
単位数

選 択
単位数 履 修 方 法 備 考

Ⅴ群 専門基幹科目

Ⅰ 類

新 聞 学 入 門

新 聞 学 基 礎

Ⅱ 類

メ デ ィ ア の 世 界

メディア・テクストの基礎

ニ ュ ー ス 英 語 Ⅰ

ニ ュ ー ス 英 語 Ⅱ

Ⅲ 類

コミュニケーション論

コミュニケーションとインターネット

メ デ ィ ア と 歴 史

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

必修単位数３６単位を含
め，合計８２単位以上を修
得しなければならない。

Ⅵ群
Ⅰ類より，
文章作法
社会調査
メディア調査
のうちから２単位以上，
メディアと社会
メディアと文化
情報の科学Ⅰ
政治コミュニケーショ
ン
のうちから２単位以上，
東アジア・メディア研
究
グローバル・コミュニ
ケーション
地域社会とメディア
のうちから２単位以上，
外国ジャーナリズム史
メディア史

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
五
三
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

日本ジャーナリズム史Ⅰ

ジャーナリズム論Ａ

ジャーナリズム論Ｂ

マス・コミュニケーション論

メディア・コミュニケーション論

映像ジャーナリズム論

メ デ ィ ア と 法 Ⅰ

Ⅵ群 専門展開科目

Ⅰ 類

文 章 作 法

社 会 調 査

メ デ ィ ア 調 査

メ デ ィ ア と 社 会

メ デ ィ ア と 文 化

情 報 の 科 学 Ⅰ

政治コミュニケーション

東アジア・メディア研究

グローバル・コミュニケーション

地域社会とメディア

外国ジャーナリズム史

メ デ ィ ア 史

日本ジャーナリズム史Ⅱ

ジャーナリズム倫理Ⅰ

メ デ ィ ア と 法 Ⅱ

コミュニケーション政策Ⅰ

メ デ ィ ア 産 業

出 版 研 究

広 告 広 報 研 究

放 送 研 究

コンテンツ・ビジネス

情 報 の 科 学 Ⅱ

ジャーナリズム倫理Ⅱ

コミュニケーション政策Ⅱ

新 聞 学 特 論 Ａ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

日本ジャーナリズム史
Ⅱ
のうちから２単位以上，
ジャーナリズム倫理Ⅰ
メディアと法Ⅱ
コミュニケーション政
策Ⅰ
のうちから２単位以上，
メディア産業
出版研究
広告広報研究
放送研究
コンテンツ・ビジネス
のうちから２単位以上，
計２０単位以上，
Ⅱ類より，
法学Ⅰ
法学Ⅱ
のうちから４単位以上，
又は，
政治学Ⅰ
政治学Ⅱ
行政学Ⅰ
行政学Ⅱ
のうちから４単位以上，
又は，
経済学Ⅰ
経済学Ⅱ
経営学Ⅰ
経営学Ⅱ
のうちから４単位以上の
いずれかを修得し，
計８単位以上，
Ⅶ群より８単位以上，
さらに，Ⅰ群～Ⅶ群より
１０単位以上を修得しなけ
ればならない。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
五
四
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

新 聞 学 特 論 Ｂ

新 聞 学 特 論 Ｃ

新 聞 学 原 書 研 究

Ⅱ 類

憲 法 Ａ （ 人 権 ）

憲法Ｂ（統治機構）

法 学 Ⅰ

法 学 Ⅱ

刑 事 法 Ⅰ

刑 事 訴 訟 法 Ⅰ

民 法 総 則

物権・担保物権法

民 事 訴 訟 法 Ⅰ

商法Ⅰ（会社法Ⅰ）

法 情 報 学 Ⅰ

知的財産法Ｄ（著作権）Ⅰ

政 治 学 Ⅰ

政 治 学 Ⅱ

行 政 学 Ⅰ

行 政 学 Ⅱ

政 治 学 原 論

現 代 政 治 理 論

国 際 政 治 学 Ⅰ

国 際 政 治 学 Ⅱ

ア ジ ア 政 治 論

日 本 政 治 論 Ⅰ

日 本 政 治 史 Ⅰ

立 法 過 程 論

地 方 自 治 論 Ⅰ

行 政 広 報 論

経 済 学 Ⅰ

経 済 学 Ⅱ

経 営 学 Ⅰ

経 営 学 Ⅱ

２

２

２

２

２

２

２

２

４

２

２

４

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

２

２

４

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
五
五
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ミク ロ 経 済 学 Ⅰ

マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ

国 際 経 済 論 Ⅰ

国 際 経 済 論 Ⅱ

マーケティング論Ⅰ

国際マーケティング論Ⅰ

コーポレート・ファイナンス論Ⅰ

Ⅶ群 専門演習関連科目

新 聞 学 演 習 Ⅰ

新 聞 学 演 習 Ⅱ

ゼ ミ ナ ー ル

Ⅷ群 教職課程教科専門科目

日 本 史 概 論 Ⅰ

日 本 史 概 論 Ⅱ

東 洋 史 概 論 Ⅰ

東 洋 史 概 論 Ⅱ

西 洋 史 概 論 Ⅰ

西 洋 史 概 論 Ⅱ

人文地理学概論Ⅰ

人文地理学概論Ⅱ

自然地理学概論Ⅰ

自然地理学概論Ⅱ

地 誌 学 概 論 Ⅰ

地 誌 学 概 論 Ⅱ

哲 学 概 論 Ⅰ

哲 学 概 論 Ⅱ

倫 理 学 概 論 Ⅰ

倫 理 学 概 論 Ⅱ

２

２

２

２

２

２

２

４

４

８

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

８

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ⅳ 経営法学科

授 業 科 目 単位数 必 修
単位数

選 択
単位数 履 修 方 法 備 考

Ⅴ群 専門基幹科目

法 学 Ⅰ

法 学 Ⅱ

２

２

２

２

必修単位数２２単位を含
め，合計８２単位以上を修
得しなければならない。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
五
六
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基 礎 経 営 法 学

憲 法 Ａ （ 人 権 ）

憲法Ｂ（統治機構）

民法Ⅰ（民法総則）

商法Ⅰ（会社法Ⅰ）

民 事 訴 訟 法 Ⅰ

国際関係法〔私法系〕ＡⅠ

国際関係法〔私法系〕ＡⅡ

国 際 取 引 法 Ａ Ⅰ

国 際 取 引 法 Ａ Ⅱ

法 律 外 国 語 Ａ Ⅰ

法 律 外 国 語 Ａ Ⅱ

知的財産法Ａ（特許・実用新案）Ⅰ

知的財産法Ａ（特許・実用新案）Ⅱ

知的財産法Ｂ（意匠）

知的財産法Ｃ（商標・不正競争）

知的財産法Ｄ（著作権）Ⅰ

知的財産法Ｄ（著作権）Ⅱ

経 営 学 Ⅰ

経 営 学 Ⅱ

マーケティング論Ⅰ

マーケティング論Ⅱ

簿 記 論 Ⅰ

簿 記 論 Ⅱ

会 計 学 Ⅰ

会 計 学 Ⅱ

Ⅵ群 専門展開科目

Ⅰ 類

民法Ⅱ（物権法）

民法Ⅲ（担保物権法）

民法Ⅳ（債権法総論）

民法Ⅴ（債権法各論）

民法Ⅵ（親族法）

民法Ⅶ（相続法）

２

２

２

４

４

４

２

２

２

２

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

２

２

２

２

２

４

４

２

２

４

２

２

２

２

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

２

２

ビジネス法コースは，
Ⅴ群より，
商法Ⅰ（会社法Ⅰ）
マーケティング論Ⅰ
マーケティング論Ⅱ
を必修とし，１２単位以
上，
Ⅵ群
Ⅰ類より８単位以上，
Ⅱ類より８単位以上，
Ⅴ類より２０単位以上
Ⅶ群より８単位以上，
さらに，Ⅰ群～Ⅶ群より
４単位以上を修得しなけ
ればならない。

国際法務コースは，
Ⅴ群より，
商法Ⅰ（会社法Ⅰ）
国際関係法（私法系）
ＡⅠ
国際関係法（私法系）
ＡⅡ
国際取引法ＡⅠ
国際取引法ＡⅡ
法律外国語ＡⅠ
法律外国語ＡⅡ
を必修とし，１４単位以
上，
Ⅵ群
Ⅰ類より１０単位以上，
Ⅲ類より１６単位以上，
Ⅴ類より１０単位以上
Ⅶ群より８単位以上
さらに，Ⅰ群～Ⅶ群より
２単位以上を修得しなけ
ればならない。

知的財産コースは，
Ⅴ群より，
知的財産法Ａ（特許・
実用新案）Ⅰ
知的財産法Ａ（特許・
実用新案）Ⅱ
知的財産法Ｂ（意匠）
知的財産法Ｃ（商標・
不正競争）
知的財産法Ｄ（著作
権）Ⅰ
知的財産法Ｄ（著作
権）Ⅱ
を必修とし，１２単位以
上，
Ⅵ群
Ⅰ類より８単位以上，
Ⅳ類より１６単位以上，
Ⅴ類より１４単位以上

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
五
七
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商法Ⅲ（商取引法）

商法Ⅳ（支払システム法）

商法Ⅴ（保険法）

民事執行・保全法

刑 事 法 Ⅰ

刑 事 法 Ⅱ

国際関係法〔公法系〕ＡⅠ

国際関係法〔公法系〕ＡⅡ

Ⅱ 類

労 働 法 Ⅰ

労 働 法 Ⅱ

企 業 法 務 Ⅰ

企 業 法 務 Ⅱ

経 済 行 政 法 Ⅰ

経 済 行 政 法 Ⅱ

経 済 法 Ⅰ

経 済 法 Ⅱ

金融商品取引法Ⅰ

金融商品取引法Ⅱ

金 融 法 Ⅰ

金 融 法 Ⅱ

税法Ⅰ（基礎理論Ⅰ）

税法Ⅰ（基礎理論Ⅱ）

税法ⅡＡ（所得税法）

税法ⅡＢ（法人税法）

税法ⅢＡ（資産税法）

税法ⅢＢ（消費・諸税法）

倒 産 法 Ⅰ

倒 産 法 Ⅱ

消 費 者 法

Ⅲ 類

外国法Ａ（英米）Ⅰ

外国法Ａ（英米）Ⅱ

外国法Ａ（独仏・ＥＵ）Ⅰ

２

２

２

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ⅶ群より８単位以上
さらに，Ⅰ群～Ⅶ群より
２単位以上を修得しなけ
ればならない。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
五
八
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外国法Ａ（独仏・ＥＵ）Ⅱ

外国法Ａ（アジア）

外国法Ｂ（英米）Ⅰ

外国法Ｂ（英米）Ⅱ

外国法Ｂ（独仏・ＥＵ）Ⅰ

外国法Ｂ（独仏・ＥＵ）Ⅱ

外国法Ｂ（アジア）

国 際 契 約 法 Ⅰ

国 際 契 約 法 Ⅱ

国際関係法〔私法系〕ＢⅠ

国際関係法〔私法系〕ＢⅡ

国 際 経 済 法 Ⅰ

国 際 経 済 法 Ⅱ

国 際 取 引 法 Ｂ Ⅰ

国 際 取 引 法 Ｂ Ⅱ

国 際 税 法 Ⅰ

国 際 税 法 Ⅱ

国際民事紛争処理法

国 際 仲 裁

法 律 外 国 語 Ｂ Ⅰ

法 律 外 国 語 Ｂ Ⅱ

Ⅳ 類

知的財産管理技能検定

ビジネス著作権検定

知的財産法Ｅ（関連条約）Ⅰ

知的財産法Ｅ（関連条約）Ⅱ

知 的 財 産 政 策

産学連携と知的財産

イノベーションと知的財産

産業技術と知財Ａ（ＩＣＴ・コンテンツ）Ⅰ

産業技術と知財Ａ（ＩＣＴ・コンテンツ）Ⅱ

産業技術と知財Ｂ（機械・エネルギー）

産業技術と知財Ｃ（バイオ・環境化学）

産業技術と知財Ｄ（エレクトロニクス）

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
五
九
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知 的 財 産 英 語

Ⅴ 類

国際マーケティング論Ⅰ

国際マーケティング論Ⅱ

組 織 論 Ⅰ

組 織 論 Ⅱ

コーポレート・ガバナンス論Ⅰ

コーポレート・ガバナンス論Ⅱ

ファイナンス論Ⅰ

ファイナンス論Ⅱ

コーポレート・ファイナンス論Ⅰ

コーポレート・ファイナンス論Ⅱ

流通システム論Ⅰ

流通システム論Ⅱ

経 営 戦 略 論 Ⅰ

経 営 戦 略 論 Ⅱ

多 国 籍 企 業 論 Ⅰ

多 国 籍 企 業 論 Ⅱ

イノベーション・マネジメントⅠ

イノベーション・マネジメントⅡ

財 務 会 計 論 Ⅰ

財 務 会 計 論 Ⅱ

監 査 論 Ⅰ

監 査 論 Ⅱ

管 理 会 計 論 Ⅰ

管 理 会 計 論 Ⅱ

原 価 計 算 論 Ⅰ

原 価 計 算 論 Ⅱ

Ⅵ 類

ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ

マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ

国 際 経 済 論 Ⅰ

国 際 経 済 論 Ⅱ

国 際 金 融 論 Ⅰ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
六
〇
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

国 際 金 融 論 Ⅱ

コミュニケーション政策Ⅰ

コミュニケーション政策Ⅱ

人的資源管理論Ⅰ

人的資源管理論Ⅱ

労 働 事 情

経営情報システム論Ⅰ

経営情報システム論Ⅱ

Ⅶ群 専門演習関連科目

経 営 法 学 演 習 Ⅰ

経 営 法 学 演 習 Ⅱ

ゼ ミ ナ ー ル

Ⅷ群 教職課程教科専門科目

日 本 史 概 論 Ⅰ

日 本 史 概 論 Ⅱ

東 洋 史 概 論 Ⅰ

東 洋 史 概 論 Ⅱ

西 洋 史 概 論 Ⅰ

西 洋 史 概 論 Ⅱ

人文地理学概論Ⅰ

人文地理学概論Ⅱ

自然地理学概論Ⅰ

自然地理学概論Ⅱ

地 誌 学 概 論 Ⅰ

地 誌 学 概 論 Ⅱ

哲 学 概 論 Ⅰ

哲 学 概 論 Ⅱ

倫 理 学 概 論 Ⅰ

倫 理 学 概 論 Ⅱ

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

８

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

８

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ⅴ 公共政策学科

授 業 科 目 単位数 必 修
単位数

選 択
単位数 履 修 方 法 備 考

Ⅴ群 専門基幹科目

Ⅰ 類

必修単位数８単位を含
め，合計８２単位以上を修
得しなければならない。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
六
一
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

行 政 学 Ⅰ

行 政 学 Ⅱ

経 営 学 Ⅰ

経 営 学 Ⅱ

政 治 学 Ⅰ

政 治 学 Ⅱ

経 済 学 Ⅰ

経 済 学 Ⅱ

法 学 Ⅰ

Ⅱ 類

公 共 政 策 論

公共政策基礎演習

地 方 自 治 論 Ⅰ

地 方 自 治 論 Ⅱ

社 会 保 障 論 Ⅰ

社 会 保 障 論 Ⅱ

社 会 政 策 論 Ⅰ

社 会 政 策 論 Ⅱ

現 代 行 政 論 Ⅰ

現 代 行 政 論 Ⅱ

会 計 学 Ⅰ

会 計 学 Ⅱ

人的資源管理論Ⅰ

人的資源管理論Ⅱ

経営情報システム論Ⅰ

経営情報システム論Ⅱ

行 政 管 理 論

行 政 組 織 論

行 政 広 報 論

政 策 過 程 論

政 策 評 価 論

政 策 法 務 論

比 較 行 政 論

公 務 員 制 度 論

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

行政職課程は，
Ⅴ群
Ⅰ類より，
行政学Ⅰ
行政学Ⅱ
を必修とし，８単位以
上，
Ⅱ類より，
地方自治論Ⅰ
地方自治論Ⅱ
行政管理論
行政組織論
行政広報論
政策過程論
政策評価論
政策法務論
比較行政論
公務員制度論
ソーシャル・キャピタ
ル論
福祉契約論
公共経営論
社会情報システム論
のうちから８単位以上，
計１４単位以上，
Ⅵ群
Ⅰ類より１０単位以上，
Ⅱ類より，
行政管理研究
行政組織研究
行政広報研究
社会情報システム研究
のうちから２単位以上，
計８単位以上，
Ⅲ類より１４単位以上，
Ⅳ類より８単位以上，
Ⅶ群より，
行政実務演習
を必修とし，計１０単位以
上，
さらに，Ⅰ群～Ⅶ群より
２単位以上を修得しなけ
ればならない。

公安・自治体コースは，
Ⅴ群
Ⅰ類より，
行政学Ⅰ
行政学Ⅱ
経営学Ⅰ
経営学Ⅱ
のうちから４単位以上，
計８単位以上，
Ⅱ類より，
地方自治論Ⅰ
地方自治論Ⅱ
社会保障論Ⅰ
社会保障論Ⅱ
社会政策論Ⅰ
社会政策論Ⅱ
現代行政論Ⅰ
現代行政論Ⅱ
会計学Ⅰ
会計学Ⅱ
人的資源管理論Ⅰ

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
六
二
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

