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平成19（2007）年度　学事関連スケジュール（三田）

春

学

期

4 月 2 日（月）12 :30～ 成績証明書発行開始

　　 3 日（火）10 :45～12 :15 情報処理教育室設置講座ガイダンス（516番教室）

　　 5 日（木）10 :45～12 :15 国際センター在外研修プログラムガイダンス（526番教室）

　　　　　　 14 :45～15 :45 教育実習事前指導Ⅰ（大学院 2 年生以上の2007年度実習予定者）（519番教室）

　　 6 日（金）9 :00～ 大学院入学式＜西校舎ホール＞

　　　　　　 11 :30～13 :00 履修案内等資料配布（133番教室）

　　　　　　 13 :00～ 社会学研究科全体ガイダンス（527番教室）

　　　　　　 全体ガイダンス終了後，

　　　　　　 専攻別ガイダンス

社会学専攻（516番教室）

心理学専攻（514番教室）

教育学専攻（515番教室）

　　　　　　 16 :30～18 :00 教職課程ガイダンス（大学院生対象）（516番教室）

　　　　　　 18 :10～19 :10 教育実習ガイダンス（2008年度実習予定者）（311番教室）

　　 9 日（月） 春学期授業開始

　　13日（金）10 :00～　17日（火）14 :00 Webによる履修申告期間

　　17日（火）8 :45～14 :00 用紙による履修申告日

　　19日（木）9 :00～ ＜予定＞ 学事Webシステム履修科目確認画面稼動開始

　　23日（月） 開校記念日【休校】

　　27日（金） 在学料等納入期限（全納または春学期分納）

5 月初め 履修申告科目確認表送付（本人宛）

　　上・中旬 健康診断

　　 7 日（月）～
修士課程 2 年生修了見込証明書発行開始

博士課程 3 年生単位取得退学見込証明書発行開始

　　 7 日（月）～ 9 日（水）＜予定＞ 履修エラー修正期間（期間は履修申告科目確認表に記載）

　　下旬 早慶野球戦

7 月10日（火） 春学期土曜代替講義日

　　11日（水） 春学期月曜代替講義日

　　14日（土） 春学期授業終了

　　17日（火） 春学期補講日

　　18日（水）～26日（木） 春学期末試験（この期間の授業はありません）

　　27日（金）～ 9 月21日（金） 夏季休業（ 8 月 9 日（木）～ 8 月15日（水）　三田キャンパス一斉休業）

秋

学

期

9 月22日（土）・25日（火） 秋学期ガイダンス　※社会学研究科のガイダンスはありません

　　26日（水） 秋学期授業開始

　　28日（金） 9 月学位授与式

10月31日（水） 在学料納入期限（秋学期分納）

　　下旬 早慶野球戦

11月 7 日（水）～13日（火） 小泉信三記念大学院特別奨学金出願期間

　　20日（火）～30日（金）
修士学位請求論文題目届提出

博士学位請求論文研究計画書提出

　　20日（火）　 1 ・ 2 時限 秋学期補講日①

　　20日（火）　 3 時限　～26日（月） 三田祭（準備，本祭，後片付けを含む）【休講】

　　30日（金） 休学願提出期限

12月23日（日）～ 1 月 5 日（土） 冬季休業（12月28日（金）～ 1 月 6 日（日）　三田キャンパス一斉休業）

1 月 7 日（月） 秋学期授業開始

　　10日（木） 福澤先生誕生記念日【休校】

　　16日（水） 秋学期土曜代替講義日

　　18日（金） 秋学期月曜代替講義日

　　21日（月） 秋学期授業終了

　　22日（火） 秋学期補講日②

　　23日（水）～ 2 月 5 日（火） 秋学期末試験（この期間の授業はありません）

　　25日（金）～31日（木） 博士課程在学期間延長願・単位取得退学届提出

　　31日（木）　10 :00～11 :30、12 :30～14 :00 修士学位論文提出

2 月 3 日（日） 福澤先生命日

　　上旬～ 3 月下旬 春季休業

　　18日（月） 修士論文面接

3 月10日（月） 修士課程修了者発表

　　中旬 学業成績表送付（本人宛）

　　28日（金） 3 月学位授与式

注意事項
・代替講義日
　 　土曜代替講義日（ 7 月10日（火）， 1 月16日（水））には，実際の曜日にかかわらず，土曜開講の授業が行われます。月曜代替講義日（ 7 月11日（水）， 1
月18日（金））には，実際の曜日にかかわらず，月曜開講の授業が行われます。土曜または月曜開講の授業を履修している学生は，それぞれの代替講義日に
注意してください（代替講義日には，土曜・月曜以外の曜日の授業は行われません）。

・補講日
　 　補講日（ 7 月17日（火），11月20日（火）午前，1 月22日（火））には，実際の授業開講曜日にかかわらず，補講を行うことがあります。補講実施科目については，
休講・補講掲示で確認してください（補講日に設定されている火曜日の授業は，補講にならない限り行われません）。また，補講日以外の通常授業時でも補
講を行うことがありますので，掲示板をよく確認してください。

・ 土曜・日曜・祝日・義塾が定めた休日および大学事務の休業期間には，学事センター窓口業務を執り行いません。証明書発行等も行わないので注意してく
ださい。なお，ここに記載されている期間以外でも窓口を閉めることがあります。随時，掲示および HP にてお知らせします。

　http://www.gakuji.keio.ac.jp/life/mado/index.html
・ 諸般の事情により，日程・教室等が変更されることがあります。変更があった場合は，学内掲示板にてお知らせします。掲示に注意しなかったために，自
身が不利益をこうむることもありますので，必ず注意してください。

・共通掲示板，学部掲示板，諸研究所掲示板等にも注意してください。
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一 般 注 意 事 項

Ⅰ　学 生 証（身分証明書）

1．学生証は，諸君が慶應義塾大学大学院生であることを証明する身分証明書です。同時に慶應義塾大

学学生健康保険互助組合員証，および本塾図書館入館票を兼ねています。

2．学生証は次のような場合に必要となるので，登校の際常に携帯しなければなりません。

⑴　本塾教職員の請求があった場合

⑵　各種証明書および学割証の交付を受ける場合

⑶　各種試験を受験する場合

⑷　通学定期券または学生割引乗車券購入の際，およびそれを利用して乗車船し係員の請求があった

場合

3．通学定期券の発売区間は「自宅最寄駅」から「学校最寄駅」の最も経済的な経路による区間に限り

ます。学生証裏面シールの通学区間欄は，必ず「自宅最寄駅」から「学校最寄駅」を明記してくださ

い。住所変更に伴い通学区間が変わった場合は，必ず学事センター窓口にて区間変更手続きを行って

ください。なお，通学区間が適正でない場合，通学定期券の発売が停止されます。

4．再交付手続

  学生証を紛失したり，汚損した場合は，写真（縦 4 cm 横 3 cm，カラー光沢仕上げ，最近 3 ヶ月以

内に撮影したもの） 1 枚を添えて学事センターで再交付を受けてください。新しい学生証は原則，当

日発行いたします。ただし，機械のメンテナンス，故障等により当日発行できないこともありますの

でご了承ください。

   学生証の紛失，裏面シールの紛失については，手数料として 2,000 円が必要です。

5．返　　却

  再交付を受けた後，前の学生証が見つかった場合や退学・修了などで離籍した場合はただちに学事

センターへ返却しなければなりません。

Ⅱ　掲 示 板

1．学生諸君への通達事項は，すべて大学院校舎 1 階の掲示板に掲示されます。毎日機会あるごとに，

掲示板に注意してください。掲示に注意しなかったために，諸君自身が不利益を被ることもあります。

  なお，他研究科・学部設置科目を履修した場合は，その科目を設置している研究科・学部の掲示板を

見てください。諸研究所，各センター設置科目・講座等については，共通掲示板に注意してください。

2．主な掲示事項は，授業の休講・補講・時間割の変更，教室の変更等毎日の授業に直接関係ある緊急通

達，各試験の実施要領，学事日程，呼出し等です。休講・補講，呼出しについては，インターネットに繋が

るパソコンまたは携帯電話により学事 Web システム（http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/）においても確認で 

きます。また，試験の実施要領，各種発表・通達の一部については塾生ページ（http://www.gakuji.

keio.ac.jp/）において確認できます。
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Ⅲ　試験・レポート・成績

1．試　　験

随時授業時間内に行われます。別途指示がある場合には掲示されることがありますので，掲示板に

も留意してください。

なお，学部と併設する修士課程基礎科目については学部に準じ定期試験を行うことがあり，追加試

験の対象ともなります。掲示を確認してください。

定期試験に関する注意事項

①　受験に際しては不正行為のないように，真摯な態度で臨んでください。

②　答案は必ず提出しなければなりません。持ち帰った場合は不正行為と判断され，処分の対象とさ

れます。

③　学生証を必ず携帯し，提示してください。

④　試験当日，万一学生証を携帯しなかった場合は，学事センターで必ず仮学生証（発行当日に限り

全キャンパスで有効，図書館入館も可）の交付を受けてください。なお，仮学生証の発行には，手

数料500円が必要となります。

⑤　学生証または仮学生証を携帯せずに試験教室に入室することは一切認められません。

⑥　仮学生証発行手続きにより，試験教室への入室が遅れても試験時間の延長はありません。

⑦　答案用紙の担当者および科目名並びに学籍欄の記入事項はすべて略さず正確に記入してくださ

い。記入がない場合，成績はつきません。

⑧　試験開始後20分までの遅刻の場合は，試験を受験することができます。ただし，遅刻理由が電車

遅延等追加試験の対象となるものの場合，当該試験をそのまま受験するのか，それとも追加試験を

受験するのかは，本人の判断に依ります。ただし，電車遅延発生に伴い試験開始時間を遅らせる場

合がありますので，必ず試験会場に向かって試験監督の指示に従ってください。電車遅延等により

遅刻をしても試験開始20分以内で入室した場合は追加試験の対象となりません。また，試験時間の

延長もありません。

⑨　試験開始後の体調不良などの場合で途中退室する場合は，追加試験の対象にはなりません。

2．レポート

レポート提出は，教室および研究室で直接教員に提出する場合と，学事センターに提出する場合

があります。学事センターへの提出を指示された場合は，学事センター指定のレポート提出用紙

（ 2 枚複写）に必要事項を記入し，添付してください（ 2 枚とも）。レポート提出用紙は学事センター

窓口に備えてあります。

学事センターレポートボックス受付時間

火・水曜日，木・金曜日…… 8 時45分～16時45分

※受付曜日・時間等を変更する場合は，掲示等でお知らせします。

3．学位請求論文（修士論文・博士論文）

  履修要項25ページを参照してください。

4．成績通知

  修士課程・博士課程とも学業成績表は 3 月中旬に本人宛に発送します（ただし，取得した科目の成

績が成績証明書に記載されるのは翌年度の 4 月以降になります）。
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Ⅳ　諸　　届

 下記事項はすべて学事センターで取り扱います。

1．休学願・就学届・退学届

  本年度休学する場合は，11月末日までに指導教授の許可を得たうえで休学願を学事センターに提出

してください。病気を理由に休学する場合は，医師の診断書を添付してください。休学期間は当該年

度末（ 3 月31日）までとします。休学が次の年度におよぶ時は，改めて許可を得なければなりません。

  休学および留学の期間が終了した場合は，速やかに就学届を提出してください。

  なお，病気を理由に休学をしていた場合には併せて復学を認める医師の診断書を提出してください。

  退学予定者は，退学届に本人・保証人の署名捺印のうえ，指導教授の許可を得たうえで学生証を添

えて学事センター窓口に提出してください。

2．国外留学申請

  「研究科委員会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の大学院に留学するこ

とを許可することがある。」（学則第 124 条）

  詳しくは学事センター社会学研究科係に問い合わせてください。

3．住所変更届（本人・保証人），保証人変更届，改姓（名）届，国籍変更

  各届とも所定の用紙に記入のうえ速やかに学事センターへ届け出てください。学生証の記載事項変

更も同時に行ってください。郵送および電話による届け出は受け付けません。

   必要書類

  　・住所変更届：在学カード

  　・保証人変更届：変更届，在学カード，誓約書（本人・保証人押印），保証人住民票

  　・改姓（名）届：改姓（名）届，在学カード，誓約書（本人・保証人押印），戸籍抄本，学生証再交付願

  また，学生総合センター学生生活支援窓口に提出する「学生カード」に新住所等を記入しても，

正式な届出とは見なされません。必ず学事センターに所定の届を提出してください。

  なお，履修上の連絡，あるいはその他の重要な事柄の処理に際し，これらの変更届が出されない

場合は，極めて重要な支障をきたすことがありますので，十分に注意してください。
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Ⅴ　各種証明書

証明書発行，申込み，受け取りはいずれの場合にも学生証が必要です。在学料等が未納の場合は，す

べての証明書が発行できません。

【各種証明書一覧】

証 明 書 種 類 三田 手数料 補　記（日程等）

在学証明書
和文 ●

200円 4 月 2 日 12時30分～ 発行
英文 ●※

成績証明書
和文 ●

英文 ●※

修士課程修了見込証明書
和文 ●

200円
5 月 7 日～ 修士課程 2 年生のみ発行英文 ●※

修士課程修了見込証明付成績証明書 和文 ● 400円

履修科目証明書
和文 ●

200円 6 月 1 日～ 発行
英文 ○

健康診断証明書

和文 ● 200円 6 月中旬～年度末まで 発行

英文 × ―
大学保健管理センターで発行します

（詳細は保健管理センターにお問合せください）

教育課程終了見込証明書

（単位取得退学見込証明書）

和文 ○
200円 博士課程単位取得退学予定者のみ

英文 ○

特
殊
証
明
書

各種資格試験等受験用単位取得証明書 ○

200円
所属キャンパス学事センター窓口で申請

してください

提出先所定の用紙（リクエストフォーム）

を要する証明書
○

科目等履修生・研究生に関する各種証明書 ○

そ
の
他

学割証（JR 各社共通） ●

無料

定期健康診断を未受診の場合には発行で

きません

通学証明書 ◎

学生証で購入できない区間（鉄道会社を 3 社以

上使用する場合）またはバスなど。所属キャン

パス学事センター窓口で申請してください

厳封を必要とするもの（和文・英文） ○ ―
厳封が必要な場合は，証明書自動発行機で発行

できる証明書でも窓口で申請してください

凡例　● 自動発行機で即日発行　◎ 窓口で即日発行　○ 窓口で数日後発行　× 発行不可

＝注意事項＝

【証明書自動発行機で即日発行する証明書】

＜和文＞

①　学割証は 1 人 1 年間10枚まで発行。有効期限は発行日から 3 ヶ月以内（有効期限内でも学籍を

失った場合は無効）。各種学生団体の課外活動に必要な学割証は学事センターに申し出てくださ

い。なお，定期健康診断が未受診の場合には，学割証の発行はできません。

②　厳封が必要な場合は，自動発行機で発行できる証明書でも，学事センター窓口に申し出てください。

（自動発行機で発行した証明書は厳封できません）。

③　健康診断証明書は 6 月中旬以降，当該年度の定期診断受診者に発行されます。なお，奨学金申請

等で 6 月中旬以前に証明書が必要な場合は，早めに保健管理センター三田分室受付に相談してくだ

さい。
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＜英文＞

　※2003年 4 月以降の入学者は証明書自動発行機で発行できます。それ以前に入学した学生につい

ては窓口での発行となります。ただし，2004年 4 月以降，窓口で一度英文証明書の交付を受けれ

ば，その翌日から証明書自動発行機での発行が可能になります。

【学事センター窓口で日数を要して発行する証明書】

特殊証明書等（例：他大学院受験等のための形式指定の調査書等）の発行に関しては，あらかじめ

所属するキャンパスの学事センター窓口で相談してください。なお，交付には，申請してから和文証

明書は標準 3 日，英文証明書は標準 7 日を要しますので，余裕をもって申し込み手続きをしてくださ

い。

【証明書自動発行機稼働時間】

・三田キャンパス　学事センター事務室内　月曜日～金曜日　 8 時45分～16時45分

                    （休業期間中の11時30分～12時30分は閉室）

　　　　　　　　　南校舎 1 階　　　　　　月曜日～土曜日　 9 時～20時

                    （休業期間中の土曜日および休日・大学休業日は除く）

注 1 ）自動発行機は所属キャンパスに関係なく利用できます。

注 2 ） メンテナンス，故障等により自動発行機を停止することがありますので，HP・掲示板等で確認してください。

注 3 ）料金は改定される場合があります。

【前学籍証明書の発行】

証 明 書 種 類 手数料 補　記（日程等）

学　　部

前学籍成績証明書
和文

1 通 400円

1978年 3 月31日以降の学部卒業者
英文

前学籍卒業証明書
和文

1 通 400円
英文

修　　士

前学籍成績証明書
和文

1 通 400円

1991年 3 月31日以降の修士修了者
英文

前学籍修了証明書
和文

1 通 400円
英文

①　所属地区にかかわらず，三田・日吉・矢上・湘南藤沢の証明書自動発行機でも発行可能です。

② 　英文の証明書発行については，2003年 4 月以降の入学者は証明書自動発行機にて発行します。その

他の学生については，従来どおり学事センター塾員証明書窓口での発行となります。ただし，2004

年 4 月以降，窓口で英文証明書の申請・交付を受けたことがある場合は，その翌日から証明書自動発

行機での発行が可能となります。
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Ⅵ　学事センターの窓口

 1．学事センター事務取扱時間

   月～金曜日…… 8 時45分～16時45分（休業期間中の11時30分～ 12時30分は閉室）

   ※土曜，日曜，祝日，義塾が定めた休日および大学事務の休業期間は閉室となります。

   ※事務取扱時間を変更する場合，および事務室の閉室については，掲示等でお知らせします。

 2．窓口業務

⑴　学籍・成績・履修に関すること

⑵　授業・試験・レポート等に関すること

⑶　時間割に関すること

⑷　休講・補講に関すること

⑸　追加試験の申込み（学部設置の科目）

⑹　休学願・国外留学申請・退学届・住所変更届・保証人変更届・改姓（名）届・国籍変更等

⑺　学生証の発行

⑻　成績証明書・在学証明書等各種証明書の発行（おもに証明書自動発行機）

⑼　教室に関すること

⑽　通学証明書の発行

   落し物・学生カード提出は学生総合センター学生生活支援窓口が取り扱います。

 3．教室使用申請について

  三田キャンパス

⑴ 受付窓口（利用者により受付窓口が異なりますのでご注意ください）

利　　　用　　　者

研　究　会 学 生 団 体 外部団体

授業期間 三田学事センター 三田学生総合センター学生生活支援 管財部管財担当

休業期間 三田学事センター 使用できません 管財部管財担当

⑵ 授業期間中の教室使用申請

① 研究会での教室使用の申請は，学事センターに「学内集会届」を提出してください。

② 学生団体の場合は，学生総合センター学生生活支援窓口に「学内集会届」を提出してください。

③ 申請は使用予定日の 2 週間前から 3 日前まで受け付けます（注）。ただし，土曜・日曜・祝日・

義塾が定めた休日および定期試験期間中は原則として申請を受け付けません。

④ 「申請者控」を，研究会は学事センター，学生団体は学生総合センター学生生活支援窓口でお

受け取りください。

⑤ 外部団体が使用する場合は，施設使用費等が必要となりますので，管財担当までお問い合わせ

ください。

（注）土曜，日曜，祝日，義塾が定めた休日および大学事務の休業期間を除いた 3 日前とします。
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⑶ 休業期間中の教室使用申請