ソーシャル・キャピタル論

福 祉 契 約 論

公 共 経 営 論

経 営 管 理 論

経 営 組 織 論

社会情報システム論

労 働 事 情

コーポレート・ファイナンス論Ⅰ

Ⅵ群 専門展開科目

Ⅰ 類

福 祉 政 策

教 育 政 策

都 市 政 策

地 域 政 策

環 境 政 策

農 業 政 策

警 察 政 策

情 報 通 信 政 策

運 輸 政 策

観 光 政 策

防 衛 政 策

消 防 政 策

Ⅱ 類

行 政 管 理 研 究

行 政 組 織 研 究

行 政 広 報 研 究

社会情報システム研究

経 営 分 析 論

コーポレート・ファイナンス論Ⅱ

犯 罪 心 理 学

政 策 研 究

西洋社会福祉事業史

日本社会福祉事業史

Ⅲ 類

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

人的資源管理論Ⅱ
経営情報システム論Ⅰ
経営情報システム論Ⅱ
のうちから８単位以上，
計１４単位以上，

Ⅵ群
Ⅰ類より，
都市政策
地域政策
警察政策
消防政策
のうちから４単位以上，
計１０単位以上，
Ⅱ類より，
社会情報システム研究
経営分析論
コーポレート・ファイ
ナンス論Ⅱ
のうちから２単位以上，
計８単位以上，
Ⅲ類より１２単位以上，
Ⅳ類より６単位以上，
Ⅶ群より，
公共政策実践演習Ⅰ
公共政策実践演習Ⅱ
公共政策応用演習Ⅰ
公共政策応用演習Ⅱ
ゼミナール
のうちから８単位以上，
さらに，Ⅰ群～Ⅶ群より
８単位以上を修得しなけ
ればならない。

公共・公益マネジメント
コースは，
Ⅴ群
Ⅰ類より，
経営学Ⅰ
を必修とし，
行政学Ⅰ
行政学Ⅱ
経営学Ⅱ
のうちから２単位以上，
計８単位以上，
Ⅱ類より，
地方自治論Ⅰ
地方自治論Ⅱ
社会保障論Ⅰ
社会保障論Ⅱ
社会政策論Ⅰ
社会政策論Ⅱ
現代行政論Ⅰ
現代行政論Ⅱ
会計学Ⅰ
会計学Ⅱ
人的資源管理論Ⅰ
人的資源管理論Ⅱ
経営情報システム論Ⅰ
経営情報システム論Ⅱ
ソーシャル・キャピタ
ル論
福祉契約論
公共経営論

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
六
三

63



日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

政 治 学 原 論

現 代 政 治 理 論

政 治 哲 学 Ⅰ

日本政治思想史Ⅰ

日本政治思想史Ⅱ

西洋政治思想史Ⅰ

西洋政治思想史Ⅱ

日 本 政 治 史 Ⅰ

日 本 政 治 史 Ⅱ

西 洋 政 治 史 Ⅰ

西 洋 政 治 史 Ⅱ

政 治 制 度 論

政 治 過 程 論

日 本 政 治 過 程 論

国 際 政 治 学 Ⅰ

国 際 政 治 学 Ⅱ

国 際 関 係 論 Ⅰ

国 際 関 係 論 Ⅱ

国 際 関 係 史 Ⅰ

国 際 関 係 史 Ⅱ

ミ ク ロ 経 済 学 Ⅰ

マ ク ロ 経 済 学 Ⅰ

経 済 思 想 史 Ⅰ

経 済 思 想 史 Ⅱ

経 済 史

財 政 学 Ⅰ

財 政 学 Ⅱ

公 共 経 済 学 Ⅰ

公 共 経 済 学 Ⅱ

地 方 財 政 論 Ⅰ

地 方 財 政 論 Ⅱ

国 際 経 済 論 Ⅰ

国 際 経 済 論 Ⅱ

国 際 金 融 論 Ⅰ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

経営管理論
経営組織論
社会情報システム論
労働事情
コーポレート・ファイ
ナンス論Ⅰ
のうちから８単位以上，
計１４単位以上，

Ⅵ群
Ⅰ類より１０単位以上，
Ⅱ類より，
社会情報システム研究
経営分析論
コーポレート・ファイ
ナンス論Ⅱ
のうちから２単位以上，
計８単位以上，
Ⅲ類より１２単位以上，
Ⅳ類より６単位以上，
Ⅶ群より，
公共政策実践演習Ⅰ
公共政策実践演習Ⅱ
公共政策応用演習Ⅰ
公共政策応用演習Ⅱ
ゼミナール
のうちから８単位以上，
さらに，Ⅰ群～Ⅶ群より
８単位以上を修得しなけ
ればならない。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
六
四
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日本大学学則（第２章 教育課程及び履修方法）

国 際 金 融 論 Ⅱ

経 済 政 策 論

Ⅳ 類

憲 法 Ａ （ 人 権 ）

憲法Ｂ（統治機構）

行 政 法 Ⅰ

行 政 法 Ⅱ

地 方 自 治 法 Ⅰ

地 方 自 治 法 Ⅱ

刑 法 Ⅰ

刑 法 Ⅱ

刑 事 政 策 Ⅰ

刑 事 政 策 Ⅱ

少 年 法 Ⅰ

少 年 法 Ⅱ

民法Ⅰ（民法総則）

民法Ⅱ（物権法）

民法Ⅲ（担保物権法）

民法Ⅳ（債権法総論）

民法Ⅴ（債権法各論）

民法Ⅵ（親族法）

民法Ⅶ（相続法）

商法Ⅰ（会社法Ⅰ）

商法Ⅲ（商取引法）

商法Ⅳ（支払システム法）

商法Ⅴ（保険法）

国際関係法〔公法系〕ＡⅠ

国際関係法〔公法系〕ＡⅡ

税法Ⅰ（基礎理論Ⅰ）

税法Ⅰ（基礎理論Ⅱ）

経 済 行 政 法 Ⅰ

経 済 行 政 法 Ⅱ

経 済 法 Ⅰ

経 済 法 Ⅱ

知的財産法Ａ（特許・実用新案）Ⅰ

２

２

２

２

４

４

２

２

４

４

２

２

２

２

４

２

２

４

４

２

２

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

２

２

４

４

２

２

２

２

４

２

２

４

４

２

２

４

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
六
五
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知的財産法Ａ（特許・実用新案）Ⅱ

知的財産法Ｂ（意匠）

知的財産法Ｃ（商標・不正競争）

社 会 保 障 法 Ⅰ

社 会 保 障 法 Ⅱ

法 医 学 Ⅰ

法 医 学 Ⅱ

労 働 法 Ⅰ

労 働 法 Ⅱ

Ⅶ群 専門演習関連科目

行 政 実 務 演 習

公共政策実践演習Ⅰ

公共政策実践演習Ⅱ

公共政策応用演習Ⅰ

公共政策応用演習Ⅱ

ゼ ミ ナ ー ル

Ⅷ群 教職課程教科専門科目

日 本 史 概 論 Ⅰ

日 本 史 概 論 Ⅱ

東 洋 史 概 論 Ⅰ

東 洋 史 概 論 Ⅱ

西 洋 史 概 論 Ⅰ

西 洋 史 概 論 Ⅱ

人文地理学概論Ⅰ

人文地理学概論Ⅱ

自然地理学概論Ⅰ

自然地理学概論Ⅱ

地 誌 学 概 論 Ⅰ

地 誌 学 概 論 Ⅱ

哲 学 概 論 Ⅰ

哲 学 概 論 Ⅱ

倫 理 学 概 論 Ⅰ

倫 理 学 概 論 Ⅱ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

８

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

８

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

第８０条 （削除）

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
六
六
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日本大学学則（附則）

附 則

１ この学則は，令和２年４月１日から施行する。

２ 令和２年４月１日施行の学則については，第２０条から第２２条，第２５条，第２８条

から第３０条，第３４条，第３６条，第４０条，第５１条，第７７条，第１０５条，第１０６条（第

２項，第４項，第５項及び第６項を除く）及び第１１６条は，入学年度にかかわら

ず，この規定を適用する。

３ 薬学部薬学科の収容定員は，第１２条の規定にかかわらず，平成２９年度から令和

３年度までの間，次のとおりとする。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

薬 学 科 １，４４４ １，４４８ １，４５２ １，４５６ １，４６０

４ 法学部各学科の収容定員は，第１２条の規定にかかわらず，平成３０年度から令和

２年度までの間，次のとおりとする。

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

法 律 学 科 １，８８３ １，９６６ ２，０４９

公 共 政 策 学 科 ８５０ ９００ ９５０

５ 文理学部各学科の収容定員は，第１２条の規定にかかわらず，平成３０年度から令

和２年度までの間，次のとおりとする。

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

哲 学 科 ３２８ ３３６ ３４４

史 学 科 ５２３ ５２６ ５２９

国 文 学 科 ５２３ ５２６ ５２９

英 文 学 科 ５２３ ５２６ ５２９

教 育 学 科 ４２０ ４４０ ４６０

地 球 科 学 科 ２９０ ３００ ３１０

情 報 科 学 科 ２９０ ３００ ３１０

物 理 学 科 ２５０ ２６０ ２７０

６ 経済学部経済学科の収容定員は，第１２条の規定にかかわらず，平成３０年度から

令和２年度までの間，次のとおりとする。

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

経 済 学 科 ３，１６６ ３，３３２ ３，４９８
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７ 商学部商業学科の収容定員は，第１２条の規定にかかわらず，平成３０年度から令

和２年度までの間，次のとおりとする。

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

商 業 学 科 ２，４６６ ２，５３２ ２，５９８

８ 生産工学部各学科の収容定員は，第１２条の規定にかかわらず，平成３０年度から

令和２年度までの間，次のとおりとする。

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

機 械 工 学 科 ７３８ ７５６ ７７４

電 気 電 子 工 学 科 ６５６ ６７２ ６８８

土 木 工 学 科 ７３８ ７５６ ７７４

建 築 工 学 科 ７３８ ７５６ ７７４

応 用 分 子 化 学 科 ６５６ ６７２ ６８８

マネジメント工学科 ６５６ ６７２ ６８８

数 理 情 報 工 学 科 ５７４ ５８８ ６０２

環 境 安 全 工 学 科 ４９２ ５０４ ５１６

創生デザイン学科 ４９２ ５０４ ５１６

９ 法学部第二部法律学科の収容定員は，第１２条の規定にかかわらず，平成３０年度

から令和２年度までの間，次のとおりとする。

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

法 律 学 科 １，１００ １，０００ ９００

１０ 大学院理工学研究科まちづくり工学専攻（博士後期課程）の収容定員は，第１２

条第２項の規定にかかわらず，令和元年度から令和２年度までの間，次のとおり

とする。

令和元年度 令和２年度

まちづくり工学専攻
（博士後期課程） ３ ６

１１ 教育公務員特例法等の一部を改正する法律（平成２８年１１月２８日法律第８７号）附

則第五条（教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置）の適用を受けない者は，

教職課程に関して，本学則の適用を受けるものとする。

１２ 平成３０年度以前から在学する学生については，教職課程の履修に関して，本学

則に定める授業科目を履修する必要があると認められる場合，本学則に定める授
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業科目を履修することができるものとする。

１３ 令和元年度以前から在学する学生については，文理学部社会教育主事コースの

履修に関しては，本学則に定める授業科目を履修する必要があると認められる場

合，本学則に定める授業科目を履修することができるものとする。
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別表１の１

教育研究上の目的（大学）

法学部第一部

法律の知識を基礎として，高水準の実践的な専門教育と国際的教養人と

しての教養教育に努め，高い倫理観と優れた人格を備えた法律的なものの

考え方ができる人材を養成する。また，高度な職業意識と専門的な能力を

兼ね備えた人材を養成する。

（法律学科）

社会全般に対する広範な知識をもとに，自ら問題を摘示する能力，いわ

ゆるリーガルマインドと称される論理的思考能力，問題解決能力を身につ

け，グローバル化が進み，価値観が多様化する現代社会の中で生起する

様々な問題に対して，一定のルールに従い解決する能力を発揮することが

できる人材を養成する。

（政治経済学科）

現代社会において必要不可欠な政治・経済・法律に関する幅広い知識と

理論を基礎として，自分独自の視点で問題を見きわめる能力や論理的・批

判的な思考能力，社会に存在する諸問題を解決していく能力，そして自己

を省察する能力を身につけ，国や地方の公共団体，民間企業，ＮＧＯ／Ｎ

ＰＯ，マスメディア，そして国際的なフィールドなど，社会のあらゆる場

面において実践的な能力を発揮することができる人材を養成する。

（新聞学科）

法律学，政治学などの知識を踏まえ，新聞学（ジャーナリズム・メディ

ア・情報・コミュニケーションに関わる学際領域）の基礎理論を把握し，

グローバル化，ネットワーク化する現代社会を理解するための思考法を身

につけ，専門的学知を用いて真理を探求することのできる能力と，人間社

会の相互理解や自由と平等に寄与する能力を涵養し，研究者やジャーナリ

スト，情報の誠実で責任ある担い手となる人材を養成する。

（経営法学科）

経営と法に関する確固たる知識と世界に発信できる語学力・コミュニ

ケーション能力に基づいて，国内外の経営活動・企業活動の発展に貢献す

ることの重要性と必要性を認識し，自らの考えを述べることができる力を
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涵養することによって，企業が直面する様々な課題に対処することができ

る力を身につけ，国内外の経営活動・企業活動における経営と法に関する

体系的知識を修得し，実務的観点に立って問題を解決することができる人

材を養成する。

（公共政策学科）

公共政策，行政，法律，政治，経済の知識を基礎として，公共に関わる

分野，国及び自治体の機能，政策の分析方法・技法に関する知識・理解の

上に，公共政策の立案・実施や政策効果の分析に係る能力を身につけ，国

及び地方の行政組織で活躍する公務員，公共・公益分野を中心とする民間

企業や「新しい公共」の担い手となる諸団体（ＮＰＯ法人，福祉団体，学

校・教育機関など）でリーダーシップを発揮できる人材を養成する。

法学部第二部

（法律学科）

社会全般に対する広範な知識をもとに，自ら問題を摘示する能力，いわ

ゆるリーガルマインドと称される論理的思考能力，問題解決能力を身につ

け，グローバル化が進み，価値観が多様化する現代社会の中で生起する

様々な問題に対して，一定のルールに従い解決する能力を発揮することが

できる人材を養成する。

文 理 学 部

文理学部は，人文学をはじめ社会科学や理学に関する幅広い学問領域を

カバーし，「文と理」の横断，融合を目指した教育を基本として，各学科

による個々の専門に応じた教育・研究を行う。そのために，

①学際的な専門知（Interdisciplinary Expertise）

②学びと教えの循環（"Peer to Peer" Learning）

③他者への想像力（Imagination for Others）

の３つの柱を組み合わせた教育・研究を通して，グローバル化した２１世紀

を生きぬき，自由でしなやかに社会をリードすることができる多様性とア

イデンティティ（Diversity and Identities）を形成する。

これにより，専門的な知識や技術とともに，境界を超えた柔軟で学際的

な思考と創造力，そして対等に開かれた学びのネットワークを通じて，既

成概念を超えた新しい協働の場を作り，正解のない困難な課題に立ち向か
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うことのできる創造的かつ実践的な知の担い手としての人材を養成する。

（哲学科）

哲学・倫理学・美学・宗教学の理論と方法を学ぶことを通じて，人間の

価値と文化的実践に関わる総合的・体系的研究を行う。特に，古今の哲学

者の著作や資料を厳密に読み解くことを基本としながら，思想全般にわた

る幅広い知識を身につけて，鋭い思考力と複眼的なものの見方を養う。そ

れによって，多様化する現代社会の中で自ら問題を発見し，分析して解決

することができる人材を養成する。

（史学科）

現代社会の様々な問題を解決するためには，過去の経緯を踏まえること

が必要である。ゼミナール制を基本とした充実した教育環境の下で，歴史

及びその研究法を習得し，歴史的視点と，より正確な歴史像把握の方法を

身に付け，豊かな現代社会の構築に寄与する人材を養成する。

（国文学科）

日本語学・日本文学の各分野における多角的で総合的な研究に基づく教

育のもと，中学校・高等学校等の国語科・書道科教員をはじめとして，日

本語・日本文学・日本文化に関する深い知識と，それらを駆使した優れた

思考力，対話力，文章力，プレゼンテーション能力をもった，社会的に有

為な人材を養成する。

（中国語中国文化学科）

本学科では，「読む・書く・聞く・話す」などすべての面で実用にたえ

る中国語の教育を行う。さらに，長い歴史と広い領域にわたる多様な中国

文化を理解し，東アジアを主とする国際社会で活躍できる人材を養成す

る。

（英文学科）

高度な英語運用能力と英米文学及び英語学の知識に基づく豊かな教養を

備え，国際社会の場をはじめ各方面で活躍できる能力を持つ人材を養成す

る。具体的には，コミュニケーション中心の科目群の学修を通して社会に

十分通用する英語運用能力を身に付けさせ，英米の文学・文化・言語の専

門知識に裏打ちされた多様な価値観を持つ，個性豊かな人材を養成する。

（ドイツ文学科）
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１９５９（昭和３４）年の学科創設以来の研究と教育の蓄積を活かし，ドイツ

語力を基盤にしたドイツ，オーストリア，スイスなどのドイツ語圏の文学

・言語学・文化についての専門的な指導を行い，また実用ドイツ語力を身

に付けられるようドイツ語ネイティヴ教員による授業を多数開講するほ

か，ドイツ語技能検定試験や海外語学研修も単位認定をする形で受験・参

加を奨励し，国際的な広い視野と豊かな感性並びに柔軟な判断力を備えた

有為な人材を養成する。

（社会学科）

１９２０（大正９）年の学科創設以来，「文と理」の横断・融合を目指す文

理学部の中で，自然科学と異なる問題意識から出発した社会科学において

独自の特徴を有する社会学の強みを活かし，理論と実証と実践のいずれを

も重視する学風を築き上げてきた。このような伝統の下で，グローバル化

する現代社会における問題や課題を見いだし，その解決に力を発揮するこ

とで，自由でしなやかな社会の構想を具体化する人材の養成を目指す。具

体的には，①社会学の理論・学説と方法を深く学び身に付け，②社会学的

な思考力や想像力を培い，③現実社会を的確に調査・分析し考察する力を

高め，④企画立案と課題解決のための力を養成する。

（社会福祉学科）

社会福祉のあり方は，社会の変化や人々の価値観の多様化，その時々の

経済情勢などに対応することが求められる。また，社会福祉の主体は，行

政機関，非営利団体，地域の組織や住民，社会的企業など多岐にわたる。

こうした社会の状況を踏まえつつ，社会福祉学の理念や制度，社会福祉

の実践（ソーシャルワーク）を融合した教育研究を実現することで，変化

・多様化するニーズに柔軟に対応し，さまざまな主体との協働によって，

人々が幸せに生活することができる福祉社会の創造に貢献できる人材の養

成を目的とする。

このため，多彩な福祉専門領域の教育研究を通じて，社会福祉の理論や

相談援助に関する価値・知識・技術を体系的に学ぶとともに，それぞれの

学生のキャリア形成も見据えつつ，社会問題の解決を目指した多様な分野

の理論や実践に触れることで，高い専門性，豊かな人間性と福祉マイン

ド，地域における協働を通じた社会問題の解決に取り組む実践力を育む。
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（教育学科）

教育については，原理的かつ総合的に学習することにより，教職をはじ

めとする多様な分野において活躍し得る人材を養成する。研究について

は，教育に関する幅広い視野と問題意識をもつ多くの教員を擁し，各分野

における最前線の研究活動を通じて，その成果を学生に還元する。

（体育学科）

体育・スポーツ・健康を取り巻く様々な学問領域における最先端の研究

成果を活かしながら，優れた運動技能と高度な科学的知識・技術及び実践

力を備えた，活力あふれる人間性豊かな専門家を養成する。

（心理学科）

基礎と応用の両領域で，バランスのとれた心理学の知識を身に付け，社

会貢献ができる人材育成を目標にしている。また，公認心理師コースにお

いては，医療・福祉・教育・司法・産業等の領域で心理学的な専門的支援

を担う公認心理師として活躍できる人材を養成することを目標にしてい

る。そのために，「人間のこころ」を科学的に理解する心理学的知識や方

法を習得し，実社会に応用できる力を身につけ，自身で能動的に考え，行

動する能力を育成する。そして，「社会の中で役に立つ心理学」を実践す

る人材を養成する。

（地理学科）

自然地理学，地理情報学，人文地理学，地誌学の４つの分野において，

実験や野外実習を通じて地域調査の方法を身につけるとともに，ＧＩＳや

リモートセンシングなどを用いた分析・問題解決能力を養成する。とく

に，環境保全計画や災害対策，産業立地計画，地域政策，シンクタンク，

観光業界，中学・高等学校の教育職などの諸分野で活躍できる人材を養成

する。

（地球科学科）

気象学，水圏科学，地球化学，地質学，地球物理学などの地球科学的な

知識と技術に基づき，自然災害問題や地球環境問題の具体的な課題に対処

できる基礎的能力をもった人材や，幅広い地球科学的教養を身に付け社会

の様々な領域で活躍できる人材を養成する。

（数学科）
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抽象的な数学から実際に役立つ応用数学まで幅広い数学の教育・研究を

行っている。抽象的な数学を学ぶことから発想力や，正確な論理を展開す

る力を習得し，応用数学を学ぶことから直ちに社会に役立つ数学の運用力

を習得することで，教員や柔軟性と応用力を備えた即戦力となる人材を養

成する。

（情報科学科）

情報科学に関連する知識・技術を基礎から指導することにより，物事を

論理的に分析・理解し，原理的側面から問題解決を行う能力と新しい情報

技術に対応できる能力を養う。また，新しい情報技術を創出し，情報社会

の発展に寄与できる資質を養成する。

（物理学科）

現代の先端科学技術の発展に十分対処できる基礎的・専門的な学力・知

識を備えた科学技術者を養成し，企業，教育・研究機関，産業界に人材を

提供する。科学の基礎である物理学を学ぶことによって，技術力，計算

力，思考力及び判断力を養い，未来の科学技術及び産業界の発展に貢献で

きる能力を養成する。また，理科の教員を養成し，次世代の教育に貢献す

る。

（生命科学科）

人間社会が直面している健康と医療・エネルギー・食糧・環境・自然再

生などの問題は，生命科学と密接に関連している。そこで，分子から生態

系にいたる様々なレベルで，生物の「生きる」メカニズムを体系的に学ぶ

ことによって，このような諸問題に対応できる人材を養成する。また，理

科の教員を養成し，次世代の教育に貢献する。

（化学科）

２１世紀における資源やエネルギー源の枯渇，食糧不足，人口問題，環境

問題など，人類が繁栄するために解決しなければならない諸問題に対し

て，化学が果たす役割は大きい。このようなニーズに応えるため，化学の

みならず他の分野との境界領域に踏み込める基礎的な知識と力量を身に付

け，関連分野でも活躍できる化学技術者・研究者を養成する。また，理科

の教員を養成し，次世代の教育に貢献する。
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経済学部第一部

自立した個人の自主的な努力を原則に，教職員と学生が一体になって，

変化する経済的社会的環境に対し，人間としての生きる力，愛する力，考

える力を養い，その全人格的能力を自由かつ多様に伸長することを図る。

そのことを通して，経済諸現象を経済・経営・会計の諸分野で分析できる

能力を養い，国際的視野を持って高度情報化時代に対応できる健全かつ高

度な専門職業人・社会人を養成する。

（経済学科）

経済学を系統的かつ体系的に学ぶために，基礎的教養・知識を修得しつ

つ，近代経済学の基礎理論を理解し，これを土台に，専門的能力を養成す

ることによって，経済現象を経済学的に分析し，論理的に叙述する力を涵

養し，変化の激しい経済社会に常に対応できる豊かな教養と専門知識を備

えた人材を養成する。

（産業経営学科）

経済及び経営の専門的基礎力と広い視野からの社会的基礎力を養い，こ

れを土台に，応用力を身に付けることによって，柔軟で倫理観にあふれた

ビジネスリーダーを養成するとともに，ビジネス社会における各組織の中

で，主体的に問題を発見し，その解決のための諸方法を展開できる人材を

養成する。

（金融公共経済学科）

現代経済のインフラストラクチュアともいうべき金融システム，公共シ

ステムを対象として，系統的な近代経済学の知識，特にミクロ経済理論を

応用して現実の金融，公共経済の働きを理解する能力の習得や，金融部

門，公共部門での交渉力，企画立案能力の獲得をねらった，高度で実践的

な教育サービスを提供する。そのことを通して，今後のわが国の成長や発

展に大きく寄与する，知識と実務能力，金融技術，政策立案技術を備えた

人材を養成する。

商 学 部

激しく変動する市場経済の下でビジネスを行うには商品，人的資源，資

金，情報にかかわる知識と実践的技能の習得が必要である。そのため，実

学としてビジネスの理論を学修するとともに，幅広い教養に裏打ちされた
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職に就く力（就職力）を身に付け，国内だけでなく広く世界を視野に入れ

て，営利企業，非営利組織，行政で活躍できる専門能力，人間力をもった

人材を養成する。

（商業学科）

商業学は，グローバル化やＩＴ化などの時代の変化に対応して進化をと

げつつある。ビジネス・経済にかかわる専門的な知識を基に，マーケティ

ング，流通，貿易，金融，ビジネス法務など多様な科目群を総合的・体系

的に学ぶとともに，実践への応用力を養い，激動する市場環境に対応でき

る的確な判断力，問題解決能力を備えた人材を養成する。

（経営学科）

２１世紀は，市場化が従来の社会，行政領域などに一層進むと予想され

る。市場経済の担い手は企業組織を中心とするが，これらに加えて多様な

非営利組織など様々な特定の組織が参加することになろう。これら市場化

の進展に対応する各種の事業組織の創設，組織化，運営，評価などを専門

的に行う人材を養成する。

（会計学科）

企業の経営活動の動きを貨幣額，物量という側面から把握した情報を，

経営管理に役立て，株主などのステークホルダーに企業成果などの財務内

容を開示する役割を果たすのが，会計の中心的役割である。このため，社

会における会計学の意義と役割を認識し，国際的な視野で，会計学の理論

と実践に関する専門的知識を習得し，ビジネス社会をリードできる人材を

養成する。また同時に，公認会計士や税理士を目指す職業会計人も養成す

る。

芸 術 学 部

芸術総合学部としての特徴と伝統を保持するとともに，２１世紀における

芸術の持つ社会的先導性にかんがみ，学科の各々の専門教育をさらに充実

・発展させ，同時に，学科の垣根を越えた総合的なカリキュラムを展開す

ることで，芸術・文化全般にわたる広い視野を持った人材を養成する。

（写真学科）

撮影・プリント，展示などの実践技術および写真史・写真作品研究，写

真芸術などの表現まで徹底した基礎教育を行い，技術・応用力をもった創
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造性を兼ね備えた人材を養成する。その上に，社会や諸芸術に対する自己

の考えを有する社会に貢献できる写真家，写真研究家などのスペシャリス

トを養成する。

（映画学科）

デジタル技術の進歩で新たな時代を迎えた映像文化を，理論・評論，映

像，脚本，監督，撮影・録音，演技分野で，「芸術創造」と「情報伝達」

の両面から探求し，高度な専門知識と技術を身に付けた創作者，技術者，

研究者などの映画・映像のスペシャリストを養成する。

（美術学科）

美術にかかわる諸分野の専門家を養成する。多様化する芸術の現状を見

据え，創作と理論，歴史研究や作品研究，表現技術の習得をしながら，作

家としての自立を模索していく。また，自己の外側の世界に積極的に関心

を持ち，視野を広げ創造を喚起して，自分自身の表現の主題を明確にして

いく。

（音楽学科）

従来の音楽専門教育に加え，幅広い視野と教養を身に付けさせる教育を

行っている。演奏や創作といった音楽教育もさることながら，時代に即し

た諸関連芸術分野の習得によって，次世代の音楽芸術を担う人材を養成す

る。

（文芸学科）

文章芸術の持つ精神的及び文化的な意義を考究し，かつ自らその実践

者，すなわち創作者となるよう指導，督励することが教育・研究の主目的

である。現代の広範なメディア状況のなかで，文芸創作から社会・文化評

論，ジャーナリズム，広告など，文章を通じた多様な表現現場において，

第一線で活躍できる創造力豊かな人材を養成する。

（演劇学科）

「理論と実践」「基礎と応用」「専門と総合」のバランスに配慮したカリ

キュラム体系，並びに学生の個性・習熟度に応じた教育体制を整備し，現

代社会における演劇・舞台芸術の役割についての高い見識と，その新しい

可能性をひらいていくための技術・創造力を兼ね備えた人材を養成する。

（放送学科）
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多様化する情報，進化する放送技術の中で，学生個々の感性を刺激し，

魅力的で独創的な作品を創作することによって，自由に自己表現できる人

材を養成する。併せて，放送メディアに関する専門知識と情報伝達技術を

身に付け，放送について深く理解し，理論的に考察できる人材，独創的で

豊かな発想力をもつ人材，さらに放送を基盤とした多様なメディアに対応

できる有能な人材を養成する。

（デザイン学科）

少人数教育を基本とし，感性豊かな創造力を育み，新しい時代への視野

と洞察力を養う。学生一人ひとりの個性を伸ばし，実践的なデザイン創作

活動と斬新な研究からデザインの価値を生み出し，文化の質の向上を導く

ことで社会に貢献する人材を養成する。

国際関係学部

日本大学の教育理念「自主創造」を実践するとともに，国際社会で活躍

するために必要な問題解決能力，社会の各分野で提言できる政策能力，高

いコミュニケーション能力を兼ね備えた，国際交流や国際社会の様々な分

野で活躍できる人材を養成する。

（国際総合政策学科）

国際交流や国際社会の様々な分野で，困難な問題に対しても，高度な意

志決定ができる人材を養成する。国際人として欠かすことのできない英語

をはじめとした外国語能力を向上させるために基礎教育を徹底して行う。

総合的な教養力を養うとともに，国際関係，国際ビジネス，グローバルス

タディ，グローバル観光の４つの履修コースを柱として，国際実務に必要

な専門知識とスキルを養成する。

（国際教養学科）

多文化共生社会において，異文化理解を深めるための専門知識と英語を

中心とした外国語の実践的な運用能力のある人材を養成する。様々な国・

地域における高度な文化的専門知識を養うとともに，国際文化，国際コ

ミュニケーション，グローバルスタディ，グローバル観光の４つの履修

コースを柱として，実務に耐える応用力を養成する。

危機管理学部

グローバル化した現代社会を取り巻く様々な危機と向き合い，人々の生
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命や生活を守る強い信念と高い志を基に，リーガルマインド（法を用いて

紛争や問題を解決する能力）とリスクリテラシー（危機管理能力）とを融

合させた学識をもって主体的に行動し，日本の秩序の維持と国民の安全，

さらには世界の平和の実現に向けて問題解決を実践する人材を養成する。

（危機管理学科）

現代社会で発生する多様な問題に対して，国，地方公共団体，民間企

業，メディア，ＮＧＯ，国際機関などそれぞれの職場において平常時から

危機管理の観点を持って主体的に関わり，自然災害，事故，事件や紛争な

ど危機の現場においてリーガルマインドとリスクリテラシーを用いて危機

管理を実践するために必要な広い教養と専門知識を備えた人材を養成す

る。

スポーツ科学部

スポーツに関連する多様な学問領域における最先端の研究成果を活かし

ながら，スポーツ経験を基盤とする優れたスポーツ技能と科学的知識を備

えた世界的レベルの競技者や，人間性豊かな反省的実践家の養成により，

広く社会貢献することを教育研究上の目的とする。

（競技スポーツ学科）

「競技スポーツにおける実践力のある反省的実践家の養成」を教育理念

に掲げ，教養教育と専門教育の両面から総合的・学際的な教育を行い，国

内のみならず，国際的競技会で活躍できる優秀なスポーツ選手の育成や，

競技スポーツ分野で活躍できる反省的実践家の指導者を養成する。

理 工 学 部

理工学部の教育理念「自由闊達な精神，豊かな創造性及び旺盛な探究心

を持ち，人類の平和と福祉に貢献できる，誇りある人材を養成する」に基

づき，理学と工学の連携下，先端技術の創成と情報化・国際化に対応でき

る教養・基礎教育と，理論と応用を体系的に修得できる実践的な専門教育

を実施する。これにより豊かな人間力（教養と高い倫理観）とともに，質

の高い学士力を培い，個性・特色ある人材を養成する。

（土木工学科）

心身ともに健全な文化人，土木工学のどの分野にとっても必要な基礎知
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識を身に付けた土木技術者，進路により適した応用能力を身に付けた土木

技術者，伝統を引継ぎ，実社会で多方面に活躍する実践的な土木技術者を

養成する。

（交通システム工学科）

高い倫理観を持ち，地球環境の維持と公共の福祉の向上を理解し，歴史

や文化に配慮して，持続可能な美しい地域社会の構築と運営に貢献できる

交通・建設エンジニア及び交通・都市・環境マネージャーを養成する。そ

のために，安全かつ快適で豊かな社会の形成に資する交通システムの創造

や整備，維持管理，運営，経営を行う総合力と専門能力を養うための教育

と研究を行う。

（建築学科）

人類の未来につながる理想的な環境の創出に寄与できる，幅広い視野と

豊かな創造性を持つ人材を養成する。このことから，基礎的な建築教育と

専門的な素養を深める教育の両方の実施を基本とし，研究者，建築家，建

築構造設計者，環境・設備技術者，建築工事監理技術者，建築生産管理技

術者，不動産企画・開発者等を目指す学生に対応する教育プログラムを実

施する。

（海洋建築工学科）

建築学の基礎知識を修得するとともに，海洋及び沿岸域の環境を理解

し，防災安全に優れ多様な立地環境に適合できる建築構造，快適かつ自然

環境や景観に配慮した都市・建築計画などの海洋建築工学の専門知識を学

ぶ。これらの学問を十分に活用し，高い倫理観を持って人と地球環境に優

しい建築物や都市空間を計画・設計・施工できる建築家・技術者を養成す

る。

（まちづくり工学科）

大都市から山間部や沿岸地域まで幅広い地域を対象として，そこに暮ら

す人々のニーズを把握したうえで将来像を提案し，それを実現に向かわせ

るまちづくりの専門家，技術者を養成する。そのために，まちを創造・整

備する工学的技術に加え，景観・観光・福祉といった学際的専門分野を理

解することで持続可能なまちづくり理論を修得するとともに，演習等を通

じてまちづくりの実践的な思考と技術を養うための教育と研究を展開す

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
五
九
八

598



日本大学学則（附則）

る。

（機械工学科）

機械工学はものづくりを通して，人間生活を豊かにするための総合的な

学問である。その機械工学を構成している自然法則の基礎的な理論や概念

に立脚し，高度情報化した社会のニーズに応えることのできる創造性豊か

な技術者を養成する。

（精密機械工学科）

機械工学に加え電気・電子工学を基礎として，ロボティクスやメカトロ

ニクスに代表される自動化技術，計測制御技術，及びマイクロマシンやマ

イクロシステムに代表される超微細加工技術，集積化技術を包含した先端

の技術分野の研究を行い，さらに新しい技術分野の展開にも対応できる，

創造力がありものつくりに強く，骨太で人間性豊かな，かつ環境・福祉に

も関心を持つ研究者・技術者を養成する。

（航空宇宙工学科）

航空宇宙工学は，航空機や宇宙機のような大規模で複雑なシステムを対

象とし，最先端技術の開発が求められる先駆性，宇宙環境のような極限条

件下での高度な信頼性・安全性が求められる極限性，様々な分野の最先端

技術が複合的に組合わされた総合性を特徴とする。このような特徴を有す

る航空宇宙工学の修得を通じて，自啓自発の精神を持ち，科学・技術の発

展に貢献できる技術者を養成する。

（電気工学科）

豊かな感性と創造性を育むことを理念とし，電気工学を網羅する「エネ

ルギー，エレクトロニクス，情報・通信」を修得することにより，自由な

発想と学際的視野も持つ，科学技術の未来を拓く研究者，生活を豊かにす

る優れた技術者を養成する。

（電子工学科）

電子工学分野の豊富な知識と技術を有し，広い視野に立って科学と自然

を理解し，意欲的に課題を発見して解決する能力，並びにコミュニケー

ション能力や応用力を備え，日々進展する最先端電子工学をリードできる

高度な専門性をもつ人材を養成する。

（応用情報工学科）
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情報工学の確かな基礎力を有し，ソフトウェアのみならずハードウェア