① 研究会での教室使用の申請は，学事センターに「学内集会届」を提出してください。提出にあ

たっては，「会長名」欄（ 3 枚複写の 3 枚とも）に研究会担当専任教員の印またはサインが必要

となります。

② 学生団体の場合は，原則として使用できません。

③ 申請は使用予定日の 3 日前まで受け付けます（注）。ただし，土曜・日曜・祝日・義塾が定め

た休日および大学事務の休業期間中（ 8 月中旬および年末年始）は原則として申請を受け付けま

せん。

④ 「申請者控」は，学事センターでお受け取りください。

⑤ 外部団体が使用する場合は，施設使用費等が必要となりますので，管財担当までお問い合わせ

ください。

（注）土曜，日曜，祝日，義塾が定めた休日および大学事務の休業期間を除いた 3 日前とします。

Ⅶ　教員を訪ねる場合

  授業のある日に研究室または教員室を訪ねてください。

  ○専門科目担当（三田）専任教員（教授・准教授・助教・助手）……研究室（三田研究室棟）

  ○他地区専任教員および塾外からの出講者（講師）……教員室（南校舎 2 階）

Ⅷ　学生総合センター窓口

 学生総合センターには，主に課外活動・課外教養・奨学金および学生健康保険互助組合を担当する学

生生活支援窓口，就職進路を行う就職・進路支援窓口があります。ここでは，学生生活を送るうえで何

かと関係深い学生総合センターについて，窓口業務を中心に紹介します。

 学生生活支援

○学生談話室 A・B の使用申込み受付

 授業・ゼミ以外の会合のために学生談話室 A・B を使用したい時は，使用希望日の 4 日前まで

に申し込みしてください。休日の使用はできません。

○学生食堂（山食，西校舎学生食堂（生協食堂），北館学生食堂（ザ・カフェテリア）の使用申込み受付

　公認学生団体・教職員・OB・研究会等が，学生食堂をパーティー等で利用する場合は，学生生

活支援担当が予約受付窓口となります。予約後 2 週間以内に学内集会届を提出し正式申込をしてく

ださい。学内集会届が提出されなかった場合，予約が取り消されることがありますので注意してく

ださい。食事の内容等については学内集会届提出後，学生食堂に直接相談してください。なお，日

曜・祝日は利用できません。

○学外行事届，団体割引の受付

　公認学生団体や研究会で，合宿・コンサート・パーティーなどの学外行事を行う場合には，その

4 日前（土・日・祝日を除く）までに学外行事届を提出してください。あわせて団体割引が必要な

場合は申し出てください。なお，届け出があった活動は傷害保険の対象となります（学生教育研究

災害傷害保険の項参照）。



― � ―

○学内における掲示・配布

　ポスターやチラシ・パンフレット等を学内で掲示・配布する場合は，学生生活支援窓口に届け出

て，許可を受けることが必要です。

○備品使用申請の受付

　ステッカー，ワイヤレスマイク，塾旗，水差，椅子，机等を借用したい場合は，使用希望日の 4

日前までに申請してください。

○車輌入構申請の受付

　塾生の車輌入構は認められていませんが，やむを得ず車輌入構の必要がある場合は，入構希望日

の 4 日前までに申請してください。

○学生ラウンジの使用

　南校舎 1 階の学生ラウンジは，個人での利用ができます。開室時間は 8 時45分～21時です。室内

での飲食はできません。

○伝言板および「DENGON」の利用

　学生ラウンジ横の黒板および，第一校舎南西角の伝言板「DENGON」は，塾生間の連絡用とし

て利用できます。A4 用紙 1 枚のみ掲示可能ですが，必ず伝言者の研究科・学年・氏名・連絡先を

明記してください。なお，DENGON に掲示するには学生総合センター窓口に申し出て掲示物受付

簿に記入してください。

○大学生活懇談会について

　学生総合センター「大学生活懇談会」では，講演会や見学会をはじめスキー企画等さまざまな催

物を随時行っています。多くの方のご参加をお待ちしております。企画内容については構内のチラ

シやポスター，学生総合センターホームページをご参照ください。

○遺失物の取り扱い

　届けられた遺失物は学生生活支援窓口にて保管しています。

○その他窓口配布・閲覧関係

　窓口には財団法人セミナーハウスの利用案内や展覧会等の割引券・招待券が置いてあります。ボ

ランティア募集や公募関係の案内もファイルされていますので自由に閲覧してください。

〇奨学金

 学生生活支援窓口において，概ね 4 月初旬から奨学金案内を配付し，出願受付を行います。

●慶應義塾大学大学院奨学金［給付］

 5 月中旬に出願受付を行います。募集日程は西校舎 1 階中央ホール学生総合センター掲示板に

掲示します。

●日本学生支援機構奨学金［貸与］

 4 月中旬に出願受付を行います。第一種（無利子）と，第二種（きぼう21プラン）（有利子）

があります。その他に家計急変者を対象とした緊急採用（第一種）・応急採用（第二種）があり

ます。募集日程は西校舎 1 階中央ホール学生総合センター掲示板に掲示します。

●地方公共団体，社・財団法人等の各種奨学金［給付・貸与］

 募集は主に 4・5 月に行います。募集日程はその都度，西校舎 1 階中央ホール学生総合センター

掲示板に掲示します。



― �0 ―

●指定寄附奨学金［給付］

 募集は主に 4 月に行います。募集日程はその都度，西校舎 1 階中央ホール学生総合センター掲

示板に掲示します。

〇奨学融資制度（利子給付奨学金制度付き学費ローン）

 学生諸君の学費の調達の手助けになるよう配慮した制度で，学生本人に金融機関が低金利で学費

を直接貸し出しする方式です。在学生であれば，誰でも応募することが可能です。在学中の借り入

れに伴う利子は，規程に従い，慶應義塾が奨学金として給付します。

 入学年度等により，適用制度が異なりますので，詳細は学生生活支援窓口までお問い合わせくだ

さい。

〇学生健康保険互助組合

 保険証を提示し，病院や診療所で受診した場合，健康保険が適用された自己負担分について，学

生健保から医療費給付が受けられます。給付を受けるための手続きは，医療機関によって異なりま

すので，以下に従って手続きしてください。なお，給付方法は銀行振込となりますので，口座登録

が必要です。

⑴　慶應病院で受診した場合

 病院で診察を受ける際，保険証と学生証を提示してください。また「医療給付金振込口座届」

を学生生活支援窓口へ提出し，振込口座を登録してください。通院は受診月の翌月20日に，入院

は翌々月20日に，給付金が振り込まれます。

⑵　一般病院で受診した場合

 学生生活支援窓口に置いてある「医療費領収証明書」に，病院で 1 ヶ月ごとの診療内容を記入 

してもらい，塾生記入欄は各自記入して，学生生活支援窓口へ提出してください。ただし， 

「学生氏名」「保険点数または保険適用金額」「負担割合」の 3 点が明示された領収証が発行され

ている場合は領収証の添付でかまいませんが，必ず「医療費領収証明書」に保険者番号，傷病名

等を記入して提出してください。受診月を含め，4 ヶ月以内に提出されない場合は無効となりま

す。振込日は証明書を提出した月の翌月20日です。

 組合ではこのほか，契約旅館に対する宿泊費補助や，海の家，スキーハウスの開設などを行って

います。さらに，日吉塾生会館内にトレーニングルームも設置しています。詳しくは，入学時に配

付した「健保の手引き」（学生総合センター窓口にも置いてあります）をご参照ください。

 就職・進路支援

 就職・進路支援は，就職活動に関するさまざまな情報を収集して提供しています。企業からの求人

票・説明会案内をはじめ，会社案内，OB・OG 情報，インターンシップ情報などを，南校舎地下 1

階の学生総合センター就職・進路支援，1 階の就職資料室にて，自由な利用に供しています。また，

ホームページでは，求人企業一覧や説明会案内なども掲載しています。

 1 年生に対しては，10月から 2 月にかけて多様な専門家等による講演会，就職ガイダンス，公務員

志望者のための説明会，OB・OG や内定者によるパネルディスカッションなどをキャンパス内で開

催しています。また，就職活動の進め方を解説した『就職ガイドブック』を作成し，修士 1 年生全員

に配布しています。諸君が就職活動をするなかでわからないこと，困ったことがあった場合など，い

つでも個別相談にも応じています。

 就職・進路支援を，進路決定や就職活動におおいに利用してください。
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 学生相談室（西校舎地下 2 階）

 学生相談室は，学生生活を送っていく中で出会うさまざまな事柄について，気軽に相談できるとこ

ろです。相談には，可能な限りその場で応じますが，原則として予約制となります（電話予約可）。相

談内容については，固く秘密を守ります。友人や家族と一緒に来談されても結構です。また，相談内

容によっては，必要に応じて他部署・他機関への紹介も行います。

 また，学生相談室では，カウンセリングだけでなくより豊かで充実したキャンパスライフを送れる

よう，さまざまなグループ企画を用意しています。参加ご希望の方はお問い合わせください。

 学生総合センター窓口取扱時間

  ―学生生活支援，就職・進路支援―

    月～金曜日…… 8 時45分～16時45分（休業期間中の11時30分～12時30分は閉室）

           ※都合により閉室することがあります。

    土曜日…………閉室

  ―学生相談室―

    月～金曜日…… 9 時30分～16時30分

    土　曜…………閉室

    昼休み…………11時30分～12時30分

 学生教育研究災害傷害保険について

 諸君の教育研究活動中の不慮の災害事故補償のために，大学で保険料の全額を負担し，日本国際教

育支援協会の「学生教育研究災害傷害保険」に加入しています。この保険の適用を受ける「教育研究

活動中」とは次の場合をいいます。

①　正課を受けている間

 講義，実験・実習，演習または実技による授業（総称して以下「授業」といいます）を受けてい

る間をいい，次に掲げる事項を含みます。

イ．指導教員の指示に基づき，卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。

  ただし，もっぱら被保険者の私的生活にかかわる場所において，これらに従事している間を除

きます。

ロ．指導教員の指示に基づき，授業の準備もしくは後片付けを行っている間，または授業を行う場

所，大学の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。

  ②　学校行事に参加している間

 大学の主催する入学式，オリエンテーション，卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事

に参加している間。

  ③　①②以外で学校施設内にいる間

 大学が教育活動のために所有，使用または管理している施設内にいる間。ただし，寄宿舎にいる

間，大学が禁じた時間もしくは場所にいる間，大学が禁じた行為を行っている間を除きます。

  ④　学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間

 大学の規則に則った所定の手続きにより，大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動ま

たは体育活動を行っている間。ただし山岳登はんやハングライダーなどの危険なスポーツを行って

いる間を除きます。
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 保険金は本人（被保険者）の申請に基づき支払われますので，上記活動中に万一事故にあった場

合は，学生生活支援窓口で相談のうえ，所定の手続きを行ってください。また，本保険の適用を円

滑に行うため，ゼミ合宿を学外で行う場合，および公認学生団体が学外で活動する場合は，その都

度「学外行事届」を提出してください。

 その他この保険に関する詳細については，直接学生生活支援窓口で尋ねてください。

任意加入の補償制度について

 任意加入の補償制度としては，保険と共済の 2 つがあり，加入希望の場合は直接それぞれに申し込

みしてください。

 「学生総合補償制度」保険は㈱慶應学術事業会（慶應義塾関連会社）に，「学生総合共済」・「学生

賠償責任保険」は慶應生活協同組合に資料請求してください。

 連絡先 ㈱慶應学術事業会 Tel．03－3453－6098

     慶應生活協同組合 Tel．045－563－8489

学生カード・大学に対する要望カードの提出について（学生カードの提出によって住所変更の手続きと

することはできません。）

 次に従って提出してください。

1． 提出学年

  全学年

2． 提出方法

 提出日： 4 月末日まで

 提出先：学生総合センター学生生活支援窓口

3． 記入上の注意

 学生カードは諸君の在学中に活用する資料ですので必ず提出してください（やむをえず期日まで

に提出できなかった場合でも，後日速やかに必ず学生生活支援窓口に提出してください）。

Ⅸ　定期健康診断について

 定期健康診断は，学校保健法に基づいて全学年を対象に年 1 回実施しています。

 慶應義塾大学学則第 179 条にも「学生は毎年健康診断を受けなければならない」と定められています

ので，必ず受診してください。

 未受診の場合には，「体育実技」の履修および健康診断証明書・学割証（学校学生生徒旅客運賃割引 

証）の発行はできません。

Ⅹ　緊急時における授業の取り扱いについて

 交通機関ストライキ，台風・大雨・大雪・地震などの各種自然災害により鉄道等交通機関の運行が停

止した場合や，政府や気象庁から「東海地震注意情報」が発せられた場合などの授業の取り扱いは次の

とおりとします。
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1． 鉄道等交通機関運行停止時の授業の取り扱い