のスキルを身に付け，意欲的に課題を発見して解決する能力，並びにリー

ダシップ・コミュニケーション能力を備え，情報処理・ネットワーク・組

込システムをはじめとする情報技術の世界で将来を担う人材を養成する。

（物質応用化学科）

化学技術の向上は人々の生活を豊かにすることを目標にしており，その

ために限りある資源・エネルギーを有効に使い，地球環境を守るための新

しい物質変換やエネルギー再生システムの開発が必要である。これを目指

し，必要な基礎知識と基礎技術を身に付け，外部に開かれた柔軟な発想に

よって，新しい物質や技術を開発できる化学技術者を養成する。

（物理学科）

物理学の思考方法を体得し，科学を論理的に考える力，応用力を持ち，

学究に対する世界に通じるフロンティア精神を有する次世代の最先端を切

り拓く，科学・技術の創成に貢献する人材を養成する。このために，物理

学の基本法則の理解と実験による体験を重視し，学生個々が持つ能力を引

き出し，広い視野を持ち，未知なる問題を創造的に解決する能力を身に付

けさせる教育研究を行う。

（数学科）

現代のあらゆる科学技術の根幹をなす数学と，コンピュータ科学の基礎

理論を学ぶことを通して，真理を重んじ追究する数理科学者を養成する。

知的活動の真髄である数学のことばを身に付け，情報化された社会が必要

とする高度な数理技術・情報処理技術に柔軟に対応でき，夢と目的意識を

持つ人材を育てるプログラムを提供する。幅広い教育を実践する能力のあ

る，中学校・高等学校の優秀な教員を養成することも，大切な教育目的で

ある。

生 産 工 学 部

幅広い教養と経営管理能力を持ち，学生個々の個性・能力を生かして人

類の幸福と安全を実現するために考え行動し，社会に貢献できる技術者を

養成する。

このために，技術の進歩に対応できる基礎学力と応用能力，及び技術の

社会と自然に及ぼす効果と影響について多面的に考える能力を培う。
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（機械工学科）

機械工学は生産活動の基盤を支える学問であり，我々の生活を豊かにし

てきた。近年，“機械”は人間や自然環境との調和を図ることが重要視さ

れ，長期的，広域的視野を持った技術者が必要とされている。このような

背景から，機械の面白さやものづくりの楽しさを体感した経験を持ち，も

のの作り方や使われ方を知り，自分が作りたいものを具体化して社会の理

解を得ながら，ものづくりの現場をグローバルな視点からマネジメントで

きる人材を養成する。

（電気電子工学科）

産業構造の変革と高度情報化社会の進展に伴って，電気電子工学の進歩

は著しく，また多様化している。これに対応できるように基礎学力と専門

領域の知識を身に付け，さらに経営・管理工学を学び，実験・実習を通じ

て問題解決能力が高く，創造性豊かで，しかも経営能力も有する技術者を

養成する。

（土木工学科）

土木分野に関する理論・現象を実験・実習・設計を通して習得するとと

もに，実社会における生産実習（企業体験）と経営や安全管理の基礎を学

び，専門職の実務に対応できる基本能力を備えた技術者を養成する。さら

に，習得した知識の集大成として，土木分野の課題を探究・創造・解決す

るプロセスを学び，土木技術者としての総合能力を養成する。

（建築工学科）

建築の基礎となる，「計画」，「構造」，「環境・設備」，「材料・施工」の

総合的知識を持ち，高い倫理観のみならず，国際感覚，問題解決能力，応

用能力，創造力，さらには発表能力・対話能力に重点をおいて，徹底的に

教育指導をし，国際化が進む社会の要請に応えうる，そして経営能力も有

する人材を養成する。

（応用分子化学科）

地球上に存在する物質は，わずか１００種類ほどの元素の組み合わせに

よって成り立っている。これらの物質を対象に，豊かで安全な社会を維持

させるために資源と環境を調和させながら，材料の無限の可能性を追求す

る教育研究を行っている。これによって，物質的な学問知識に加え，必要
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な特性を持つ素材を生み出す「分子デザイン能力」，環境に優しいものづ

くりのための「グリーンケミストリー」の概念，及び技術者としての倫理

観を備え，製品化に向けた計画から生産するまでの「マネジメント能力」

を身に付けた化学技術者を養成する。

（マネジメント工学科）

自然・社会・人間科学などの科学技術を応用した工学的知識をベース

に，健全な企業経営の推進，自然・社会環境の向上，人にやさしい製品や

システムの開発・設計そして運用などにかかわる工学的理論や方法論を教

育研究し，経済社会の活動を効果的に進めるため，グローバル化にも対応

した経営・管理技術を身に付けた人材を養成する。

（数理情報工学科）

ＩＴ（情報技術）並びにＩＣＴ（情報通信技術）が，既存の生産活動並

びにビジネスの仕組みを大きく変えるエンジンであるという認識に立ち，

インターネットの活用法，各種プログラミング技法，ソフトウェア構築法

などの情報処理能力，並びにシステム工学・数理工学に裏付けられた問題

発見・解決能力を習得した人材を養成する。

（環境安全工学科）

地球規模の視野を持ち，持続発展可能な社会の実現のために工学分野を

複合的に学び，環境共生とエネルギーに関する知識と応用能力及び技術が

社会と自然に及ぼす効果と影響について，サステイナブル（持続可能）な

視点から考え行動できる総合能力を有する技術者を養成する。

（創生デザイン学科）

自然科学をベースとする工学知識や技術，芸術を基礎とする感覚や技

法，その両方を駆使して人と人工物の理想的な関係を築くことこそがデザ

インであると捉え，これを実践できる人材を育成することを目標とする。

これを実現するために，統合された理論的なデザインの方法である「デザ

イン思考」の重要なステップ「共感」「問題定義」「創造」「プロトタイピ

ング」「テスト」をカリキュラムに取り入れ，社会全般を見渡して，新し

い商品やしくみを提案したり，開発できるデザイン・エンジニアを養成す

る。

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
六
〇
二

602



日本大学学則（附則）

工 学 部

基礎教育の徹底により，工学の基礎力を修得し，自主的に考察し判断で

きる発想力及び解析能力を培う。さらに，工業技術が社会と環境に及ぼす

影響を理解することにより，高い倫理観をもって調和のとれた持続可能な

社会の実現に貢献できる人間性豊かな技術者を養成する。

また，教育研究活動を通じて地球環境の保護と健康的な生活に工学の立

場から寄与し，その成果を社会と地域に還元する。

（土木工学科）

社会基盤や環境の保全と防災力の向上，資源の循環など，これからの社

会システムの基本とすべき事柄を正しく認識した上で，ものづくりに関す

る基礎技能，自然環境との共生を図る意識及び高い倫理観を有し，社会基

盤の整備に実践的に従事できる人間性豊かな技術者を養成する。

（建築学科）

建築学に関する幅広い知識と，専門性の高い技術，さらに創造力豊かな

芸術性を修得して，広く地域社会に通用する協調性のある人間性を身に付

けるとともに，建築が果たすべき社会的使命としての倫理観や責任感を

持った，実践力や指導力のある建築技術者，建築士，デザイナー，研究

者，公務員，教員などの人材を養成する。

（機械工学科）

機械工学の基礎と専門分野の知識と技術の修得に重点を置き，機械と人

間，社会，自然との関係を深く理解し，地球環境保護，資源再利用などの

課題に対応でき，健康で持続可能な暮らしのために「ロハス＊の機械」の

知識を身に付けた２１世紀の機械エンジニアを養成する。
＊ロハス（LOHAS:Lifestyles of Health and Sustainability）

（電気電子工学科）

電気電子技術に関して社会貢献できる能力と物事を総合的に判断し得る

能力を養うと共に，課題解決のためのチームワーク力と論理的思考力を身

に付けることによって，今後の社会環境の変化により生じる新たな要望に

対して良識ある倫理観をもって対応でき，かつ国際的視野に立って活躍す

るために必要なコミュニケーション能力に秀でた第一線で活躍できる情報

通信・電気・電子分野の技術者を養成する。
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（生命応用化学科）

２１世紀を切り開く持続可能な社会システムの実現を目指し，生命・材料

・環境等に関わる化学の応用分野の幅広い知識及び実験技術を修得し，高

い倫理観と問題解決能力を有する人材を育成することで，生命や環境に配

慮した化学製品や医薬品などの開発・生産・普及活動及び環境保全・リサ

イクル活動等に従事・貢献できる応用化学・環境化学・生命化学の技術

者，教員，公務員，研究者等を養成する。

（情報工学科）

情報社会の基盤づくりに貢献できる技術者となるために，自然科学の知

識を基礎として，プログラミング，ネットワーク，計算機システム，情報

処理などの基礎技術を修得し，問題を論理的に分析し目標の実現を図る論

理的思考能力と実務処理能力を身に付け，他者との的確なコミュニケー

ション能力を有する人材を養成する。

医 学 部

医学を修める者の社会的責務を自覚し，常に自ら考え研鑽し，豊かな知

識・教養に基づき社会に貢献する高い人間力を有する医師を育てる。さら

に高い倫理感のもとに，論理的・批判的思考力を有し，世界へ発信できる

学際的視野を持った研究者，豊かな個性を引き出し，次世代リーダーを育

成する熱意ある教育者の育成を目的とする。

（医学科）

すべての人を平等に愛し，自己犠牲・献身を惜しまない心を持ち，醫学

・醫療の道を通じて社会に貢献する者に相応しい資質と能力を備えた人材

を育成する。

歯 学 部

歯学部の前身である東洋歯科医学校の創設者である佐藤運雄先生の唱え

た「歯学を口腔に止めず，常に全身と関連づけて学ぶ」という医学的歯学

を校是とした教育を基盤としている。さらに，人間教育としては，師によ

る人格の教化と切磋琢磨を基本としている。

また，医療人として，生涯にわたり自己の資質の向上に努め，社会に有

為なスキルの高い歯科医師を養成する。

（歯学科）
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専門的知識や的確な医療技術と豊かな人間性を有する歯科医師を養成す

る。すなわち，幅広い教養と総合的な判断力の上に立って，常に最新の科

学的情報を基にして問題を探究する能力の高揚と，診療に際して患者本位

の歯科医療に携わることのできるスキルを備えた歯科医師を養成する。

松 戸 歯 学 部

口腔の健康は全身の健康を支えるという考えを基盤とし，それを具現化

した「オーラルサイエンス（口腔科学）」の学びを礎に，自主創造の能力

を養い，豊かな知識と教養に基づく高い倫理観を持ち，論理的かつ批判的

思考を用いた問題解決力と省察力を有し，歯科医療と歯科保健を通して生

涯にわたり社会に貢献できる人材を育成する。

（歯学科）

口腔と全身の健康維持，増進に寄与するために，社会の多様なニーズに

対応できる高い職業倫理を備え，あらゆる職種と協働し，地域医療と地域

保健に貢献できる歯科医師を育成する。

生物資源科学部

今日，世界は食糧問題や環境問題をはじめ，多くの解決すべき問題を抱

えている。生物資源科学部は，生産・利用科学，生命科学，環境科学の３

分野を基軸として，自然や生物との共生を図り，人間活動を重視した教育

研究を行っている。対象とする生物資源は，これらの問題を解決し，持続

可能な社会を実現させる上で必須である。これらの教育と研究を通して，

フィールドから分子レベルに至る優れた科学技術を備えた人間性豊かな人

材を養成する。

（生命農学科）

生産科学，生命科学，環境科学の３分野を体系的に教育し，農学を基盤

として植物を中心とした分子生物学から生態学を含めた生命現象に関し

て，体系的な教育と先端的研究を行っている。特に，農学の中心となる生

命科学分野を重点的に展開し，さらに緑地環境科学の分野を利用した技術

が習得でき，それらの知識と技術を持った未来の農を担う人材を育成す

る。

（生命化学科）

動物・植物・微生物など全ての生命体とそれらを取り巻く資源，食料，
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環境などの多彩な分野に関して，化学的な視点に立って基礎から応用へと

結びつける教育・研究を行う。豊富な実験実習と演習を通して高い技術力

と実践能力を身につけ，また，化学的視点に立った講義を通して生命に係

わる多様な問題に対応できる論理的な思考能力を養い，社会に貢献できる

研究者，技術者を養成する。

（獣医学科）

獣医学は，動物医療を根幹として，動物の健康維持・増進を図るととも

に，ヒトの健康と福祉に貢献することを目的としている。その達成のため

に，生命活動のメカニズムの探求や疾病の診断・治療・予防はもとより，

公衆衛生，野生動物の保護及び環境保全など幅広い領域に対し，会のニー

ズに応えることができる知識と技術を有した獣医師を養成する。

（動物資源科学科）

動物が有する種々の能力及び機能に関する研究と教育を推進し，それら

を応用して人類社会のために貢献することを目的としている。この目的を

達成するために，学科の教育・研究の分野を動物生命科学，動物生産科

学，動物環境科学及びそれらの学際領域としている。この教育・研究をと

おして，多様化する社会の幅広い分野においても対応し得る応用力と思考

力を有した人材を養成する。

（食品ビジネス学科）

日本と世界の食料問題の解決と新たな食の創造に関する諸問題に貢献

し，フードシステム，フードビジネスのリーダーとなるべき人材の育成を

目指している。すなわち，食品に関する生産，加工，流通，消費に至る

フードシステム形成の理論と技術教育を重視し，食品に関する科学及び技

術を総合的に学び，「食」の専門家として社会に貢献できる人材を養成す

る。

（森林資源科学科）

森林環境，森林資源管理などにかかわる諸問題について，基礎知識を持

ち，論理的な思考と現場での応用力と設計力を備え，専門家としての倫理

観を持った人材の育成を目標としている。すなわち，森林及び自然環境を

学ぶとともに，人類の共通財産としての持続可能な資源の利用方法を習得

し，森林を活用した新たな循環型社会の実現に貢献できる人材を養成す
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る。

（海洋生物資源科学科）

海洋生物資源の持続的かつ有効な維持管理を図るとともに効率的な生産

及び利用に関連する生命科学，資源生産学並びに環境科学分野の知識を広

く修める教育に重点を置いている。すなわち，幅広い教養と社会全体を見

渡せる総合的判断力と，海洋生物環境の保全と人類の豊かな生活の調和を

創造でき，かつ国際的にも通用する人材を養成する。

（生物環境工学科）

自然のシステムを活用し，生物資源を適切に利用した生産，生活環境の

創造とその応用技術を多面的に学習することを基本としている。すなわ

ち，水・土環境や地域環境，環境配慮型土木的技術，生態系と調和した計

画・設計を可能とする環境配慮型建築を創造できる人材やバイオマスエネ

ルギー開発など生物環境を工学的な観点から創造できる人材を養成する。

（食品生命学科）

新たな食品を創造する最先端の研究を展開し，基礎となる食品科学と生

命科学とのかかわりを理解し，健康維持に役立ち，安全な食品を創造開発

できる教育・研究を行う。また，食と生命に関する豊かな知識を持つ人材

の養成に力を入れている。さらに，豊富な実験・実習を通じ実践的な知識

を持ち，食品産業界を担っていく新しい知識と技術を兼ね備え，社会に貢

献できる技術者，研究開発者を養成する。

（国際地域開発学科）

開発途上国の第一次産業を中心とした経済・社会開発，農業技術協力を

含む農村開発，環境保全などの分野での人材の養成を目指す。さらに，問

題解決能力，コミュニケーション能力及び国際感覚などを身に付け，農業

・農村開発分野の専門家，国際機関の職員や現地進出企業など国内外で世

界平和や国際貢献に尽力できる実践力を備えた人材を養成する。

（応用生物科学科）

生命体やそれを取り巻く環境について，基礎から応用まで広い分野の研

究と教育を行なっている。近年，微生物・植物・動物のゲノム解析に基づ

く生命科学の生物産業への応用研究が社会から期待されており，この社会

の要望に応えるようバイオサイエンスの専門的知識・技術を幅広く習得
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し，社会で実践的に活躍できる人材を養成する。

（くらしの生物学科）

「生産・利用科学」「生命科学」「環境科学」の３つの分野を総合的かつ

横断的に教授し，生物学に関する幅広い専門知識や技術を修得させるとと

もに地域との協働をはじめとした実践的な教育を実施して，優れたコミュ

ニケーション能力，マネジメント能力を修得させ，自ら判断し，安全で安

心な生活や持続型社会の創造に積極的に貢献できる生き抜く力を持った人

材を養成する。

薬 学 部

「人類の保健，医療及び福祉に貢献する新しい薬学を創造する」という

理念に基づいて，高度医療社会のニーズに応える医療薬学に重点を置いた

特色ある教育・研究を推進し，医療人としての倫理観と高い専門性を備

え，人の健康と医療の向上に貢献できる自主創造の気風を身に付けた薬剤

師を養成する。

（薬学科）

薬学教育６年制の課程において，医薬品の安全かつ有効な活用，創薬科

学，健康と環境に関する教育・研究を実践し，確かな薬学の基礎を身に付

け，独創性と応用力並びに医療人としての心を育て，医療の担い手として

の実践力を備えた薬剤師を養成する。
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別表１の２

教育研究上の目的（大学院）

法 学 研 究 科

社会科学を主な研究対象とし，現代における多様な社会現象を，高度な

学理をもって法学・政治学的に究明するとともに，幅広い教養を身につけ

た専門性豊かな研究者の養成，社会の要請に応えた高度専門職業人の養成

をなし，社会人の再教育によるキャリアアップを目指すための高度な教育

を提示する。

（公法学専攻／博士前期課程）

公法に関連する多様な講座を配し，国家（立法・行政・司法）組織，地

方自治体ならびに国際組織において活躍し得る人材の専門知識を向上すべ

く，公法等の理解と応用する能力を養成する。さらに，高等教育機関や研

究機関において，公法分野の専門的研究を志す者，その他公法分野に関す

る専門的職業を志す者に対して，その実現に不可欠な教育を提示する。

（公法学専攻／博士後期課程）

公法分野に係る専門的教育により，将来，研究者又は高度な専門的職業

に従事する志をもつ者に対して，専門的知識の修得のために必要な研究指

導を行い，研究成果としての論文作成の指導を行う。

（私法学専攻／博士前期課程）

大学教育で学んだ専門知識を更に確実なものとし，これを応用しうる教

育を行う。修了後には研究者，公務員，税理士あるいは一般企業の法務業

務に携わる法律専門職として活躍し得る人材を養成する。このために法の

歴史的発展や比較法の研究による法制度の理解を図り，法解釈の手法とそ

の実践を試み，判例研究などの方法を通じての生きた法を理解する教育・

研究を行う。

（私法学専攻／博士後期課程）

研究者として活躍し得る人材，これに準ずる専門職に従事する人材を養

成する。この目的の達成のために研究対象とする法の立法過程の研究，外

国法の研究もしくは判例研究などを通じての法の運用状態を調査すること

を支援し，研究成果としての論文作成の指導を行う。

（政治学専攻／博士前期課程）
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政治学を中心に隣接領域の多様な学科目を設置し，高度な専門知識と独

創性を有する研究者を養成する。また，広い視野と高い専門知識を備えた

高度専門職業人，政治に造形の深い市民の養成をなす。

（政治学専攻／博士後期課程）

有為な人材が研究者への第一歩を踏み出し，本格的な研究者に育つため

に必要な深化した専門的教育を行い，研究成果としての論文作成の指導を

行う。また，教育機関及び研究機関に従事するにふさわしい，幅広い視

野，深い学識，高度な専門性を備えた人材を養成する。

新聞学研究科

高度情報化された民主的社会におけるジャーナリズム及びメディアの公

共的な重要性に鑑み，新聞学のより専門的な知識及び実践能力の涵養に努

め，もって民主主義及び民主的社会の発展に資するという理念に基づき，

新聞学に関する優れた研究・開発能力を持つ研究者，教員を養成すること

及び新聞学に基づく高度な専門的知識・能力を持つ人材を養成する。

（新聞学専攻／博士前期課程）

現代社会における多種多様なジャーナリズム及びメディア現象を解明す

るため，理論，制度及び歴史の研究を基軸として，批判的思考力に裏打ち

された専門知及び実践知の涵養と修得を目指す。このため，様々な課題の

中で，新たな公共性原理に基づくジャーナリズム及びメディア秩序の再構

築を重要な課題として指導を行う。

（新聞学専攻／博士後期課程）

高度情報化された民主的社会におけるジャーナリズム及びメディアの公

共的な重要性に鑑み，新聞学のより専門的な知職及び実践能力の涵養に努

め，もって民主主義及び民主的社会の発展に資するという理念に基づき，

停滞なき進展，変貌を遂げている新知識基盤社会において，新聞学に基づ

く高度専門職業人として，現在及び将来に出現する諸問題に有効かつ適切

に対応できる人材，新聞学に基づく高度な専門的知識の開発と蓄積によっ

て培われた洞察力，分析力及び問題解決能力を有した人材，博士号取得

後，単に教育・研究機関に奉職するのみならず，企業，行政，教育及び国

際機関における中核なポジションで活躍できる人材を養成することを目的

とする。
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文 学 研 究 科

人文科学・社会科学の学問をそれぞれの学問的な特性を尊重しつつ，理

論的な探求から実証的研究，先端的な実験・実習までをとり込んだ創造的

かつ実践的なカリキュラムを用意し，言語と人間，歴史と文化，心と身体

といった普遍的なテーマについて思索を積み重ね，社会的貢献度の高い研

究者・教育者など，ゆたかな知性と感性を持った人材を養成する。

（哲学専攻／博士前期課程）

哲学・宗教学・倫理学・美学の各分野を柱にした講義と演習によって学

識を養い，人材を養成する。

（哲学専攻／博士後期課程）

専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い，個人指導を中

心に，さらに深い研究能力を身につけ，人材を養成する。

（史学専攻／博士前期課程）

日本史・東洋史・西洋史・考古学に分かれ，自己の研究を深め，学識豊

かな人材を養成する。

（日本史専攻／博士後期課程）

日本史，または，考古学の分野において，自己の研究課題についてさら

に専門的に研究し，それぞれが研究者として自立できるように指導し，よ

り高度な学識を持った人材を養成する。

（外国史専攻／博士後期課程）

東洋史，または，西洋史の分野において，自己の研究課題についてさら

に専門的に研究し，それぞれが研究者として自立できるように指導し，よ

り高度な学識を持った人材を養成する。

（国文学専攻／博士前期課程）

日本文学と日本語学の，上代から現代までを研究対象とし，実証的な研

究及び最新の理論に基づく研究をし，人材を養成する。

（国文学専攻／博士後期課程）

専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い，さらに高度な

研究能力及び基礎となる豊かな学識を養い，人材を養成する。

（中国学専攻／博士前期課程）

中国及び中国語圏の言語と文化について，古代から現代までを研究対象

とし，文献学的な実証研究及び先進的な理論に基づく研究，及び専門的か
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つ多様な学識とその運用能力の修得，養成を図る教育を行い，高度な学識

と広い視野に立ち，柔軟で自立的な判断力を持つ中国学の専門家を養成す

る。

（中国学専攻／博士後期課程）

中国学に関する専門的で幅広い教養の上に立ち，専攻領域においてさら

に高度な研究能力を養い，研究の発展に必要な学識をいっそう深め，人文

科学の発展に寄与し得る，自立した研究活動を行うことができる中国学の

専門的研究者を養成する。

（英文学専攻／博士前期課程）

英米文学・英語学・英語教育の各分野に関する講義と演習を通して学識

を養い，その研究の基礎を築き，各方面で活躍できる専門家を養成する。

（英文学専攻／博士後期課程）

専攻分野について，研究者として自立した研究活動を行い，さらに高度

な研究能力及び基礎となる豊かな学識を深め，人材を養成する。

（ドイツ文学専攻／博士前期課程）

ドイツ語圏の文学・文化・語学の研究及び高度なドイツ語力の養成を目

的とし，柔軟な判断力を備えたドイツ研究の専門家を養成する。

（ドイツ文学専攻／博士後期課程）

専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い，さらに高度な

研究能力及び基礎となる豊かな学識を養い，人材を養成する。

（社会学専攻／博士前期課程）

社会学コースでは，現代のさまざまな社会現象を分析・解明することを

主たる研究目的とし，社会福祉学コースでは，社会保障及び社会福祉問題

等の解決・調整を図ることを主たる目的とする。本専攻では，それぞれの

学問分野を柱に，幅広い知識と視野を身に付けた人材を養成する。

（社会学専攻／博士後期課程）

専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い，さらに高度な

研究能力及び基礎となる豊かな学識を養い，人材を養成する。

（教育学専攻／博士前期課程）

教育学及び体育学の学問分野を柱に，基礎的研究能力を有する研究者の

養成を目指すとともに，高度な専門知識をもった人材を養成する。

（教育学専攻／博士後期課程）
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専攻分野について研究者として高度な研究能力をもつ，研究活動を自立

的に遂行しうる優れた研究者を養成する。

（心理学専攻／博士前期課程）

心理科学及び臨床心理学の学問分野を柱に，基礎から応用まで幅広く学

べるカリキュラムで研究を行い，心理科学コースでは心理科学の研究者や

科学的視点をもつ公認心理師として，臨床心理学コースでは公認心理師及

び臨床心理士として社会に貢献できる人材を養成する。

（心理学専攻／博士後期課程）

専攻分野について研究者として高度な研究能力をもつ，研究活動を自立

的に遂行しうる優れた研究者を養成する。

総合基礎科学研究科

本研究科の目標は自然と人間との共生という理念のもとに，地球に優し

い科学・技術の探求と確立を目指すところにある。本研究科は，以下の２

専攻から構成され，多彩な境界領域で接する両専攻が横断的に結ばれてい

るところに特色があり，それぞれの学問領域を融合させた総合的な教育・

研究を通じて，以下に記した特色ある人材の養成を目指している。

１ 専門分野に対して，深い学識と優れた思考力を持つ人材の養成

２ 専門分野や関連分野を幅広く理解し，それらを柔軟に応用できる人

材の養成

３ 新しい社会や産業の動向を迅速に解析し，広範な知識と能力を発揮

できる人材の養成

４ 学際的学問領域の学習を通じて，新しい学問の芽を育てる創造性豊

かな人材の養成

５ 国際的視野と見識で新しい科学技術の問題を正視できる人材の養成

（地球情報数理科学専攻／博士前期課程）

研究科の目的に沿うべく，本専攻においては，地球環境部門，情報科学

部門，基礎数理部門を主な研究部門とし，これら３部門の複合化を目指し

ている。

（地球情報数理科学専攻／博士後期課程）

研究科の目的に沿うべく，本専攻は，地球環境部門，情報科学部門，基

礎数理部門から成り，３部門の複合化を目指し，３部門が学際的に協力し

合うことを目標としている。
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地球環境部門：地球を構成する物質の研究に基礎を置くと同時に，地球

各圏の相互関係の解明を目指す

情報科学部門：コンピュータ科学・ソフトウェア科学・数理情報科学に

おける，様々な課題の解決を目指す

基礎数理部門：情報科学，地球科学と関連させながら，基礎数学の側面

から数理科学の発展を目指す

（相関理化学専攻／博士前期課程）

研究科の目的に沿うべく，本専攻は，物理学，化学及び生命科学という

幅広い自然科学分野におけるさまざまな対象の構造・相互作用・反応・機

能等に関し，基礎と応用の両面から理論的・実験的研究と教育を行う。

本専攻は，物理学部門，化学部門及び生命科学部門の３部門からなり，

それぞれの部門が学際的に相互に補完するように構成されている。

（相関理化学専攻／博士後期課程）

研究科の目的に沿うべく，高度な知識と技能をもつ研究者の養成を行

う。

物理学部門：理論的・実験的に物理現象の統一的解明を目指す

化学部門：「化学」の領域は大変に広く，種々の物質や現象の化学的解

明を目指す

生命科学部門：様々な生命現象を対象とし，分子レベルから生態系レベ

ルでの解明を目指す

経済学研究科

経済学及びその関連学術分野（経営・会計・情報等）における専門的な

理論並びに応用の研究を進めるとともに，学術界や実業界においてプロ

フェッショナルとして求められる高度の専門知識・能力を備えた人材を養

成する。このため，①研究者の養成，②高度専門職業人の養成，③社会人

の職業的再教育・実務的専門知識の涵養を３本柱とし，加えて，学生の資

格取得ニーズにも積極的支援を行う。

（経済学専攻／博士前期課程）

経済学及びその関連学術分野における，①専門学識の教授及び研究能力

の涵養を通じた研究者の養成，②資格取得を含め目的に沿った専門知識・

能力の涵養を通じた高度専門職業人の養成，③社会人の職業的再教育・実

務的専門知識の涵養を３本柱としており，加えて，学生の資格取得ニーズ
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にも積極的支援を行う。

（経済学専攻／博士後期課程）

経済学及びその関連学術分野において，研究者又はその他の高度な専門

性が求められる職業に従事する者に対し，適切な指導を通じ，高度の研究

能力及びその基礎となる豊かな学識を涵養する。

商 学 研 究 科

商学，経営学，会計学の分野において先進的な研究を担うことのできる

研究者の養成と，これらの分野における高度の専門的知識を身につけた専

門職業人を養成することを使命としている。先人が構築した知の伝統を正

しく継承し，鋭い問題意識をもって新たな知のフロンティアを切り開いて

いく優れた研究者を養成すると共に，実務界において高度な専門的知識と

真に創造的な問題解決能力を基礎にリーダーシップを発揮できる人材を養

成する。

（商学専攻／博士前期課程）

マーケティング，流通，金融など幅広い分野について網羅するので，応

用経済学の理論と手法を活かして，それぞれの分野における理論的・実践

的課題に応える研究を行う。いずれの分野でも現実の動きは激しいが，そ

の追跡に終始することなく，先行研究を丹念に渉猟し理解するよう指導す

る。それが研究者としての，また社会における指導的役割を担う人材とし

ての不可欠な素養だからである。

（商学専攻／博士後期課程）

各自が選んだテーマについての専門的知識を深め，自立した研究者とし

て学術的研究を進めていく能力を身につけさせる。そのためにも，内外の

文献を探索し理解する能力を身につけると共に，指導教員との真剣な討

議，学会での研究報告などが必要である。与えられた時間を十分に活用す

ることによって，独創的な研究成果が得られるものと考える。

（経営学専攻／博士前期課程）

営利組織である企業だけではなく，非営利組織である病院，ＮＰＯ，公

共部門をも対象として，経営戦略，組織と管理，財務管理，人的資源管

理，販売管理，生産管理など経営の諸領域について，理論的かつ実践的な

研究を行う。とくに，グローバルな視野に立ち，変動する環境の変化に迅

速に対応しうる経営上の専門能力を有する人材，及び研究者をめざす人材
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を養成する。

（経営学専攻／博士後期課程）

経営学の最新の理論的成果を吸収しつつ，自立した研究者として学術研

究を進展させることのできる人材を養成する。そのために，指導教授の下

で，綿密な文献研究やフィールドワークを含む分析技法の習得を基盤とし

て，独創的な研究成果を内外の学会で発表するとともに，学会機関誌など

へ掲載するよう指導する。

（会計学専攻／博士前期課程）

会計学，原価計算，監査などを中心としており，各分野のコアを形成す

る理論をさまざまな角度から探究するとともに，会計実践及び会計実務に

役立つ最新の会計問題の解明も十分視野に入れた研究を進める。研究者の

方向あるいは会計専門家としての方向のいずれに進んでも，対応できる資

質と判断力を身につけさせる。

（会計学専攻／博士後期課程）

将来研究者として自立できるようにするための研究指導を行う。その目

的に向かって，各自の選択した研究テーマに即して先行研究を十分に渉猟

し，かつ独創的な観点から鋭い分析力と理論構築を可能とする研究指導を

行っている。また，研究成果を定期的にチェックするために研究発表の機

会を与えて，研究に対するサポート体制も整えている。

芸術学研究科

２１世紀の芸術は，すべての領域における融合を必然としている。芸術の

現状を視野に置きながら，芸術の理論と歴史の研究と想像力を養い，併せ

て専門及び学際的課題を含む応用領域の研究を行っている。専門分野の更

なる研究と創作等を行うとともに，隣接領域の芸術と触れ合い，広い視野

をもって芸術を理解することで，幅広い知識と技術を持った，次代の芸術

をリードする人材を養成する。

（文芸学専攻／博士前期課程）

現代文学を研究・創作の両面から考え，隣接ジャンルとの関係で幅広く

とらえて文学の未来を探らせる。文学のみならず広義の文化研究の領域で

も新研究を求めていく。そのためのあらゆる試みを可能にして，文壇・論

壇・学界の新しい担い手を養成する。

（映像芸術専攻／博士前期課程）

Ａ
〔
日
本
大
学

令
二
〕
六
一
六

616



日本大学学則（附則）

今日の情報環境の中で役割が拡大してきている写真，映画，ＴＶ等各専

門領域・専門分野の深化・総合化を図る。映像の各分野の歴史研究や作品

研究，さらに各メディアの総合化の実験，他の芸術領域との統合を図るな

ど，高度な創作活動，理論的研究を通じて，より新しく専門的な表現実験

に意欲的に取り組む人材，専門的な教育研究に従事する人材の養成と新た

な総合的研究領域の形成を図る。

（造形芸術専攻／博士前期課程）

デザイン，美術，美学美術史の分野における専門家を養成する。創作研

究，作品分析研究，歴史研究を多角的に追求し，平面，立体，映像等表現

の伝統的及び現代的技法を習得する。芸術の根源的な営為への想像力を馳

せる力を養う一方で，文献学の基礎的方法も学ぶ。国際的な視野を持ち，

社会との連携も視野に入れつつ，ＩＴ時代に即応した先端的表現領域や，

造形関連分野境界領域での表現の独創性も追求する。

（音楽芸術専攻／博士前期課程）

音楽は，芸術文化の中で重要な部分を形成するばかりでなく，社会がま

すます複雑化し，多様化するにつれて，演劇，舞踊，映画，放送などと

いった諸分野との結びつきも，さらに密接になってきている。文化の国際

化にともなう，まったく新しい形の活動も，めざましい。現実を見据え，

いっそう高度な演奏，創作，研究を実践し，あるいは教育に当たることの

できる人材を養成する。

（舞台芸術専攻／博士前期課程）

演劇の実践教育及びその芸術表現を基盤に，戯曲，演出，舞台美術の空

間表現と，演技，舞踊など身体表現の教育研究を主眼とする。ことに，映

像メディアを活用した身体表現や創作実験の場の提供による表現など創造

的研究を行う。従来の西洋演劇を中心にした学問体系のみならず日本の伝

統芸能，民俗芸術等を基盤として，これらの歴史研究，調査研究を実施

し，高度な専門知識と実践的能力を有する人材を養成する。

（芸術専攻／博士後期課程）

近年の芸術は，異なった分野・領域の芸術が，先端的なメディア等を介

在しながらクロスし，さらに密接な関係が成立している。専門の分野をよ

り深く研究することを目的としつつ，どの分野からでも自らの研究に必要

な他分野も研究し，新たな表現と理論の開発にも有効に機能するよう，芸

術の学問と創作研究を確立し，自立した研究活動と高度な専門的活動に従
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事するに必要な高度な表現研究能力と豊かな学識を持った人材を養成す