 【対象事由】

  1． 交通機関のストライキ

  2． 台風・大雨・大雪・地震などの各種自然災害によるもの

 【対象路線】

 　・山手線 ・中央線（東京―高尾間）　・京浜東北線（大宮―大船間）　・東急（電車に限る）

  のいずれか 1 路線の全区間または一部区間において運行停止となった場合は下記の通りとします。

  【時間・対応策】

1． 午前 6 時30分までに運行を再開した場合は，平常どおり授業を行います。

2． 午前 8 時までに運行を再開した場合は，第 2 時限から授業を行います。

3． 午前10時30分までに運行を再開した場合は，第 3 時限から授業を行います。

4． 正午までに運行を再開した場合は，第 4 時限から授業を行います。

5． 正午を過ぎても運行が再開されない場合は，当日の授業を休講とします。

  【その他】

 授業開始後に運行停止となるような場合は，状況により授業の短縮や早退など別途措置を講じま

す。掲示や構内放送，下記のホームページによる大学からの指示に従ってください。

   http://www.gakuji.keio.ac.jp/index.html

※交通機関の運行状況に係わらず，大規模な災害や事故等が発生した場合の授業の取り扱いについ

ては，状況によりその都度指示することとします。

 2． 政府や気象庁から「東海地震注意情報」が発せられた場合の授業の取り扱い

 首都圏・東海地方を中心とする大規模な地震発生が予想され，政府や気象庁から「東海地震注意情

報」が発せられた場合の授業の取り扱いは下記のとおりとします。

［1］　「東海地震注意情報」が発せられた場合，ただちに全学休校とします。

［2］ 　地震が発生することなく「東海地震注意情報」が解除されたときの対応は，交通機関運行停止

時の場合に準じます。

Ⅺ　早慶野球戦が行われる場合の授業について

授業は 1 時限のみとし，2 時限以降は応援のため休講とします（ 3 回戦以降もこれに準じます）。

雨天等により試合が中止になる時は，神宮球場の判断によります。

   神宮テレフォンサービス　　TEL　03－3236－8000
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履 修 に つ い て

Ⅰ　履修方法

履修申告の際は，本書を熟読し，指導教授と相談の上で各自責任を持って履修申告を行ってくださ

い。

また，修士課程，博士課程ともにすでに課程修了に必要な単位を修得済みであっても，最低 1 科目

は申告してください。

なお，指導教授は入試時の希望をもとに研究科委員会で決定します。また博士課程では，これとあわ

せて副指導教授を決定します。修士課程においても指導教授が必要と認めた場合には，研究科委員会の

承認のうえで副指導教授をおくことができます。なお，指導教授は本研究科委員，副指導教授は原則と

して本研究科の授業を担当する本塾専任教員があたります。

本研究科の学習指導は，社会学専攻：藤田弘夫，心理学専攻：増田直衛，教育学専攻：舟山俊明の各

委員です。

履修の方法について不明な点がある場合には，指導教授，学習指導担当教員または学事センター社会

学研究科係に問い合わせてください。

特に修士課程（前期博士課程）修了後，後期博士課程に進学する場合は，専攻に必要な授業科目を履

修していることが受験の条件になるので注意してください。

Ⅱ　履修申告方法について

1. 履修申告は Web もしくは履修申告用紙（マークシート用紙）を用い，申告日時を厳守してください。

Web： 4 月13日（金）10時～17日（火）14時（http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/）

用紙： 4 月17日（火） 8 時45分～14時（修・博同日，提出場所：学事センター前受付ボックス）

2 . 諸般の事情により，日程・教室等の変更が発生することがあります。提出日直前に掲示を確認して

から記入してください。

3 . 履修申告用紙の提出後に申告内容の変更は認めませんので，記入漏れや記入間違いなどがないよう

に十分注意してください。

4. 履修申告をしていない科目を受講もしくは受験をしても単位や成績は取得できません。

5 . 提出後学事センターから履修申告科目確認表を送付します。必ず申告内容を確認してください。こ

の確認のため，Web 履修申告システムによる登録後，登録科目一覧画面を印刷，あるいは履修申告

用紙をコピーし控えとして保管してください。

6. 確認期間は送付後約 1 週間です。この期間経過後は，確認を終了したものと見做します。
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Ⅲ　履修申告にあたっての注意事項

1. 学事 Web システムによる方法

　詳細は「学事 Web システムの利用方法」を参照してください。

2. 履修申告用紙による方法

⑴　用紙は絶対に折り曲げないでください。

⑵　マークは黒鉛筆を使用してください。

⑶ 　マークの訂正および変更等は，無効マークを使用して無効にした上で別の欄に正しい科目を記入

してください。ボールペン，サインペン，万年筆は絶対に使用しないでください。

⑷　研究科名，専攻，学年，氏名，学籍番号ならびに提出日を記入してください。

⑸　修士・博士課程の別を丸で囲んでください。

⑹　学科・クラス欄は記入する必要はありません。

⑺ 　学籍番号は誤りのないよう 8 桁すべてを記入し，該当する数字をマークしてください。間違えて

記入すると履修申告すべてが無効となります。

3. A 欄・B 欄について

　履修申告欄は A・B 欄によって構成されています。どちらの欄に記入するかは下記のとおりです。

【A欄】

⑴　社会学研究科の時間割に記載されている科目を履修する場合はこの欄に記入してください。

⑵　同一名称の科目を何度履修しても修了に必要な単位としてカウントします。

⑶　修士課程在籍者は，博士課程設置の科目を履修申告することはできません。

【B欄】

⑴　認定科目

・ 他研究科の設置科目を課程修了に必要な単位とする場合は，後述 4. B 欄分野表の B 欄分

野番号を記入してください。その場合，認定科目種類を間違えないよう十分注意してくださ

い。

・ 博士課程在籍者が修士課程設置の科目を履修する場合は，認定科目として B 欄申告してく

ださい。

・認定科目（演習）は，心理学専攻の学生のみ使用してください。

⑵　自由科目

学部・研究所等の設置科目は自由科目
4 4 4 4

です。修了に必要な単位にはカウントされません。
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4. B 欄分野表

修　　士　　課　　程 博　　士　　課　　程

種　　　類 分野番号 B欄分野番号 種　　　類 分野番号 B欄分野番号

認定科目 01―04―01 01 認定科目 01―04―01 01

心理学専攻のみ

認定科目（演習）
01―04―02 02

心理学専攻のみ

認定科目（演習）
01―04―02 02

他大学交流科目 01―05―＊ ―

自 由 科 目 09―01―01 99 自 由 科 目 09―01―01 99

5. 他大学交流科目

早稲田大学大学院文学研究科・早稲田大学大学院教育研究科の設置科目を履修する場合は（修士課

程のみ），他大学大学院設置科目履修申告用紙（A 4 横）に記入してください。

それとは別に，履修要項24ページに記載されている所定の手続きをとらなければなりません。

なお，許可された科目の履修申告は学事センターが行います。必ず履修科目確認表で確認してくだ

さい。

6. 指導教授の承認印

2006年度より，履修申告時の指導教授承認印受領制度を廃止しました。履修申告前に指導教授と必

ず相談し，各自責任を持って履修申告を行ってください。

これにより，学事 Web システムで履修申告を行った学生は，Web 履修登録画面を印刷，提出す

る必要はありません（自身の控としては保管してください）。 5 月上旬に発送する履修申告科目確認

表の内容を必ず確認してください。
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Ⅳ　学事 WEB システムマニュアル

　学内のパソコンからは無論のこと，自宅や海外からでもインターネットに繋がるパソコンがあれば，

学事 WEB システム（以下 WEB システム）を利用して履修申告をすることができます。

　WEB システムを利用するための ID（学籍番号）とパスワードは，入学時に学生証と一緒に配布さ

れます。このパスワードは途中変更は可能ですが，卒業するまでの間，使用することになります。全て

個人管理になるので忘れないように十分注意してください。

　WEB システムには以下の 5 つの機能があります。

・履修申告

・登録済科目確認

・休講補講情報

・パスワード変更

・学生呼出情報

　WEB システムを利用すれば，履修申告期間中に履修登録の修正を何度もすることが可能です。また，

履修申告期間終了後は，ある一定の期間で自分の登録した科目を Web 上で確認することができます。

さらに，全キャンパスの休講補講情報を，パソコンや携帯電話を使って確認することができます。

1 　履修申告

WEB システムを利用しての履修申告日程と WEB システムの URL は以下の通りです。

…注　意…

・学事 Web システムは，4 月 2 日（月）から休講情報の確認ができます。必ず 4 月 6 日（金）ま

でにログインできることを確認してください。

・もし学事 Web システムのパスワードを忘れてしまった場合には，4 月 6 日（金）までに学事セ

ンターでパスワード変更申請の手続きを行ってください。（2005年度以前に入学した在学生の初

期パスワードは，変更していない場合，2007年 3 月に送付した学業成績表に印字されています。）

・学内のパソコンを利用するためのWindowsパスワードを忘れてしまった場合には，三田インフォ

メーションテクノロジーセンター（三田 ITC：大学院棟地階）で変更申請の手続きを行ってく

ださい。

・学事 Web システムのユーザー名とパスワードは，三田 ITC 発行の Windows アカウントのユー

ザー名とパスワードとは異なりますので注意してください。

　　学事 Web システムのユーザー名：学籍番号　 Windows アカウントのユーザー名：f*******

日程： 4 月13日（金）10 : 00 ～ 17日（火）14 : 00

学事 WEB システムの URL：http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/

※学事WEBシステムは，保守のため午前 4時から 1時間程度利用できません。
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①　学事 Web システムトップページ

　学事 Web システム（http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/）にアクセスし［ブラウザー用］をクリックしてく