る。

国際関係研究科

現在，国際社会はグローバル化が進行する一方で，地域格差の拡大・民

族対立や紛争・環境破壊など様々な問題が深刻化し，複雑な事態に直面し

ている。国際関係研究科では，問題解決の糸口を探ると同時に，グローバ

リズムとリージョナリズムの調和を図り，これまでの価値観や研究手法に

とらわれず，学際的な視点と柔軟な発想から，諸問題に対しダイナミック

にアプローチできる研究者を養成するとともに，国際交流や国際援助を活

動の場とする高度専門職業人を養成する。

（国際関係研究専攻／博士前期課程）

世界の各地域における諸問題に対し，政治・経済・法律・開発・環境・

情報等の視点から研究を行う「国際関係」部門と，各国の文化・文学の比

較や異文化間コミュニケーション等の文化的フィールドから研究を行う

「国際文化」部門の双方の領域を視野に入れ，総合的・学際的なアプロー

チを試みることにより，専攻分野における研究能力を養い，専門性を要す

る職業等に必要な高度の能力を持つ人材を養成する。

（国際関係研究専攻／博士後期課程）

世界が直面している諸問題は，政治・経済・文化等の複雑な要因から構

成されており，これらの問題に対しては，社会科学・人文科学の成果を結

集した総合的・学際的研究が必要である。このような認識のもとに新領域

の国際関係研究を確立し，地域研究を行い，国際関係に精通した研究者と

して自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる

豊かな学識を有し，国際社会に貢献できる人材を養成する。

理工学研究科

自然環境を護り，社会倫理を尊び，学術の理論及び技術の深奥を究め，

世界の平和と人類の福祉に貢献できる高度な専門的能力を有する人材を養

成する。

（土木工学専攻／博士前期課程）

人間生活を支える基盤施設とそのシステムの建設とマネジメントに関す

る理論と応用を学び，自然環境との調和や資源の有効活用に努め，快適な

社会を提供できる，広い視野と自由な精神をもったシビルエンジニアにし
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て，実践的な専門性を要する職業に必要な高度の能力ないし研究能力を有

する人材を養成する。

（土木工学専攻／博士後期課程）

人間生活を支える基盤施設とそのシステムの建設とマネジメントに関す

る理論と応用を学び，自然環境との調和や資源の有効活用に努め，快適な

社会を提供できる，広い視野と自由な精神をもったシビルエンジニアにし

て，研究者として自立して研究活動を行うことができ，高度に専門的な業

務に従事するために必要な研究能力とその基礎となる豊かな学識を有する

人材を養成する。

（交通システム工学専攻／博士前期課程）

交通・都市・環境の調和と共生が実現できる地域社会の構築と運営のた

めに，情報化社会に即したシステマティックに，かつ，専門的な視野に立

つ教育・研究を行い，広く人類の福祉に貢献し得る交通工学及び社会基盤

工学分野の研究者・技術者を養成する。

（交通システム工学専攻／博士後期課程）

交通・都市・環境の調和と共生が実現できる地域社会の構築と運営のた

めに，情報化社会に即したシステマティックに，かつ，専門的な視野に立

つ高度な教育・研究を行い，広く人類の福祉に貢献し得る交通工学及び社

会基盤工学分野の学識豊かな研究者・技術者を養成する。

（建築学専攻／博士前期課程）

国際的な視野，公正な倫理観，豊かな創造性あるいは芸術性を備え，環

境に調和した持続的都市・安全で美しく機能的な建築空間の構築に貢献で

きる，高度な専門的能力を有するプランナー・デザイナー及び技術者を養

成する。

（建築学専攻／博士後期課程）

国際的な視野，公正な倫理観を持ち，高度な専門的業務に従事するに必

要な豊かな学識と自立して研究活動を行うことのできる能力を備え，環境

に調和した持続的都市・安全で美しく機能的な建築空間の創造に貢献でき

る人材を養成する。

（海洋建築工学専攻／博士前期課程）

海洋及び沿岸域の環境を理解し，その保全を考慮しながら豊かな資源を

活用して，快適な社会生活に供するための海洋建築の創造を可能とする教
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育研究を実践する。すなわち，「海や環境と人間の共生」の視点から，海

洋建築学を中核とする海洋に関わる理学や工学などの基礎から先端技術ま

での幅広い範囲の教育研究を通し，その技術を活用して高度な専門的職業

に従事することができる人材を養成する。具体的には，①国内外の各種コ

ンペでの入賞，②新しい海洋産業の起業化，③新しいコンセプトに基づく

特許の取得，④一級建築士，技術士資格の取得可能な人材を養成する。

（海洋建築工学専攻／博士後期課程）

海洋及び沿岸域の環境を理解し，その保全を考慮しながら豊かな資源を

活用して，快適な社会生活に供するための海洋建築の創造を可能とする教

育研究を実践する。具体的には，①海洋立国を目指すグランドデザインな

どの政策提案，生活環境の整備・改善，②地球環境の保全に貢献する自然

環境や生態環境の保全・再生・修復・創造技術の新規開発，③人々が安全

・安心して生活できる社会基盤や防災施設分野における先端技術の開発な

どを通して，社会に貢献できる能力及びその基礎となる豊かな学識を有

し，国際的に活躍できるリーダーを養成する。

（まちづくり工学専攻／博士前期課程）

土木工学・建築学・都市工学・造園学という既存の学問とともに，景観

学・観光学・福祉工学・防災工学・環境学・情報学といった学際的学問を

融合した教育・研究を推進することによって，まちづくり分野の指導的立

場に立つとともに，国際的にも活躍できるような高度な専門的能力を有す

る技術者（まちづくりプランナー，まちづくりデザイナー，まちづくりプ

ロデューサー）及び研究者を養成する。

（まちづくり工学専攻／博士後期課程）

土木工学・建築学・都市工学・造園学といった既存の学問を基盤とし

て，景観学・観光学・福祉工学・防災工学・環境学・情報学といったまち

づくり分野における学際的学問を包含しつつ，自立して研究活動を推進す

ることにより，まちづくり分野の学問の深淵に臨み，持続可能なまちづく

りを実現することのできる技術と能力及び豊かな感性と学識並びに経験を

備えた研究者・技術者・教育者を養成する。

（機械工学専攻／博士前期課程）

人間生活を環境と安全の側面から豊かにするために，機械工学と自然科

学の基礎理論を総合的に使って，社会のニーズに応える創造性豊かな「も
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のづくりとそのための研究」ができる技術者を養成する。弾塑性学，熱工

学，流体工学，工作法，熱機関，自動車工学，機械力学，金属材料のいず

れかの分野において，学部の学生と研究グループを組んで自由闊達な議論

をしながら，研究計画を立て問題を解決できる能力を養い，現象に対する

観察能力，調査能力，問題点の発見能力，指導力，協調性，説明能力，報

告書作成能力をもつ人材を養成する。

（機械工学専攻／博士後期課程）

人間生活を環境と安全の側面から豊かにするために，機械工学と自然科

学の基礎理論を総合的に使って，社会のニーズに応える創造性豊かな「も

のづくりとそのための研究」ができる高度な研究者・技術者を養成する。

弾塑性学，熱工学，流体工学，工作法，熱機関，自動車工学，機械力学，

金属材料のいずれかの分野において，主体的に選定した研究テーマの下

で，研究計画を立て問題を解決し，現象に対する観察能力，調査能力，問

題点の発見能力，指導力，協調性，説明能力，報告書作成能力を養い，自

立して研究を遂行できる人材を養成する。

（精密機械工学専攻／博士前期課程）

機械工学に加えて電気・電子工学を基礎として，知的メカトロニクスや

ロボティクスに代表される自動化技術，微細加工，マイクロマシン

（MEMS），などの分野における高度な専門知識と研究能力を養う。ま

た，広い視野に立った豊かな学識を有し，高度な専門性のある業務や新技

術の展開に対応でき，人間性豊かな創造力のある技術者・研究者を養成す

る。

（精密機械工学専攻／博士後期課程）

機械工学に加えて電気・電子工学を基礎として，知的メカトロニクスや

ロボティクスに代表される自動化技術，微細加工，マイクロマシン

（MEMS），などの分野における高度な専門知識と研究能力を養う。ま

た，広い視野に立った豊かな学識を有し，自立して研究活動を行い，かつ

高度な専門性のある業務に従事できる人間性豊かな創造力のある技術者・

研究者を養成する。

（航空宇宙工学専攻／博士前期課程）

先駆性，極限性，総合性を特徴とする航空宇宙工学の修得を通じて，自

啓自発の精神を持ち，科学・技術の発展に貢献できる技術者を養成する。
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また，技術者倫理を含む人間形成に必要な素養を身に付けることで，世界

の平和，人類の福祉及び地球環境の保護に貢献できる高度な技術者を養成

する。

（航空宇宙工学専攻／博士後期課程）

先駆性，極限性，総合性を特徴とする航空宇宙工学の修得を通じて，自

啓自発の精神を持ち，科学・技術の発展に貢献できる技術者を養成する。

また，技術者倫理を含む人間形成に必要な素養を身に付けることで，世界

の平和，人類の福祉及び地球環境の保護に貢献できる高度な技術者を養成

する。さらに，深淵な専門知識を修め，自立して研究を遂行し，将来の国

際的研究指導者として活躍し得る研究者を養成する。

（電気工学専攻／博士前期課程）

電気工学が関わる諸分野において，基礎から応用に渡る幅広い研究を行

う科学技術の担い手として，改革の時代に柔軟に対応できる豊かな学識と

電気工学に関する基礎的な専門能力及び国際的に活躍することのできる実

力を備えた研究者・技術者を養成する。

（電気工学専攻／博士後期課程）

未来社会を根底で支える電気工学が関わる諸分野において，先端的な幅

広い研究を行う科学技術の担い手として，改革の時代に柔軟に対応できる

豊かな学識と電気工学に関する高度な専門能力を有する自己啓発的な人材

及び国際的に活躍することのできる実力を備えた研究者・技術者を養成す

る。

（電子工学専攻／博士前期課程）

回路・制御，材料・素子，通信・光，情報工学に跨る幅広い電子技術の

基礎知識を関連づけながら，最新のトピックスや技術動向を学び，電子基

礎，電子工学，電子材料，通信工学，情報処理に関る先端的テーマを掲げ

る研究を遂行することによって，研究開発，専門業務に携わることのでき

る技術力，語学・発表能力を備えた未来志向の研究者・技術者を養成す

る。

（電子工学専攻／博士後期課程）

電子基礎，電子工学，電子材料，通信工学，情報処理の諸分野におい

て，世界に先駆ける先端的テーマを掲げる研究を計画・遂行・完成するこ

とによって，次世代の広範な電子技術を駆使，発展させる独創的研究開
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発，高度な専門業務を遂行するに十分な学識と能力を備えた研究者・技術

者を養成する。

（情報科学専攻／博士前期課程）

数理科学，計算機技術を駆使し，次世代の情報科学及び広範な工学分野

の発展のために，独創的な研究，開発，高度な専門業務を遂行する能力を

備えた研究者・技術者を養成する。

（情報科学専攻／博士後期課程）

豊かな学識をもって，次世代の情報科学及び広範な工学分野の発展を担

う，独創性と創造力に秀でた研究者，高度技術者を養成する。

（物質応用化学専攻※／博士前期課程）

国際的視野に立ち，創造的な研究開発能力を発揮できる科学技術者を養

成する。

（物質応用化学専攻※／博士後期課程）

化学に関する独創的・国際的な研究開発能力ならびに時代の変化に対応

できる豊かな学識と高い倫理観を有し，化学技術の進歩を推進するための

自律的な行動力とコミュニケーション能力をもった指導者となりえる人材

を養成する。

（物質応用化学専攻／博士前期課程）

国際的視野に立ち，創造的な研究開発能力を発揮できる科学技術者を養

成する。

（物質応用化学専攻／博士後期課程）

化学に関する独創的・国際的な研究開発能力ならびに時代の変化に対応

できる豊かな学識と高い倫理観を有し，化学技術の進歩を推進するための

自律的な行動力とコミュニケーション能力をもった指導者となりえる人材

を養成する。

（物理学専攻／博士前期課程）

現代科学・技術の様々な分野において基礎となる物理学の専門知識と論

理的な思考法，科学・技術の課題の解決法を修得し，豊かな人間性，国際

性，社会倫理観を身に付けた人材を養成する。

（物理学専攻／博士後期課程）

物理学の高度で最新の専門知識と思考法を修得し，科学者としての社会

倫理観を身に付け，現代科学・技術の様々の分野における研究課題を解決
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する能力，自立して研究を進める能力，新しい分野を切り開く応用力をも

つ人材を養成する。

（数学専攻／博士前期課程）

現代数学の幅広い分野から，個々の学生の志望，性格に適したテーマを

選択し，論理的分析力，発表力を体得した数学応用者，教育者，研究者を

養成する。

（数学専攻／博士後期課程）

現代数学の幅広い分野から，個々の学生の自主的な選択のもとに主題を

定め，数学の深い知識，論理的分析力，発表力を涵養し，学界及び産業界

にて活躍できる人材を養成する。

（地理学専攻／博士前期課程）

地形や気候を扱う自然分野，農山村や都市を対象とする人文分野，ＧＩ

Ｓ（地理情報システム）を中核とする地理情報分野，環境地理学分野，こ

れらを統合する地誌学の分野があり，実験実習やフィールドワークを重視

し，研究を行い，実務的技術を習得し，創造性豊かで実践的かつ高度な研

究能力を備えた研究者，教育者，実務者などを養成する。

（地理学専攻／博士後期課程）

専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い，豊かな学識に

基づいた高度な研究能力を備えた，人材を養成する。

（量子理工学専攻／博士前期課程）

現代物理学の根幹となっている量子力学に基づき，加速器科学・素粒子

論・場の理論・物性科学・エネルギー科学・情報科学・生命科学などの量

子科学を考究するとともに，その工学的・学際的領域への応用力を培う教

育を行う。これら量子科学の根底的理解を通じて，従来の粋を越えた新し

い科学技術に対応できる能力を養い，社会に貢献できる技術者及び研究者

となる人材を養成する。

（量子理工学専攻／博士後期課程）

現代物理学の根幹となっている量子力学に基づき，加速器科学・素粒子

論・場の理論・物性科学・エネルギー科学・情報科学・生命科学などの量

子科学を考究するとともに，その工学的・学際的領域に応用・展開する力

を培う教育を行う。これら量子科学の根底的理解を通じて，従来の枠を越

えた新しい科学技術を創造できる豊かな能力を養い，率先して社会に貢献
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できる技術者及び研究者を養成する。

生産工学研究科

技術革新に適応する生産工学の先進教育と研究活動の場を提供して，高

度な実践的・創造的な能力を備えた指導的な技術者・研究者を養成する。

（機械工学専攻／博士前期課程）

他分野の技術との融合により急速に進歩する機械工学の技術者養成のた

めに，専門的な研究指導と学際的な教育を合わせて行う。特に，飛躍的に

発展を遂げつつある科学技術に対応できる柔軟で斬新な発想力，創造性豊

かな能力及び協調性を身につけた高度の技術者・研究者を養成する。

（機械工学専攻／博士後期課程）

広い知識と深い探求心を養い，将来社会で認められる研究者への道を切

り開くことができる人材養成を目的とする。特に，各大学院生がこれまで

に培った発想力，創造性，協調性等を基に，これらをさらに飛躍させるた

めの斬新で独創的な研究に対する指導を通じて能力養成を行う。また，そ

の成果を広く関連の学協会に問い，社会において高い評価が得られる研究

者を養成する。

（電気電子工学専攻／博士前期課程）

さらに一歩進んだ電気・電子・情報通信工学に係る学問を探求できる広

い視野と深い学識を備え，論理的思考と創造力を基礎として新しい技術的

領域に寄与できる技術者と研究者を養成する。

（電気電子工学専攻／博士後期課程）

広い視野と電気・電子・情報通信工学に係る深い学識を備え，自らの創

造力により課題を設定し，目標に向かって計画的に研究・開発を遂行でき

る能力を備えた研究者を養成する。

（土木工学専攻／博士前期課程）

土木技術をはじめ地球環境や生態系の保存，安心・安全な地域社会や市

民生活などについて高度な専門的知識を教授する。そしてこれらの学識

と，教員の個別指導による研究活動を通じて，国際的視野に立ち，企業等

において技術的課題に挑戦できる指導的技術者を養成するとともに，研究

者として自立できる人材開発をする。

（土木工学専攻／博士後期課程）
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土木工学分野における高度かつ複合的な研究課題に取り組めるように，

指導教員の指導のもとで，土木工学の専門家として論理的な現象把握によ

る研究遂行能力とともに独創的研究能力を持つ人材を養成する。

（建築工学専攻／博士前期課程）

実学教育の理念に根ざし，建築工学に関わる専門的基礎知識，及び一般

教養を基にして，社会の要請に十分応え得る建築技術者・デザイナーを養

成するために，優れた総合能力と高度な実学的専門知識を，建築分野の各

領域の研究を通し習得する。

（建築工学専攻／博士後期課程）

より高度，かつ普遍性を有する建築工学に関わる専門的知見を，創造的

な学術研究を通し明らかにすることにより，建築工学分野の実学的発展に

資すると共に，建築界において指導的かつ実践能力に優れた人材を養成す

る。

（応用分子化学専攻／博士前期課程）

化学の専門知識を体系的に身につけるとともに，物質の物理化学的性質

及び化学反応を分子論に基づいて理解し，グリーンケミストリーを基礎と

した機能性材料の創出，化学プロセス及び化学計測システムの開発に携わ

ることのできる研究者・技術者を養成する。また，化学及びその関連領域

における諸問題の解決に積極的に取り組み，産業界等で活躍することので

きる上級化学技術者として必要な社会性・国際性を養う。

（応用分子化学専攻／博士後期課程）

化学及びその関連分野に関する広範かつ高度な学識を備え，精密合成，

化学計測などの先端技術を駆使して，研究を自立して論理的に行うことの

できる第一線の化学研究者を養成する。また，新しい機能性材料や化学技

術の開発を国際的視野から先導的に推進する能力，問題解決のための優れ

た計画・設計能力，そして化学技術が社会や地球環境に及ぼす影響を判断

できる高い倫理観を身につける。

（マネジメント工学専攻／博士前期課程）

高品質の製品やサービスを効率よく生産・提供する方法を研究し，開発

から生産，流通，廃棄に至る一貫した管理技術を修得させる。また品質や

生産の管理だけでなく，組織の意思決定のプロセスにおける最適化や情報
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獲得の技術も教育する。企業や組織，社会システムや地球環境も含め，人

が関わるあらゆるシステムを最適にマネージするための技術を研究・教育

し，新しい産業社会に対応できる管理能力を備えた技術者を養成する。

（マネジメント工学専攻／博士後期課程）

物及びサービスの企画・開発から生産，流通，廃棄に至る一貫したプロ

セスを最適化する方法，さらにこの最適化を可能にするための組織の構造

と運用技術を研究・教育する。最適化の観点は，それらの過程及び結果か

ら人間の受ける精神的・肉体的ストレスが低く，地球環境の持続可能性が

高いことである。多様な価値観を調和させ，プロセスの最適化を達成する

ための問題発見・問題解決ができる自立した研究者・教育者を養成する。

（数理情報工学専攻／博士前期課程）

情報化時代に適応する数理情報工学の先進的教育・研究を通して，様々

な問題に共通する数理的な構造を解明し，さらに問題解決のための数理的

な手法と情報工学の活用について学ぶ。これによって，情報化社会におけ

る生産に関連したあらゆる場面で，高度に進化したシステムを扱うことの

できる新しいタイプの実践的な能力を備えた技術者，教育者を養成する。

（数理情報工学専攻／博士後期課程）

情報化時代に適応する数理情報工学の先進的教育・研究を通して，現代

社会における高度で困難な問題の数理的な構造を解明し，情報工学を活用

した数理的な手法を開発する。そのために，数理工学と情報工学を活用し

て，情報化社会における生産に関連したあらゆる場面で，高度に進化した

システムを扱い，問題を解決することができる新しいタイプの創造的な技

術者，研究者，教育者を養成する。

工 学 研 究 科

学問や科学技術の深奥を究め，人類の福祉向上及び人と自然が共生でき

る豊かな社会の構築に貢献でき，幅広い知識を有する，高度専門職業人及

び工学研究者を育成し，もって社会からの負託に応える。

（土木工学専攻／博士前期課程）

社会資本の整備が一段落を迎えた土木工学において，今後は構造物の構

築以外に，維持管理，環境や気候変動に伴う災害制御などの分野に社会の

要請が高まっている。そこで，基礎的知識を技術者専門科目において修得
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した上に，さらにより高度な技術者応用科目をも加えることにより，これ

らの要求に対応可能な実践的な人材を育成する。

（土木工学専攻／博士後期課程）

本課程では，環境保全・整備や防災等に関する社会からの様々な要請に

応えられるよう，多分野にわたる特別研究（地盤・構造・コンクリート

系，環境・水理系，計画系）を設置している。これらの研究を通じて高度

な知識を修得すると共に，実践的に技術指導可能な，また，自立して研究

可能な技術者，研究者を育成する。

（建築学専攻／博士前期課程）

安心して暮らせる豊かな生活環境の創造に向けて，学部で修得した教養

及び建築学の基礎的な知識をもとに，建築学の各専門分野についてより高

度な知識を修得すると共に，建築学の多様な研究や設計の課題に対して自

ら探求してまとめ上げる力を養い，社会の要請に適応できる優れた人材を

育成する。

（建築学専攻／博士後期課程）

建築学の各専門領域における最新の学術的動向を踏まえて，国内外に通

用する企画力や応用力を養うと共に，建築構造学の研究，防災や新材料の

研究，建築人間工学の研究，都市環境に関する研究，建築歴史・意匠の研

究など，広範な専門領域から独創的な研究課題を自ら深耕して，社会の要

請に適応できる自立した研究者，技術者を育成する。

（機械工学専攻／博士前期課程）

高度な機械工学の基礎を修得すると共に，さらにその発展分野であるロ

ボティクス，環境・エネルギー，ナノテクノロジー，バイオメディカル，

福祉工学など機械工学の最先端分野についても学修する。また，ＭＯＴ，

技術者倫理などを学ぶことにより，社会の発展と人類の福祉とに貢献でき

る技術者，研究者を育成する。

（機械工学専攻／博士後期課程）

高度な機械工学の基礎を修得すると共に，さらにその発展分野であるロ

ボティクス，環境・エネルギー，ナノテクノロジー，バイオメディカル，

福祉工学など機械工学の最先端分野についても学修する。また，研究，学

位論文作成などを通じて，自立して研究できる技術者，研究者，教育者を
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育成する。

（電気電子工学専攻／博士前期課程）

人類社会における電気の貢献は計り知れないし，その役割も多岐にわた

ることから，これからの未来社会においては電気の技術革新が重要とな

る。このため，技術の発展と進歩によって優れた人材が求められているの

で，高度な電気電子の知識の修得を通じて，新しい分野を開拓する科学技

術の担い手となり得る想像力と独創性が豊かで自己啓発的な精神を持ち，

社会の発展に貢献でき，自立した技術者を育成する。

（電気電子工学専攻／博士後期課程）

博士後期課程では電気の先端的な研究を通じて，世界に貢献できる優れ

た博士論文をまとめるための研究計画と実行，及び洞察力を養うことを目

的に，高度な電気電子の知識の修得のみならず新しい分野を開拓するフロ

ンティア精神に富み，科学技術の担い手となり得る想像力と独創性豊かで

自己啓発的な精神を持ち，社会の発展に貢献できる自立した研究者を育成

する。

（生命応用化学専攻／博士前期課程）

２１世紀を切り開く社会システムの実現へ向け，国際的な視野に立ち，化

学の専門知識を体系的に身につけると共に，環境に配慮した化学製品の開

発・生産・普及活動及び環境保全・リサイクル活動などに従事し，循環型

で持続可能な社会の実現に貢献できる柔軟で斬新な発想力・創造力及び協

調性を身につけた高度な応用化学技術者を育成する。

（生命応用化学専攻／博士後期課程）

２１世紀を切り開く社会システムの実現へ向け，国際的な視野に立ち，化

学の専門知識を体系的に身につけると共に，環境に配慮した化学製品の開

発・生産・普及活動及び環境保全・リサイクル活動などに従事し，循環型

で持続可能な社会の実現に貢献できる柔軟で斬新な発想力・想像力及び協

調性を身につけ，自立して研究を遂行できる研究者を育成する。

（情報工学専攻／博士前期課程）

情報システムと情報処理に関する先進的な教育・研究を通じて，論理的

に物事を考える習慣をつけると共に，他者との的確なコミュニケーション

を図りながら，問題を正しく認識し，その解決に向けて努力することがで
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きる技術者を育成する。また，情報技術者としての責任と義務を自覚し，

高度な情報システムを扱うことができ，もって，人類社会並びに情報工学

とその周辺技術の発展に貢献できることを目的とする。

（情報工学専攻／博士後期課程）

情報システムと情報処理に関する先進的な教育・研究を通じて，論理的

に物事を考える習慣をつけると共に，他者との的確なコミュニケーション

を図りながら，問題の本質をとらえ，その解決に向けて努力することがで

きる自立した研究者を育成する。また，情報技術者としての責任と義務を

自覚し，高度な情報システムを開発することができ，もって，人類社会並

びに情報工学とその周辺技術の発展に貢献できることを目的とする。

医 学 研 究 科

「自ら学ぶ」「自ら考える」「自ら道を開く」姿勢を持って，独創性の高

い研究を行い，人類の知の体系に貢献する医学研究者及び研究指導者を養

成する。統合的学科目や臨床系の教員が担当する基礎系学科目などを配置

し，新たな学際的研究にも対応できる専攻科目体系を構築し，多様化の進

む医学研究に対応する教員組織の充実を図り，国際的に通用する高度な先

進的医学研究を推進し，大学院教育の充実を図る。

（生理系／博士課程）

生理系の各専攻は生命現象の本質を研究することを目的として設置され

ている。研究を進めるために採られる方法は様々であるが，できるだけ多

くの研究方法を理解して有機的に応用することによって，より成果の上が

るよう努めている。また得られる成果が医療面でも利用され，人類の福祉

と幸福に寄与できるよう考慮されている。なお，本系の修了者には将来研

究指向の医師ばかりでなく，研究指導者や大学等の教員となりうる人材を

養成する。

（病理系／博士課程）

病理系の研究分野は形態病理学より始まり，微生物学，免疫学，腫瘍

学，病態代謝学，臨床応用に直接関連した人工臓器・移植医学まで病理系

に特化した専門性を有する研究内容を有している。従って，病理系研究課

程を通して育成される人材は，将来その分野の指導的役割を発揮すること

が求められると共に，当該分野における専門性を広く基礎並びに臨床医学
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の発展に還元できる能力と使命感とを有する人材を養成する。

（社会医学系／博士課程）

社会・環境と健康・疫病との関係を理解し，社会的に役立つ研究を行な

うために，疫学的手法（公衆衛生）・実験的手法（環境医学）などを研究

に応用する能力を身につけさせる。

また，医療制度の現況を把握し，医療経営の基本となる医療の質と効率

を定量的に評価し，医療事故の現状と予防対策を構築できる人材を育て

る。その他に裁判と関連する親子鑑定・個人識別・法医解剖の必要性を認

識し，実践できる人材を養成する。

（内科系／博士課程）

内科系医学はあらゆる疾患の病態解明，診断法・予防法・内科的治療法

の確立を図ることが中心をなす。日々医療を取り巻く状況が変化する中

で，ますます高度化・複雑化する内科学の各分野の基礎研究を通して，医

科学の進歩に対応し，科学的に明確な根拠に基づいた質の高い優れた各分

野の医療を実践できる専門医と，高度な水準の医学研究に基づきより深い

科学的洞察力及び研究マインドと指導力とを兼ね備えた研究指導者を養成

する。

（外科系／博士課程）

外科系医学は疾病に対して観血的手技を用いて人体の恒常性の回復を図

ることが中心をなす。したがって，外科系医学においては疾患の病態のみ

ならず観血的侵襲そのものによる病態生理の探究が求められる。さらに，

損なわれた臓器または組織の機能の回復・代替補填を図るための生理学，

薬理学的対応及び人工臓器・組織にわたる広範な知識が必要である。大学

院課程では斯かる外科系医学に求められる臨床，基礎的研究を行う人材を

養成する。

歯 学 研 究 科

歯科医学の教育・研究活動に必要な深い教養と高度の研究能力及びその

基礎となる豊かな学識とともに，歯科医学の発展に寄与しうる教育・研究

を指導する能力を養うことを目的とする。

専攻分野の教育者及び研究者として自立した活動を行い，さらに歯科医

学教育・先端的歯科診療等の指導に従事するために必要な深い教養と高度
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の研究能力の養成及びその基盤となる豊かな学識を養うことを目的とす

る。

（歯学専攻／博士課程）

多岐にわたる歯科医学の高度にしてより幅広い知識と先進的医療技術を

有す教育者及び研究者の育成を図るべく，口腔構造機能学分野，応用口腔

科学分野，口腔健康科学分野の３分野を設置している。これらは，歯科基

礎系と歯科臨床系を融合した分野であり，学際領域の推進により複数の教

員による指導体制のもとに，教育及び臨床に直結した歯学研究，専門医養

成することを目的とする。

松戸歯学研究科

歯科医学の進歩に伴い，これまでの不可逆的な治療から，予防あるいは

再生治療へと変わりつつある。それらの変化に的確に対応し，科学する能

力を持った臨床医を育てること，未来の歯科医学を担う教育・研究指導者

を養成する。

また，情報を整合的に解釈して診療にフィードバックできる臨床医ある

いは研究者を養成する。

（歯学専攻／博士課程）

歯科医療の様々な問題に対して，科学的アプローチを行い，解決を導き

出す能力を持った研究者を養成する。また最先端の研究成果の取り込みを

行うことにより，それらの情報を歯科医療の現場にフィードバックし，口

腔疾患の診断，治療，予防に役立てることができるような臨床医，未来の

歯科医学を担う教育・研究者を養成する。

生物資源科学研究科

優れた研究者と高度の専門技術者の育成に主眼を置き，充実した教育研

究指導体制の下で，基礎科学を応用領域にまで発展し得る力量を備えた人

材を養成する。特に新しい産業構造・社会の変化に迅速に対応出来る総合

的な知識と創造性豊かな人材，また国際的視野で新しい科学・技術上の問

題を総合的に解決出来る見識豊かな人材などの養成を教育・研究指導の目

的とする。

（生物資源生産科学専攻／博士前期課程）

植物生産科学，動物生産科学，水圏生物生産科学，森林生産科学，生産
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環境工学の各分野から構成される生物資源生産科学に関する知識を教授す

る。また，生物生産に関わる事項について生物資源と生物環境の両面から

総合的に捉え，生物資源を持続的，かつ有効に管理・活用するための研究

指導を行ない，広い視野から問題点を把握し，応用力を発揮しうる人材の

養成を目指す。

（生物資源生産科学専攻／博士後期課程）

生物資源生産に関わる各分野での基礎・応用研究をさらに発展させ，高

度な問題解決能力と創造力に富んだ専門技術者と優れた研究能力を発揮で

きる専門の研究者の養成を目指す。

（生物資源利用科学専攻／博士前期課程）

生物資源利用学，生物資源利用化学，微生物利用科学，食品科学の４分

野から構成される生物資源利用に関する知識を教授する。また，生物資源

の利用に関わる課題や生物資源を有効利用する技術の開発を研究課題とし

て，広い視野から問題点を把握し，その解決の取り組みにあたって応用力

を発揮しうる人材の養成を目指す。

（生物資源利用科学専攻／博士後期課程）

生物資源利用に関わる諸問題について各分野から総合的に捉えた講義と

研究指導を行なう。生物資源を有効に利活用できる技術の開発を可能にす

る専門技術者と優れた研究能力と広い視野をもち，問題を把握し，応用力

を発揮して解決できる有能な研究者を養成する。

（応用生命科学専攻／博士前期課程）

生命工学的手法による生物及び生体機能の開発・応用と，環境に配慮し

た新たな生物資源の創製に関する基礎ならびに応用研究の手法・技術を指

導し，当該分野における研究能力，または高度の専門性を要する職業等に

必要な能力を有する人材を養成する。特に本課程では，生体分子科学，細

胞生物科学，生体機能科学，分子生態科学の各分野に関わる講義と演習を

行い，これらの専門分野の総合的学習による広い視野に立った学識を教授

する。

（応用生命科学専攻／博士後期課程）

生体分子科学分野では生体分子の動態と生物学的機能，細胞生物科学分

野では細胞機能の解明及び遺伝子資源の継続的利用，生体機能科学分野で
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は生体諸機能の発現と制御，分子生態科学分野では環境中における生物機

能の解析，開発，利用に関する学識の教授と，研究を指導する。これによ

り各分野において自立して研究活動を行い，また高度に専門的な業務に従

事するに必要な高度の研究能力と豊かな学識を有する人材を養成する。

（生物環境科学専攻／博士前期課程）

ストレス耐性科学，環境計画学，環境創造保全学，環境情報科学の４分

野から構成される生物環境科学に関わる講義・演習を通して，専門分野の

基礎・応用的手法・技術を習得させる。もって人類の環境との共生・保全

に貢献することができるような研究能力，または高度な専門性を要する職

業等に必要な能力を備えた有為な人材を養成する。

（生物環境科学専攻／博士後期課程）

生物環境科学に関する基礎的能力，すなわち環境を構成する自然的側面

と人為的側面との関係を分析する知識・手法に基づき，環境に関わる情報

・解析科学，シミュレーション，計画学さらには環境倫理学を含む総合的

で高度な研究へと発展させる。また，豊かな学識と優れた研究能力と専門

技術を備えるのみならず，国内外の環境との共生のための環境政策に関わ

る提言能力をも有する人材を養成する。

（生物資源経済学専攻／博士前期課程）

生物資源・食品経済学，食品流通・経営学，国際食料資源経済学，国際

地域開発学の各分野から構成される生物資源経済学を学ぶことで，国内外

における生物資源，特に生産・流通・消費に関する研究手法や理論を習得

し，この分野の研究能力と専門技術を備えた農業，食品産業及び国際協力

分野における優秀な人材を養成する。

（生物資源経済学専攻／博士後期課程）

専門性に富みかつ高度な知識を学び，国内外における生物資源，特に生

産・流通・消費に関する理論や実態を研究することで，この分野の優れた

研究能力を持つ研究者や，高度な専門技術を備えた国際協力分野における

リーダーとなりうる人材を養成する。

獣医学研究科

「獣医比較形態学」，「獣医比較機能学」，「獣医感染制御学」，「獣医疾病

予防学」，「獣医病態制御学」，「獣医病態情報学」の６つの分野において，
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高度で専門的な知識，実践的な技術並びに理論感を有し，創造性豊かで国