ださい。履修申告は「Internet Explorer」や「Netscape」などの標準ブラウザーを使用してください。携帯

端末用メニューからは操作できません。

②　学事 Web システムブラウザー用トップページ

　学事 Web システムの操作方法（特にログインできない場合などの解説）や，よくある質問についての回答

などは，このページに用意されています。［ログイン画面へ］ボタンをクリックしてください。

③　ログイン

　「ID（学籍番号）」と，事前に通知したパスワードを入力し，［ログイン］ボタンをクリックしてください。

　画面がうまく表示されない場合は，前述②の画面の「ログインできない時は」のリンク先で，ブラウザーの

設定方法等を確認してください。

※この画面以降ブラウザーの「進む」「戻る」ボタンは使用しないでください。

※複数のブラウザーを起動して同時にログインしないでください。

④　トップメニュー画面

　「本人住所確認」で登録されている住所を確認してください。ここに登録されている住所宛に履修申告科目

確認表を郵送します。住所変更が必要な場合は，学生証を持参のうえ至急学事センター窓口で住所変更手続き

をとってください。

⑤　履修申告メイン画面

　［履修申告］ボタンをクリック後，［Web による履修申告上の注意］をクリックし，必ず注意文を熟読して

ください。その後，［履修申告メイン画面へ進む］ボタンをクリックしてください。

⑥　科目の選択

⒜と⒝の 2 通りの方法で科目の選択ができます。

　⒜　時間割から科目を選択する場合

　履修申告メイン画面で，［時間割から選択］ボタンの右側のドロップダウンリストから設置学部・学科・

学年を選択してから，［時間割から選択］ボタンをクリックしてください。（初期設定では，所属する学部・

学科および学年が自動的に指定されています。）

　科目選択画面（時間割選択）が表示されますので，曜日時限毎に科目および分野をドロップダウンリスト

から選択し，最後に［選択を終了］を押してください。

　⒝　登録番号から科目を選択する場合

　［登録番号で選択］ボタンをクリックしてください。科目選択画面（登録番号）が表示されますので，時

間割表に記載されている 5 桁の登録番号を入力してください。［科目名を確認］ボタンを押し，〈科目情報〉

欄に表示される科目名，曜日時限などの情報を確認したうえで，最後に［選択を終了］を押してください。

※⒜⒝いずれの方法も，分野（A・B 欄）の選択はマークシート用紙による記入と同様です。

※⒜⒝の手順は，連続して行うことができます。

※ 同一の曜日時限に春学期と秋学期の科目を一度に選択することはできません。その場合，一度［選択を

終了］を押し，再度時間割または登録番号から科目を選択してください。

⑦　選択した科目の確認

　⑥ で選択した科目が，一覧表示されますので確認してください。ただし，［登録］ボタンを押すまで有効に

なりません。（各科目の右端の〈状態〉欄に「未登録」と表示されています。）

⑧　選択した科目を取り消す場合

　⑦ の画面から，取り消したい科目の登録 No. の左側にチェックをつけ，［選択の取消］ボタンをクリック

してください。その後，一覧表から削除されたことを確認してください。ただし，［登録］ボタンを押さなけれ

ば完全に削除されません。

⑨　選択した科目の登録

　選択されている科目を確認したら，画面一番下の［登録］ボタンを押してください。

　⑥（選択）および⑧（取消）で行った内容はこの［登録］ボタンを押すまで有効になりません。
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⑩　登録結果表示の確認

　［登録］ボタンを押すと，選択した科目について，曜日時限の重複や不足科目等のエラーチェックが行われ，

その結果が表示されます。各科目の「エラー」の欄にメッセージが表示されていないか確認してください。 

（エラーメッセージの詳細については，⑥ の「履修申告メイン画面」の STEP 2 の右側にある［エラーの詳細

説明］をクリックし，参照してください。）

　次に，各科目の右端の「状態」欄が「登録済」と表示されていることを確認してください。エラーがある場

合は，「状態」欄が「保留中」と表示されています。「保留中」と表示されている科目は履修申告期間終了後に

登録が取り消されます。この画面を控としてプリントアウトしておくことをお勧めします。

　登録内容を変更したい場合は，［履修申告画面へ戻る］ボタンをクリックし，⑥ からの手続きを再び行って

ください。登録内容がこれで良ければ，［履修申告を終了する］ボタンを押してください。

※ ここで Web ブラウザーを終了しないでください。（ブラウザーの右上の×印をクリックして閉じないでく

ださい。）

⑪　ログアウト

　　［ログアウト］ボタンをクリックして，ログアウトしてください。

2 　登録済科目の確認

　履修申告で正しく登録された科目は，以後ある一定の期間で学事 Web システムを利用して再度確認すること

ができます。確認できる日程や詳細などは塾生ページ（http://www.gakuji.keio.ac.jp/）に掲載します。ただ

し，5 月上旬に本人宛送付する「履修申告科目確認表」で必ず最終確認を行ってください。

　前述 1 の ④（トップメニュー画面）までは，同様の操作です。画面上の［登録済科目確認］ボタンを押して，

履修申告科目を確認してください。

3 　休講・補講情報の確認

　学事 Web システムから，全キャンパスの休講・補講情報を確認することができます。またこのサービスは，

携帯電話からも同様に見ることができます。

　ただし，公式の情報は科目設置の各キャンパスの掲示板とします。休講・補講情報は変更することがあります

ので，必ず直前に掲示板を確認するようにしてください。

　代替講義日の休講は，通常講義と異なり学事 Web システムの休講情報では対応していませんので，塾生ペー

ジ（http://www.gakuji.keio.ac.jp/）および各キャンパスの掲示板で確認してください。

［ブラウザー編］

　①　 1 の ①から③までを参照して，学事 Web システムにログインしてください。

　②　 1 の ④の画面（トップメニュー画面）から［休講補講情報］ボタンをクリックしてください。

　③ 　自分の履修科目，あるいは他キャンパス設置の科目など，検索するキャンパスの対象を選択してください。

また，検索期間の選択も同様に行ってください。選択が終了したら，［休講・補講情報を検索する］ボタン

をクリックしてください。

　④ 　休講・補講情報を確認してください。科目名のヘッドに【取消】が入っているのは，休講が取り消された

（したがって通常通り実施する）科目となりますので注意してください。確認後は［ログアウト］ボタンを

クリックして，ログアウトしてください。

［携帯端末編］

　① 　学事 Web システムの URL（http://gakuji2.adst.keio.ac.jp/）を携帯電話の画面から入力し，前述 1 の

① の画面上で［携帯端末メニュー］を選択してください。以後，Web 休講補講情報を繰り返して利用する

場合には，上記の学事 Web システムの URL をブックマーク等に登録しておくと便利です。

　②　サーバの選択（［i-mode 専用］もしくは［i-mode 以外の携帯端末］のいずれかを選択してください）

　③　［サーバー 1 ］もしくは［サーバー 2 ］のどちらかを選択してください。選択は任意です。

　④ 　「学籍番号」と⑴ で説明のあった「学事 Web システムパスワード」を入力し，［ログイン］ボタンを押

してください。

　⑤　この画面から［休講情報］［補講情報］ボタンを押してください。

　※パスワードの変更もこの画面からできますが，ここでは説明を省きます。後述の 4 を参照してください。
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　⑥ 　自分の履修科目の休講・補講情報，あるいは他キャンパス設置の科目など，検索するキャンパスの対象を

選択してください。検索期間は検索日から 1 週間後までの情報が表示されます。休講・補講情報の確認が終

了したら，［検索画面へ戻る］ボタンを押してください。

4 　パスワードの変更

　初期パスワードは紙面に印刷されているため，セキュリティ上パスワードを変更することを推奨しています。

以下の操作で行ってください。

①　前述 1 の④の画面（トップメニュー画面）から，［パスワード変更］ボタンをクリックしてください。

② 　「現在のパスワード」を入力し，「新パスワード」を 2 箇所入力後（再入力欄にも同じものを入力する），［パ

スワード変更］ボタンをクリックしてください。

【注意】

　パスワードは英数字半角で入力してください（大文字／小文字を区別します）。生年月日や学籍番号など，

予想できそうなパスワードは設定しないでください。また変更したパスワードは，必ず忘れないようにしてく

ださい。特に，学内のパソコンを利用するための Windows アカウントのパスワードと混同しないよう注意

してください。
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履　修　要　項

Ⅰ　開講科目と履修単位数

社会学研究科に設置される科目と単位数は次の通りです ｡

1. 修士課程（前期博士課程）設置科目

社会学専攻

科 学 方 法 論（4） 研 究 方 法 論（4）

社 会 調 査 特 論（4） 社 会 学 史 演 習（4）

社 会 学 史 特 論（4） 社 会 学 理 論 演 習（4）

社 会 学 理 論 特 論（4） 社 会 学 演 習（4）

社 会 学 特 論（4） 社 会 史 演 習（4）

社 会 学 講 義（2） 文 化 人 類 学 学 説 演 習（4）

社 会 史 特 論（2） 文 化 人 類 学 演 習（4）

文 化 人 類 学 学 説 特 論（4） 民 俗 学 演 習（4）

文 化 人 類 学 特 論（4） 歴 史 民 俗 学 演 習（4）

民 俗 学 特 論（4） コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 演 習（4）

歴 史 民 俗 学 特 論（4） マス・コミュニケーション演習（4）

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 特 論（4） 行 動 科 学 演 習（4）

マス・コミュニケーション特論（4） 社 会 心 理 学 演 習（4）

行 動 科 学 特 論（4） パ ー ソ ナ リ テ ィ 演 習（4）

社 会 心 理 学 特 論（4） プ ロ ジ ェ ク ト Ⅰ（2）

パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 論（4） プ ロ ジ ェ ク ト Ⅱ（2）

パ ー ソ ナ リ テ ィ 実 習（4）

心理学専攻

基 礎 心 理 学 特 論 Ⅰ（4） 精 神 医 学 特 論（4）

基 礎 心 理 学 特 論（2） 精 神 病 理 学 特 論（4）

実 験 心 理 学 特 論 Ⅰ（4） 臨 床 心 理 学 特 論 Ⅰ（4）

実 験 心 理 学 特 論（2） 臨 床 心 理 学 特 論 Ⅱ（2）

比 較 心 理 学 特 論 Ⅰ（4） 臨 床 心 理 学 特 論 Ⅲ（2）

比 較 心 理 学 特 論（2） 精 神 動 作 研 究（4）

計 量 行 動 学 特 論 Ⅰ（4） 心 理 学 特 殊 実 験（4）

計 量 行 動 学 特 論（2） 知 覚 心 理 学 演 習（4）

基 礎 行 動 学 特 論 Ⅰ（4） 発 達 心 理 学 演 習（4）

基 礎 行 動 学 特 論（2） 行 動 分 析 学 演 習（4）

神 経 科 学 特 論 Ⅰ（4） 認 知 心 理 学 演 習（4）

神 経 科 学 特 論（2） 生 物 心 理 学 演 習（4）
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臨 床 心 理 学 演 習 Ⅰ（4） 行 動 修 正 実 習 Ⅰ（4）

臨 床 心 理 学 演 習 Ⅱ（2） 行 動 修 正 実 習 Ⅱ（2）

臨 床 心 理 学 演 習 Ⅲ（2） 行 動 修 正 実 習 Ⅲ（2）

臨 床 心 理 学 実 習 Ⅰ（4） プ ロ ジ ェ ク ト Ⅰ（2）

臨 床 心 理 学 実 習 Ⅱ（2） プ ロ ジ ェ ク ト Ⅱ（2）

臨 床 心 理 学 実 習 Ⅲ（2）

教育学専攻

教 育 学 演 習（4） 教 育 心 理 学 演 習（4）

教 育 哲 学 演 習（4） 教 育 心 理 学 特 論 Ⅰ（4）

教 育 哲 学 特 論（4） 教 育 心 理 学 特 論 Ⅱ（4）

教 育 学 史 特 論（4） 教 育 心 理 学 特 論 Ⅲ（4）

教 育 史 演 習（4） 教 育 心 理 学 特 論 Ⅳ（4）

教 育 史 特 論 Ⅰ（4） 教 育 心 理 学 特 論 Ⅴ（4）

教 育 史 特 論 Ⅱ（4） 教 育 心 理 学 実 習（4）

比 較 教 育 学 演 習（4） 教 育 学 特 講（2）

比 較 教 育 学 特 論 Ⅰ（4） プ ロ ジ ェ ク ト Ⅰ（2）

比 較 教 育 学 特 論 Ⅱ（4） プ ロ ジ ェ ク ト Ⅱ（2）

2. 博士課程（後期博士課程）設置科目

社会学専攻

社 会 学 特 殊 研 究（4） 行 動 科 学 特 殊 研 究（4）

社 会 学 特 殊 講 義（2） 社 会 心 理 学 特 殊 研 究（4）

文 化 人 類 学 特 殊 研 究（4） パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 殊 研 究（4）

歴 史 民 俗 学 特 殊 研 究（4） パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 殊 実 習（4）

コミュニケーション特殊研究（4） 行 動 科 学 特 殊 演 習（4）

社 会 学 特 殊 演 習（4） 社 会 心 理 学 特 殊 演 習（4）

文 化 人 類 学 特 殊 演 習（4） パ ー ソ ナ リ テ ィ 特 殊 演 習（4）

歴 史 民 俗 学 特 殊 演 習（4） プ ロ ジ ェ ク ト Ⅰ（2）

コミュニケーション特殊演習（4） プ ロ ジ ェ ク ト Ⅱ（2）

心理学専攻

基 礎 心 理 学 特 殊 研 究 Ⅰ（4） 神 経 科 学 特 殊 研 究 Ⅰ（4）

基 礎 心 理 学 特 殊 研 究（2） 神 経 科 学 特 殊 研 究（2）

実 験 心 理 学 特 殊 研 究 Ⅰ（4） 精 神 医 学 特 殊 研 究（4）

実 験 心 理 学 特 殊 研 究（2） 精 神 動 作 特 殊 研 究（4）

比 較 心 理 学 特 殊 研 究 Ⅰ（4） 精 神 病 理 学 特 殊 研 究（4）

比 較 心 理 学 特 殊 研 究（2） 臨 床 心 理 学 特 殊 研 究 Ⅰ（4）

計 量 行 動 学 特 殊 研 究 Ⅰ（4） 臨 床 心 理 学 特 殊 研 究 Ⅱ（2）

計 量 行 動 学 特 殊 研 究（2） 臨 床 心 理 学 特 殊 研 究 Ⅲ（2）

基 礎 行 動 学 特 殊 研 究 Ⅰ（4） 知 覚 心 理 学 特 殊 演 習（4）

基 礎 行 動 学 特 殊 研 究（2） 発 達 心 理 学 特 殊 演 習（4）
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行 動 分 析 学 特 殊 演 習（4） 臨 床 心 理 学 特 殊 実 習 Ⅱ（2）

認 知 心 理 学 特 殊 演 習（4） 臨 床 心 理 学 特 殊 実 習 Ⅲ（2）

生 物 心 理 学 特 殊 演 習（4） 行 動 修 正 特 殊 実 習 Ⅰ（4）

臨 床 心 理 学 特 殊 演 習 Ⅰ（4） 行 動 修 正 特 殊 実 習 Ⅱ（2）

臨 床 心 理 学 特 殊 演 習 Ⅱ（2） 行 動 修 正 特 殊 実 習 Ⅲ（2）

臨 床 心 理 学 特 殊 演 習 Ⅲ（2） プ ロ ジ ェ ク ト Ⅰ（2）

臨 床 心 理 学 特 殊 実 習 Ⅰ（4） プ ロ ジ ェ ク ト Ⅱ（2）

教育学専攻

教 育 学 特 殊 演 習（4） 比 較 教 育 学 特 殊 研 究 Ⅱ（4）

教 育 哲 学 特 殊 演 習（4） 教 育 心 理 学 特 殊 演 習（4）

教 育 哲 学 特 殊 研 究 Ⅰ（4） 教 育 心 理 学 特 殊 研 究 Ⅰ（4）

教 育 哲 学 特 殊 研 究 Ⅱ（4） 教 育 心 理 学 特 殊 研 究 Ⅱ（4）

教 育 史 特 殊 演 習（4） 教 育 心 理 学 特 殊 研 究 Ⅲ（4）

教 育 史 特 殊 研 究 Ⅰ（4） 教 育 学 特 殊 講 義（2）

教 育 史 特 殊 研 究 Ⅱ（4） プ ロ ジ ェ ク ト Ⅰ（2）

比 較 教 育 学 特 殊 演 習（4） プ ロ ジ ェ ク ト Ⅱ（2）

比 較 教 育 学 特 殊 研 究 Ⅰ（4）

（注） 　上記以外の科目についての履修は成績表に記載されますが，課程修了に必要な単位としてはあ

つかわれません。（ただし，認定科目・他大学交流科目は別扱いとなります。）

Ⅱ　課程修了にいたるまでの要件

1. 修士課程（前期博士課程）

社会学研究科修士課程に 2 年以上在学し，Ⅰ― 1 にあげた授業科目のうち32単位以上（そのうち少

なくとも16単位は所属専攻の授業科目でなければならない）を修得し，研究上必要な指導を受け，修

士論文の審査及び最終試験に合格すること。

心理学専攻については，前述の32単位に演習 8 単位以上を含めること。

ただし，特にすぐれた業績をあげた者は，大学院に 1 年以上在学すれば足りるものとする。

（学則第59，60，61，109 条）

2. 博士課程（後期博士課程）

社会学研究科後期博士課程に 3 年以上在学し，Ⅰ― 2 項にあげた授業科目のうち20単位以上（その

うち少なくとも12単位はその所属専攻の授業科目でなければならない）を修得し，研究上必要な指導

を受け，博士論文の審査及び最終試験に合格すること。

心理学専攻については，前述の20単位に演習 8 単位以上を含めること。

ただし，特にすぐれた業績をあげた者は，在学期間は前期博士課程も含めて 3 年以上在学すれば足

りるものとする。なお，上記要件のうち学位論文の審査及び最終試験をのぞき，所定の教育課程をお

えた段階で終了する場合は「単位取得退学」としてとりあつかわれます。

（Ⅴ 単位取得退学及び在学期間延長の項参照）（学則第69，70，71，109 条）
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Ⅲ　 「心に関する研究科横断プロジェクト型教育」プロジェクト科目Ⅰ，Ⅱ

（修士課程・博士課程共通，文学研究科・社会学研究科共通）

平成 18 年度より文学研究科哲学・倫理学専攻と社会学研究科心理学専攻，教育学専攻が参加するプ

ロジェクト型科目が開設されました。2 研究科の心及び脳の研究に携わる複数専攻教員の共同指導のも

とで，学生が主体となって参加するプロジェクト型の授業科目です。

半期ずつの科目となっていますが，併せて通年での登録を原則とします（プロジェクトⅠ（春学期），

Ⅱ（秋学期））。今年度はつぎの 4 つのプロジェクトを実施します。

プロジェクト A（論理思考に関する論理，行動遺伝学，脳科学，情報科学の融合的学際研究）

担当者：岡田（哲学・倫理学），安藤（教育学），浜野（文学研究科特別研究教員）

プロジェクト B（動物とヒトの推論に関する脳科学）

担当者：岡田（哲学・倫理学），渡辺（心理学），伊澤（文学研究科特別研究教員）

プロジェクト C（倫理的判断と脳内機構）

担当者：樽井（哲学・倫理学），渡辺（心理学），伊澤（文学研究科特別研究教員）

プロジェクト D（ランダムネスの創発）

担当者：西脇（哲学・倫理学），坂上（心理学），浜野（文学研究科特別研究教員）

プロジェクトに登録するには担当教員の許可が必要です。各プロジェクトの遂行に必要な基礎分野の

ひとつを既に習得していること，および主体的にプロジェクトに参加できることを履修許可の条件とし

ています。詳しくは本科目のガイダンスまたは掲示を参照してください。

Ⅳ　他大学大学院との相互科目履修

社会学研究科では，修士課程在学中に 8 単位を限度として，早稲田大学大学院文学研究科・早稲田大

学大学院教育研究科の設置科目を履修することができます。なお，この科目は所属専攻の授業科目には

なりませんが課程修了に必要な単位となります。

巻末に記載されている協定を参照してください。

◇大学院交流手続き方法について

1 　交流学生履修届（本塾学事センター窓口にあり）に必要事項を記入して，指導教員の承認（サイン

を A・B・C 3 片にもらうこと）をうけてください。次に相手校へ赴き，講義担当者の当該授業に出

席して承認をうけた後（サインを A・B・C 3 片にもらうこと），相手校事務室へ期間中に提出して

ください。【履修届受付期間： 4 月 9 日（月）～ 17日（火）】

2  履修が許可された場合，本塾学事センター窓口にて本人用交流履修届（A 片）を確認の上，交流

学生証を発行します。

3  相手校の学科目を履修する場合は，必ずあらかじめ指導教員の承認を受けてください。これは履修

決定以前の聴講の場合でも同様です。

4  万一，履修を途中でやめるようなときは，速やかに講義担当者，相手方事務室および指導教員，本

塾学事センターに連絡してください。

5 履修に関して疑問を生じた時は，大学院学習指導委員へ相談してください。
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Ⅴ　学位請求論文