際的に貢献できる人材の養成を行なう。

（獣医学専攻／博士課程）

臨床系は，主として動物病院及び医科学を活用し，そこに保有するＭＲ

Ｉ，Ｘ線ＣＴ，放射線治療器など最先端の医療機器を用いて，高度の医療

技術と知識を持った獣医療専門家を育成する。応用系は，動物医科学セン

ターを主な教育研究の場として，感染症の診断・メカニズムの解明や疾病

制御・予防に関する最新の知識の教授と高度な技術の習得によって，専門

性を有した応用獣医学と臨床獣医学に貢献できる人材を育成する。基礎系

においては生命科学に関する質の高い基礎研究の指導を通して能力の高い

人材を養成する。

薬 学 研 究 科

ライフサイエンスを中心とした基礎科学の発展に伴って疾病の解明が進

み，医療における診断，治療技術も著しく高度化している。また，老齢人

口の増加など社会構造の変化により，医療に貢献できる薬学が一層求めら

れている。このような多岐に亘る社会的要請に応え，薬学分野における高

度な専門知識と技術を涵養し，独創的な研究活動を通じて国際的な競争力

及び自立して研究を遂行し発展させる能力を修得させ，将来，医療の分野

で指導的役割を果たす質の高い薬学研究者・薬剤師を養成することを目的

とする。

（薬学専攻／博士課程）

医療に関連した臨床的な課題を対象とする研究領域を中心とした広範な

専門的知識と技術を涵養し，自ら研究課題を解決できる能力及び高度な医

療を担うための能力を修得させ，将来，指導的立場で活躍し，社会に貢献

できる人材を養成する。

総合社会情報研究科（通信制）

科学技術の革新，社会制度の変革，知的パラダイムの転換等が急進展す

る状況下，現代社会の種々の活動領域で，高度な専門的かつ総合的な認識

力・判断力をもってそれぞれの専門分野で指導的立場に立つ職業人の養

成，及び既成の枠を超えて諸科学間の有機的な関連を獲得できる独創的な

学問研究者の育成を目指す。ＩＴの特性を最大限に生かして各人のグレー
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ドアップを図り，学際性と専門性との両立を可能にする教育を目的とす

る。

（国際情報専攻／博士前期課程）

国際化・グローバル化を特質とする現代において，国際情勢の帰趨と世

界の中の日本のあり方に対する広い視野と鋭敏な感覚を持ち，経営・経済

・政治・行政・国際関係・言論等の分野で指導的，先端的な役割を演ずる

人材を育てる。国際情報論を基軸とし，国際経営・金融，国際マクロ経

済，地域金融等の領域と，国際協力，国際政治・関係，グローバルヘルス

・市民社会等の領域を周到にカバーしながら，国際社会の現実的動態，国

際社会と日本との連関等に関する学問的認識の獲得を教育の目的とする。

（文化情報専攻／博士前期課程）

多様な文化に対する適正な理解だけでなく，時代・地域・社会を超えて

伝播し，変容を遂げる文化の可変的・動態的特質についても十分な理解に

至るよう，近年の学際的・超域的文化研究の成果をもって教授する。２１世

紀のさらなるグローバル化の時代にあって，修得した識見を国内外に発信

し，あるいは教授することで，教育，メディア，翻訳，コミュニケーショ

ン等の様々な領域で社会への還元を果たし得る文化エキスパートの養成を

教育の目的とする。

（人間科学専攻／博士前期課程）

政治・社会から教育・宗教にいたる諸領域において，現代社会の根本的

なニーズに対応し人間存在の基本問題について十全の認識・洞察をもった

問題解決型の人材を育成することがねらいである。哲学，教育，心理学及

び医療・安全の４つの領域・分野に亘って周到な注意を払うことによっ

て，人間存在の現代的意義を理解しながら，各人の専門分野についての学

問的認識を深化させることを教育の目的とする。

（総合社会情報専攻／博士後期課程）

世界や社会の状況が大きな変貌を遂げ，また精神的，知的な枠組みが急

激に転換しつつある中で，それぞれの専門領域において，総合性と専門性

とを兼ね備えた高度な知見に立って主導的役割を演じる社会的職業人及び

学問研究者の養成を目的とする。１つの専攻を国際情報，文化情報，及び

人間科学の３つの「分野」に分け，高度な専門性を追求しながら，他分野
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の諸科学にも周到な注意を払い，専門性に見合う総合性の樹立を目指す。

法務研究科（法科大学院）

本研究科の目的は，法学の理論・知識をふまえた法律実務処理の基礎的

能力のみならず，人間に対する深い洞察力，健全な社会常識を備えた法曹

の育成にある。倫理観，正義感の涵養を通じて，市民から信頼され，また

企業活動のコンプライアンス等に通じた法律実務家を養成するとともに，

総合大学の総合力，多様性を活かし，医療・環境・知的財産等の専門分野

への道を開くことを目指す。

（法務専攻（専門職学位課程））

理論と実務が密接に連携した双方向教育を展開し，法律基本科目の十分

な理解，法律実務科目の習得の上に，多様な法的問題に柔軟に対応でき，

法化社会の実現に資する専門性の高い法曹を養成する。
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別表２の１

項目
学部 ◎入学金 授 業 料 実 験 実 習 料 施設設備資金 教育充実料

学

部

法 学 部 ２６０，０００ ８１０，０００② １～４年次
各１９０，０００②

文
理
学
部

（文学系）２６０，０００
８３０，０００②

哲学・英文
・ドイツ文 １０，０００②
史学・国文 ２０，０００②
中国語中国文化
・社会・教育 ２５，０００②
社会福祉 ６０，０００②
体育 ８０，０００②
心理 ７０，０００②

１～４年次
各１９０，０００②

社会福祉
１～４年次
各２００，０００②

体育・心理
１～４年次
各２２０，０００②

地理
１～４年次
各２４０，０００②１，０６０，０００② 地理 ６０，０００②

（理学系）２６０，０００ １，１００，０００②

物理 １１０，０００②
生命科・化 １４０，０００②
数学 ７０，０００②
情報科 ８０，０００②
地球科 ６０，０００②

１～４年次
各２４０，０００②

経 済 学 部 ２６０，０００ ８１０，０００② １～４年次
各１７０，０００②

商 学 部 ２６０，０００ ８１０，０００② １～４年次
各１７０，０００②

芸 術 学 部 ２６０，０００

１，１１０，０００②

写真 １００，０００②

１～４年次
各４００，０００②

音楽 １２０，０００②

演劇 ７０，０００②

１，１４０，０００②

（監督・撮影録音コース）
１５０，０００②

（演技コース）
映画

８０，０００②
（映像表現理論コース）

１００，０００②

放送 １００，０００②

１，１００，０００②
美術 １２０，０００②

デザイン ９０，０００②

１，０４０，０００② 文芸 ５０，０００②

国 際 関 係
学 部 ２６０，０００ ８９０，０００② １～４年次

各２００，０００②

危 機 管 理
学 部 ２００，０００ ８６０，０００② １～４年次

各２００，０００②

スポーツ科
学 部 ２００，０００ ８００，０００② １００，０００② １～４年次

各３００，０００②

理 工 学 部 ２６０，０００ １，１５０，０００②

数学 ６０，０００②
土木・交通システム・建
築・海洋建築・まちづく
り・機械・精密機械・航
空宇宙・電気・電子・応
用情報・物質応用化学・
物理 １００，０００②

１～４年次
各２２０，０００②

生産工学部 ２６０，０００ １，１００，０００②
１年 ８０，０００②
２年 ９０，０００②
３年 １００，０００②
４年 １００，０００②

１～４年次
各２２０，０００②
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│ ┌─────┬────┬──────┬───────────┬───────┬──────┐│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │１年 ８０，０００②│１～４年次 │ ││ │工 学 部│２６０，０００│１，１００，０００②│ │ │ ││ │ │ │ │２～４年 １００，０００②│ 各２２０，０００②│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼────┼──────┼───────────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │１年次 ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │１年 ３５０，０００ │１～６年次 │１，０００，０００ ││ │医 学 部│１，０００，０００│２，５００，０００②│ │ │ ││ │ │ │ │２～６年 各３５０，０００②│ 各１，５００，０００②│２～６年次各││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │１，０００，０００②││ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼────┼──────┼───────────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │１年次 ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │１～６年次 │１，６００，０００②││ │歯 学 部│６００，０００│３，０００，０００②│ │ │ ││ │ │ │ │ │ 各１，７００，０００②│２～３年次各││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ６００，０００②││（昼）│ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼────┼──────┼───────────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │１年次 ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │１～６年次 │２，０００，０００②││ │松戸歯学部│６００，０００│３，５００，０００②│ │ │ ││ │ │ │ │ │ 各８００，０００②│２年次 ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │１，０００，０００②││ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼────┼──────┼───────────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ 食品ビ│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ ジネス│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │１～４年次 │ ││ │ │２６０，０００│ ８５０，０００②│ １００，０００②│ │ ││ │ │ │ │ │ 各１７０，０００②│ ││ │ 国際地│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ 域開発│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │

生
物
資
源
科
学
部

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │１～６年次 │ ││ │ 獣医 │２６０，０００│１，５００，０００②│ ３００，０００②│ │ ││ │ │ │ │ │ 各３５０，０００②│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈│ │ │ │ │ │ │ ││ │ その他│ │ │ │１～４年次 │ ││ │ │２６０，０００│１，０５０，０００②│ １５０，０００②│ │ ││ │ の学科│ │ │ │ 各２００，０００②│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├─────┼────┼──────┼───────────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │１～６年次 │ ││ │薬 学 部│４００，０００│１，４００，０００②│ │ │ ││ │ │ │ │ │ 各６５０，０００②│ ││ │ │ │ │ │ │ │├─┼─────┼────┼──────┼───────────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │１～４年次 │ │学部│ │法 学 部│１６０，０００│ ４００，０００②│ │ │ ││ │ │ │ │ │ 各１００，０００②│ │（夜）│ │ │ │ │ │ │ │└─┴─────┴────┴──────┴───────────┴───────┴──────┘

（備考） １ 金額の単位は円

２ 金額はすべて年額。ただし◎印は入学初年度のみ納入

３ 〇印の中の数字は分納回数

４ この表は，平成３１年４月の入学者から適用する。
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別表２の２
┌──────────┬────┬──────┬───────────┬───────┬───┐│ │ │ │ │ │ ││ 項目│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │教 育││ │◎入学金│ 授 業 料 │ 実 験 実 習 料 │ 施設設備資金 │ ││ │ │ │ │ │充実料││研究科（課程） │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├─┬────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │前期１～２年次│ ││ │法 学 研 究 科│ │ │ │ │ ││ │ │２００，０００│ ５８０，０００②│ │ 各１５０，０００②│ ││ │（博士前期・後期）│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │後期１～３年次│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈│ │ │ │ │ │ │ ││ │（政治学専攻前期│ │ │ │ │ ││ │ │２００，０００│ ８５０，０００②│ │ １５０，０００②│ ││ │１年コース） │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │新 聞 学 研 究 科│ │ │ │ │ ││ │ │２００，０００│ ５８０，０００②│ │ １５０，０００②│ ││ │（博士前期・後期）│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │前期１～２年次│ ││ │文 学 研 究 科│ │ │教育学専攻 １５，０００②│ │ ││ │ │２００，０００│ ５８０，０００②│ │ 各１５０，０００②│ ││ │（博士前期・後期）│ │ │心理学専攻 ６０，０００②│ │ ││ │ │ │ │ │後期１～３年次│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │総合基礎科学研究科│ │ │ │ │ ││ │ │２００，０００│ ７００，０００②│ ８０，０００②│ 各３００，０００②│ ││ │（博士前期・後期）│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │前期１～２年次│ ││ │経 済 学 研 究 科│ │ │ │ │ ││ │ │２００，０００│ ７３０，０００②│ │ 各１７０，０００②│ ││ │（博士前期・後期）│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │後期１～３年次│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │前期１～２年次│ ││ │商 学 研 究 科│ │ │ │ │ ││ │ │２００，０００│ ５８０，０００②│ │ 各１５０，０００②│ ││ │（博士前期・後期）│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │後期１～３年次│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │文芸学専攻 ４０，０００②│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │映像芸術専攻１００，０００②│ │ ││ │芸 術 学 研 究 科│ │ │ │１～２年次 │ ││ │ │２００，０００│

文芸
６００，０００②

映像
６８０，０００②

造形
７１０，０００②

音楽
７１０，０００②

舞台
６８０，０００②

│造形芸術専攻 ９０，０００②│ │ ││ │ （博士前期） │ │ │ │ 各２００，０００②│ ││ │ │ │ │音楽芸術専攻１１０，０００②│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │舞台芸術専攻 ７０，０００②│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │１～３年次 │ ││ │ （博士後期） │２００，０００│ ７００，０００②│ │ │ ││ │ │ │ │ │ 各２００，０００②│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │博士前期 │ │ │ ││ │ │ │ │ │前期１～２年次│ ││ │国際関係研究科│ │ ７５０，０００②│ │ │ ││ │ │２００，０００│ │ │ 各２００，０００②│ ││ │（博士前期・後期）│ │博士後期 │ │ │ ││ │ │ │ │ │後期１～３年次│ ││

大

学

院

│ │ │ ７００，０００②│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈│ │ │ │ │ │ │ ││ │（前期１年コース）│２００，０００│１，１００，０００②│ │ ２００，０００②│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │博士前期 │ │ │ ││ │ │ │ │ │前期１～２年次│ ││ │ │ │ ７５０，０００②│数 学 専 攻 ４０，０００②│ │ ││ │
理工学研究科

（博士前期・後期）│２００，０００│ │ │ 各３００，０００②│ ││ │ │ │博士後期 │その他の専攻 ８０，０００②│ │ ││ │ │ │ │ │後期１～３年次│ ││ │ │ │ ６３０，０００②│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │前期１～２年次│ ││ │地 理 学 専 攻│ │ │ │ │ ││ │ │２００，０００│ ６２０，０００②│ ５０，０００②│ 各２００，０００②│ ││ │（博士前期・後期）│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │後期１～３年次│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │博士前期 │ │ │ ││ │ │ │ │ │前期１～２年次│ ││ │生産工学研究科│ │ ７００，０００②│ │ │ ││ │ │２００，０００│ │ ８０，０００②│ 各３００，０００②│ ││ │（博士前期・後期）│ │博士後期 │ │ │ ││ │ │ │ │ │後期１～３年次│ ││ │ │ │ ６３０，０００②│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │博士前期 │ │ │ ││ │ │ │ │ │前期１～２年次│ ││ │工 学 研 究 科│ │ ７００，０００②│ │ │ ││ │ │２００，０００│ │ ８０，０００②│ 各３００，０００②│ ││ │（博士前期・後期）│ │博士後期 │ │ │ ││ │ │ │ │ │後期１～３年次│ ││ │ │ │ ６３０，０００②│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │医 学 研 究 科│ │ │ │ │ ││ │ │２００，０００│ ７００，０００②│ │ ◎５００，０００│ ││ │ （博士） │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │
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│ ┌────────┬────┬──────┬───────────┬───────┬───┐│ │ │ │ │ │ │ ││ │歯 学 研 究 科│ │ │ │ │ ││ │ │２００，０００│ ７００，０００②│ │ ◎５００，０００│ ││ │ （博士） │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │松戸歯学研究科│ │ │ │ │ ││ │ │２００，０００│ ７００，０００②│ │ ◎５００，０００│ ││ │ （博士） │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │前期１～２年次│ ││ │生物資源科学研究科│ │ │ │ │ ││ │ │２００，０００│ ８００，０００②│ │ 各２００，０００②│ ││ │（博士前期・後期）│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │後期１～３年次│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │前期１～２年次│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │生物資源経済学専攻│２００，０００│ ７００，０００②│ │ 各１００，０００②│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │後期１～３年次│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │獣 医 学 研 究 科│ │ │ │１～４年次 │ ││ │ │２００，０００│ ８５０，０００②│ │ │ ││ │ （博士） │ │ │ │ 各２００，０００②│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │薬 学 研 究 科│ │ │ │ │ ││ │ │２００，０００│ ６００，０００②│ │ ◎ ５００，０００│ ││ │ （博士） │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │総合社会情報研究科│ │ │ │１～２年次 │ ││ │ │２００，０００│ ６４５，０００②│ │ │ ││ │ （博士前期） │ │ │ │ 各１５０，０００②│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │１～３年次 │ ││ │ （博士後期） │２００，０００│ ６００，０００②│ │ │ ││ │ │ │ │ │ 各１５０，０００②│ ││ │ │ │ │ │ │ ││ ├────────┼────┼──────┼───────────┼───────┼───┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │法 務 研 究 科│ │ │ │１～３年次 │ ││ │ │２５０，０００│ ９８０，０００②│ │ │ ││ │（専門職学位） │ │ │ │ 各１００，０００②│ ││ │ │ │ │ │ │ │└─┴────────┴────┴──────┴───────────┴───────┴───┘

（備考） １ 金額の単位は円

２ 金額はすべて年額。ただし◎印は入学初年度のみ納入

３ 〇印の中の数字は分納回数

４ この表は，平成３１年４月の入学者から適用する。
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別表３

証明手数料
┌────────────┬─────┬─────┬─────────┐│ │ │ │ ││ 種 類 │摘 要│金 額（円）│ 備 考 ││ │ │ │ │├────────────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ ││在 学 証 明 書│１通につき│ １００│ ││ │ │ │ │├────────────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ ││成 績 証 明 書│ 〃 │ ２００│ ││ │ │ │ │├────────────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ ││卒 業 証 明 書│ 〃 │ ２００│ ││ │ │ │ │├────────────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ ││卒 業 見 込 証 明 書│ 〃 │ １００│ ││ │ │ │ │├────────────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ ││身 上 証 明 書│ 〃 │ １００│ ││ │ │ │ │├────────────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ ││人 物 調 査 書│ 〃 │ １００│ ││ │ │ │ │├────────────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ ││健 康 診 断 書│ 〃 │ １００│ ││ │ │ │ │├────────────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ ││英文証明書（オリジナル）│ 〃 │ ６００│ ││ │ │ │ │├────────────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ ││英文証明書（コ ピ ー）│ 〃 │ ２００│ ││ │ │ │ │├────────────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ ││教員免許状取得見込証明書│ 〃 │ １００│ ││ │ │ │ │├────────────┼─────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ ││教 職 単 位 証 明 書│ 〃 │ １００│ ││ │ │ │ │└────────────┴─────┴─────┴─────────┘
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