1. 修士論文

　本研究科で授与する修士の学位は次の通りです。修士（社会学），修士（心理学），修士（教育学）。

修士の学位は，大学院前期博士課程，大学院修士課程を修了した者に与えられます。（学位規程第 3 条）

　学位規程第 3 条にもとづいて修士の学位を申請する者は，学位論文 3 部を指導教授を通じて，当該

研究科委員会に提出しなければなりません。（同第 7 条 1 項）

学位請求論文製本表紙見本

⑴　表紙 ⑵　背表紙

’○○

○
○
論
文

論

題

氏

名

○○論文　　平成○年度（ 2 0 ○○）

論 題

慶 應 義 塾 大 学 大 学 院 社 会 学 研 究 科

○ ○ ○ 専 攻

氏 名

1.0cm

1.0cm

1.0cm

5.0～6.0cm
※この分
のスペー
スをとる
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《修士論文提出の手順》

⑴　修士論文題目届（11月下旬締切）

⒜ 　指導教授と相談の上，修士論文の提出が許可された場合は，所定用紙にて論文題目を届出てく

ださい。

詳細については10月中に掲示板で指示します。なお，今年度修士論文を提出しない学生や，こ

の届を提出した後に学位請求を取り下げる場合は，必ず指導教授の許可印を受けたうえで，書面

にて学事センターに申し出てください。

⒝ 　修士論文の執筆は原則として日本語とします。ただし指導教授が特に認めた場合には，研究科

委員会の承認を得て外国語を使用することができます。

⒞　修士論文の形式

学位請求論文は三田メディアセンター（図書館）及び国立国会図書館（博士論文のみ）に保存

しますので，前頁の体裁に整えてください。なお，資料等の都合でどうしても規定の大きさに入

らない場合は，その大きさの表紙を付けて製本してください。

①　本文の縦書き・横書きにかかわらず，原則として縦 A 4 版で製本してください。

　　（縦書きの場合は右綴じ，横書きの場合は左綴じとなります）

②　表書きは，本文が縦書きの場合は縦書き，横書きの場合は横書きとします。

③　表紙はハードカバーで黒を原則とし，白文字を使用してください。

④　製本の背文字は，本文の縦書き，横書きに係わらず縦書きとしてください。

　　一部英単語が入る場合は，英単語のみ横書きとし，他の日本語は縦書きとしてください。

⑤ 　表紙の見本を前頁に示します。既に公刊されている書物等を学位請求論文とする場合につい

てはこの限りではありません。

⑥ 　学位審査のため 3 部提出しますが，必ず製本された論文を提出してください（ 3 部とも製本

することが望ましいのですが，最低 1 部でも可）。この提出された論文で論文審査を行います。

提出後の論文差し替えは行いませんので，誤字・脱字のないよう十分注意し，余裕をもって論

文を作成してください。

※ 未製本の論文は，散逸しないように仮製本し，前頁に準じた表紙および背表紙をつけてくだ

さい。

⑵　修士論文の提出（ 1 月下旬）

提出日，提出方法については掲示板で指示します。

なお論文題目については⒜ で提出した題目（副題目も含む）と同一のものであることを原則と

します（必ず 1 部は製本してください）。

⑶　修士論文面接（ 2 月下旬）

提出された論文をもとに面接を行ないます。面接ならびに審査結果発表の日時・場所などは，論

文提出時にプリントか掲示もしくは HP で指示します。

⑷　三田メディアセンターからの修士論文複写許諾協力依頼

　 　三田メディアセンター（図書館）では修士論文を保存し利用に供しています。利用者が修士論文

を学術目的のために「複写する」ことに対し，現行の著作権法下では，事前に著作権者からの許諾

を必要としています。
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上記趣旨に賛同いただける方は必要事項を記入の上，修士論文と共に「修士論文複写許可回答」

を学事センターに提出してください。なお，今年度の学位授与名簿に記載されなかった場合は，メ

ディアセンターが責任をもって廃棄します。

http://www.mita.lib.keio.ac.jp/info/masters-thesis.html

2. 課程博士論文

⑴　課程による博士学位の授与（課程博士）

博士の学位は大学院博士課程を修了した者に与えられます。（学位規程第 4 条）

第 4 条の規定にもとづいて博士論文を申請する者は学位論文 3 部に所定の書類をそえ，指導教授

を通じて，当該研究科委員会に提出しなければなりません。（同第 7 条 2 項）

《課程博士論文提出の手順》

①　正指導教授，副指導教授の決定

博士課程進学者は正指導教授，副指導教授の指導のもとに論文執筆のための研究を進めてくだ

さい。（大学院社会学研究科入学試験，指導体制及び学位論文審査に関する内規第 6 条……以下，

内規とする）

②　学位請求論文研究計画書の提出（ 3 部）

入学後 3 年以内に正・副指導教授の指導のもとに学位請求論文研究計画書（以下「研究計画書」

という）を作成し，研究計画書を研究科委員会に提出し，審査を受け，承認を得なければならな

い。提出にあたっては，第 1 著者として学術専門雑誌に 2 編以上の論文（内，少なくとも 1 編は

査読のあるもの）を掲載していること，もしくは，それに相当すると考えられる業績を挙げてい

ることが必要である。（内規第 7 条）

なお，研究計画書は 3 部とも簡易製本して提出してください。

③　研究計画書の内容

研究計画書は，次の各号にあげる内容を含むものにしてください。（内規第 8 条）

1. 研究の目的，方法及びその意義等

2. 当該研究に関する内外の先行研究の概括，予備調査，予備実験の結果等

3. 当該研究に関係する業績一覧

 　なお，前年度に承認された研究計画書は，博士課程在籍者に配布いたします。その他の者は，

本塾三田図書館で閲覧することができます。

④　学位論文の提出要件

 　学位論文は，研究計画書承認後，3年後の 3月末までに提出しなければなりません。（内規第 9条）

もし 3 年たっても提出できない場合は，次項であげる論文博士として提出することになります。

⑤　論文の使用言語

学位論文の執筆は原則として日本語です。ただし，正・副指導教授が特に必要と認めた場合は，

研究科委員会の承認を得て外国語を使用することができます。（内規第 9 条 2 項）

⑥　学位論文の製本について

製本の形式は，1 の⒞であげた修士論文と同じ形にしてください。ただし，博士論文の場合は，

3 部とも製本してください。
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⑦　学位論文の審査

学位論文の審査は，研究科委員会が承認した主査 1 名及び副査 2 名以上から構成される学位論

文審査委員会で行ないます。そして研究科委員会がその審査結果の報告を受けて，学位授与資格

を決定します。（学位規程第11条 2 項，内規第 9 条 3 項 4 項）

3. 論文博士

論文による博士学位の授与（論文博士）。この規定では，博士の学位は研究科委員会の承認を得て，

学位論文を提出して論文の審査に合格し，かつ，大学院博士課程の修了者と同等以上の学識があるこ

とを確認（以下“学識の確認”という）された者に与えられます。（学位規程第 5 条）

上記の第 5 条の規定に基づいて，博士学位を申請する者は，学位申請書に学位論文 3 部及び所定の

書類を添え，その申請する学位の種類を指定して学長に提出しなければなりません。（同第 8 条）

《論文博士提出の手続き》

①学位論文の提出要件

学位論文を提出しようとする者は原則として，特に当研究科委員会に論文を提出する理由を明記

した上で，内規第11条に定める内容の論文計画書（ 3 部）を，研究科委員会に提出してください。 

（内規第10条）

②論文計画書の審査

研究科委員会では，上記の論文提出理由及び論文計画書の内容を検討し，まず審査にあたる主査

及び副査各 1 名を決定します。主査及び副査は論文計画書の内容を検討し，学識確認（原則として

研究上最も必要とする外国語一科目）と面接を行ない，その審査結果を研究科委員会に報告し承認

を得ます。

論文計画書の承認を得た者は，主査及び副査の指導の下に論文を執筆して完成のうえ，承認後 1

年以内に提出してください。（内規第10・11・12条）

③　論文の使用言語・製本・審査

論文の使用言語，製本は課程博士と同じです。（内規第13条）

学位論文の審査は，後期博士課程の場合に準じて行ないます。（内規第14条）

Ⅵ　留学・休学・退学

1. 留　　学（学則第 124 条）

留学を希望する場合は原則として，出発 3 ヶ月前までに次の学内手続きをしてください。

①　学事センター窓口で国外留学申請書の交付をうけ，必要事項を記入してください。

②　国外留学申請書に記載されている必要書類を用意してください。

③ 　① と② を合わせて学事センターに提出して検印を受け，これらの書類をもとに国際センターで

留学の認定を受けてください。（交換，奨学金，その他の認定）

④ 　国際センターの認定後，① と② の書類を持参して指導教授と面接し，留学の許可を得てくださ

い。

⑤　④による許可を受けた上で，①と②の資料を学事センターに再び提出してください。
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⑥ 　上記の手続きを経た外国の大学院またはそれに準ずる機関への留学が，研究科委員会で教育上有

益であると判断された場合は，休学することなく留学することができます。（学則第 124 条 1 項）

 　また，この場合は 1 年間に限り留学期間を在学年数に算入することができます。（学則第 124 条

2 項）

 　なお，留学中に外国の大学院で履修した授業科目の単位のうち10単位を越えない範囲で，修得単

位が課程修了に必要な単位として認定されることがあります。（学則第 124 条 3 項）

 　留学期間の在学年数への算入と単位の認定（いずれかひとつの場合も含む）を希望する場合は，

帰国後，就学届を提出する際，その旨を所定用紙にて申し出て研究科委員会の承認を得なければな

りません。なお，その際単位認定希望者は，単位修得を証明する書類を添付してください。

⑦ 　研究科委員会で上記の留学として認定されなかった場合には，休学による留学になります。この

場合には留学期間は在学年数に算入されず，外国の大学院で修得した単位も上記の単位認定はされ

ません。

⑧ 　留学期間を延長する場合，延長理由を詳細に明記したうえで，上記と同様の手続きをとってくだ

さい。

⑨　帰国した場合は，速やかに就学届等の必要書類を学事センターに提出してください。

⑩　留学期間中の在学料等については学事センター窓口に問い合わせてください。

2. 休　　学（学則第 125 条）

病気その他やむを得ない理由により欠席が長期にわたる場合には休学することができます。

本年度休学希望者は，指導教授と相談のうえ，「休学願」に事由を証する書類（病気の場合は医師

の診断書，語学研修等の場合は入学願書の写し等）を添えて，原則として履修申告日までに学事セン

ターに提出してください。履修申告後の休学願提出期限は11月30日です。

休学が次の学期におよぶ場合は，改めて許可を得なければなりません。

休学期間が終了した場合は，速やかに就学届を提出しなければなりません。なお，病気を理由に休

学していた場合はあわせて医師の診断書の提出が必要です。

なお，学費については休学期間中も同額となります。ただし，病気による休学が長期にわたる場合

は減免されることがあります。学生総合センター学生生活支援窓口に相談してください。
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海外の教育機関に留学する場合の取り扱いについて（社会学研究科）
・在学期間中に留学を希望する場合，「留学」と「休学」の 2 通りに分けられます。

留　　学 休　　学

種　
　
　

類

研究科委員会において適正と認められた海外の大学で正式な手続を経

て正規生と同じ授業を受ける場合（「編入制度による留学」「STUDY 

ABROAD PROGRAM」等）。

なお，留学は①交換留学②奨学金による留学③私費留学の 3 つに区

別しています。

・ 語学研修（その他左記の留学として認定され

ない海外研修など）

・病気による休学（医師の診断書が必要）

・一身上の都合による休学

期　
　
　

間

申　

請　

期　

間

留学の開始日から最長 1 年まで。 休学は 1 年単位の申請となります（4 月 1 日～ 3

月 31 日）。

＊ 休学の開始日がいつであってもその年度は在

籍期間に算入されません。

＊ 複数年度にわたって休学する場合は，新年度

に再度休学願を提出してください。

＊ 休学願の提出締切はその年度の11月末日です

（ただし，4 月 1 日から休学する場合は，履修

申告までに休学願を提出してください）。

留学は年度途中に開始し，年度の途中に終了することが可能です。

（例）　2007. 9. 22～2008. 9. 21）

延　
　

長

2 回まで可能（最長で留学開始日から 3 年間まで）

それ以降は「休学」となります。

＊ 留学を延長する場合は，「国外留学申請書（延長）」を提出してくだ

さい。

留学の延長が出来ない場合（左記の延長期間を

過ぎても留学継続を希望する場合など）の休学

期間は，前回の留学申請期間終了日翌日より年

度末までとなります。

学

費

・

渡

航

費

学 

費 

減 

免 

措 

置

＊ 1 年目：減免制度はありません。

＊ 2 年目以降：減免される場合があります。

＊ 語学研修，その他留学と認定されない場合の

減免制度はありません。

＊ ただし，上記以外で特別事情のある者および

1 年以上の休学者については，別に定めると

ころにより在学料その他が減免される事があ

ります。

【交換留学・奨学金による留学】

　留学の延長が認められ，その許可された延長期間が留学開始日から

起算して 1 年 6 カ月以上 2 年以内の場合は，留学開始日から 1 年を経

過した日の属する年度の授業料（在学料）および実験実習費の半額を

免除します（減免額が返金されます。留学許可通知と共に申請書類を

保証人宛に送付します）。（P93. 規定参照）

【私費留学】（留学開始日が平成18年 4 月 1 日以降の者のみ適用）

　私費留学により在学しなかった期間（学期単位）に対し，その学期

の属する年度の在学料および実験自習費について，年額の 4 分の 1 を

学期毎に免除します。免除される期間は最長 6 学期までです。ただし，

留学期間中に交換または奨学金による留学が含まれる場合は，その期

間に該当する学期を含んで 6 学期までとします。詳細は，学事センター

窓口にて確認してください。

渡
航
費
補

「交換留学」及び「奨学金による留学」の場合には渡航費が補助され

る場合があるので，国際センターで所定用紙を受け取ってください。

単
位
認
定
・
取
得

留
学
期
間
を

は
さ
む
履
修

年度の途中から留学する場合は，留学前に履修申告をした科目を留学

後継続履修し，単位取得することが可能です（ただし，同一科目名・

同一担当者に限る）。必ず留学前に各科目担当者へ留学終了後，継続

して履修する意志があることを伝えてください。

休学中の年度は履修できません。

【年度始めから休学】　履修申告は不要です。休

学願を履修申告日までに提出してください。

【年度途中から休学】　 4 月に履修申告した科目

は全て削除されます。

単
位
認
定

10単位を超えない範囲で，学則の規定する単位に認定することがあり

ます。認定を希望する場合は，就学後学事センターで所定の用紙を受

け取ってください。

単位認定はありません。

就 

学 

後

留学終了後は，速やかに就学届を提出してください。なお，就学後の

行事日程については，年度末に郵送される行事日程表を参照してくだ

さい。

休学終了後は，速やかに就学届を提出してくだ

さい（病気による休学については，医師の診断

書を添えてください）。なお，就学後の行事日程

については，年度末に郵送される行事日程表を

参照してください。

在
籍
年
数

へ
の
算
入

進
級
・
卒
業

（
修
了
）

留学の期間は 1 年間に限り在学年数に算入することができます。希望

者は留学終了後，学事センター窓口に申し出てください。ただし，遡

及卒業（修了）は認められません。

休学の期間は在学年数に算入されません。

ただし，実質的な在学年数にかかわらず，休学

中も最高学年まで進級します。
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3. 退　　学（学則第 126 条）

病気その他の事由により退学したい者は，指導教授に面談のうえ，速やかに「退学届」に学生証を

添えて学事センターに提出してください。

4. 退学処分（学則第 128 条・第 161 条）

⑴ 修士課程において 4 年，後期博士課程において 6 年の在学最長年限を超える者は学則第 128 条に

より退学処分となります。ただし，休学期間は在学年数に算入しません。

⑵ 大学の学則もしくは諸規律に違反したと認められた場合，履修申告を期日までに提出せず休学・

退学の願い出もなく修学の意志が確認できない場合などには学則第161条により退学処分となります。

5. 注意事項

社会学研究科では，学年毎の進級条件を設けていませんので，休学または留学していても学年は年

度毎に最高学年（修士 2 年，博士 3 年）まで加算されます。

Ⅶ　奨 学 金

○小泉信三記念大学院特別奨学金

募集要項は10月に大学院社会学研究科掲示板に掲示します。参考までに前年度の募集要項を掲げ

ます。

学生総合センターで取り扱う奨学金については， 9 頁学生総合センターの欄を参照してください。

　　　　　※平成20年度分は10月頃掲示の予定です。

平成19年度小泉信三記念大学院特別奨学金研究生募集

◇出願資格
・本塾学部第 4 学年に在学し，平成19年度大学院社会学研究科修士課程に進学する者。
・修士課程第 1 年次に在学する者。
・修士課程に在学し，平成19年度博士課程に進学する者。
・博士課程第 1 ・ 2 年次に在学する者で，将来研究者となることを志望している者。

◇待　　遇
　奨学研究生には奨学金として月額 3 万円を給付し，その期間は 1 年とします。ただし，再度応募するこ
とができます。

◇出願書類（所定用紙は学事センター窓口にて配布します）
1 　願書・履歴書（所定用紙）
2  　論文（現在の研究をまとめたもの。A 4 サイズ4000 字程度もしくは 400 字詰め原稿用紙を使用し10枚
程度　ワープロ使用可）

3 　成績証明書（大学学部 1 年から申請時まで各 1 通）
4 　健康診断書　1 通

◇出願期間
　平成18年11月 7 日（火）～ 13日（月）　 窓口業務時間内

◇出願場所
学事センター社会学研究科担当

◇注意事項
1 　日本学術振興会の特別研究員との重複はできません。
2 　採用者には 4 月頃研究支援センターより本人宛に直接通知します。

大学院社会学研究科委員長

平成18年10月12日

参 考
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Ⅷ　単位取得退学および在学期間延長（博士課程在籍者のみ）

1. 単位取得退学

大学院博士課程修了に必要な単位を取得し，規定の在学年数（ 3 年）を満たした場合，単位取得退

学者として課程を修了することができます。課程博士学位（Ⅱの 2 参照）は原則として博士課程在学

中に論文を提出し合格した場合に得られますが，現在の制度では，所定単位を取得し研究計画書の承

認を受けた上であれば，退学後 3 年以内は課程博士として学位を申請することができます（社研内規

参照）。

年度末で「在学期間延長許可願」を提出し，所定の手続きをとらない限り単位取得退学者として扱

われます。

なお， 3 年以内に博士論文を提出する目処がある場合に限り，三田メディアセンターの図書貸出を

受けることができる「塾員貸出券」（有料）を発行しています。詳細はメディアセンター 1 階メイン

カウンターまでお尋ねください。

有 効 期 間：申込日より 6 ヶ月もしくは 1 年

サービス範囲：三田メディアセンターに関しては大学院生と同等の貸出規則を適用する。

日吉，理工学，湘南藤沢の各メディアセンター，白楽サテライトライブラリーへの

入館・閲覧が可能。

他大学図書館への紹介状の発行。

2. 在学期間延長許可願について

3 年間の在学中に博士課程修了に必要な単位を取得し，かつ研究計画書が受理されていることが必

要です。博士論文の完成のためには在学を継続する方が望ましいと認められた場合，在学期間延長許

可願を提出すると，在学最長年限を超えない範囲で，1 年を単位として在学延長が許可される場合が

あります。この制度の適用を希望する場合は，「在学期間延長許可願」を学事センターに提出するこ

とになります。手続きの詳細は追って掲示板にて指示をします。なお，在学期間延長中に退学した場

合は単位取得退学となります。

　　　　 ※平成19年度は12月頃掲示の予定です。 平成18年12月20日

大学院在学期間延長，単位取得退学について

大学院後期博士課程に在学中で，本年度末に所定単位を取得し規定の在学年数（ 3 年）を満たした者のうち，

博士学位取得のため来年度も在学を希望する場合，在学期間の延長を認める場合があります。

申請者は，学事センター窓口で所定用紙を受け取り，各自の指導教授と相談のうえ，下記期間中に提出し

てください。

また，今年度で単位取得退学を希望する場合も，必ず
4 4

下記期間中にその旨学事センター窓口へ連絡してく

ださい。

提出期間：平成19年 1 月25日（木）～ 1 月31日（水）

月～金　8：45～16：45，  土　閉室

提 出 先：学事センター窓口（期限を厳守してください）

以　上

参 考
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Ⅸ　社会学研究科紀要

  社会学研究科では，研究科委員会，関係教員，ならびに研究科に在籍する院生，研究生等のための機

関紙として，社会学研究科紀要を刊行しています。最近投稿数が次第に増加しているので平成 3 年度よ

り年二回発行し，諸君の研究発表の機会をふやすべく努めています。執筆の要領は以下の通りです。

慶應義塾大学大学院社会学研究科紀要論文募集要項

1． 刊行について

年 2 回の発行とする。

2． 原稿の受付について

5 月末日と11月30日を区切りとして，完成原稿を受けつける。

3． 原稿の提出

原稿は，コピーを含めて計 2 部とフロッピーディスクを編集主任：鈴木正崇（三田研究室受付メイルボッ

クス　〒108－8345 東京都港区三田 2－15－45）に提出すること。教員以外の場合には，指導教授あるいは，

これに準ずる教員の推薦文をつけて提出すること。必ず以下の項目を別紙にて添付すること。

氏名（フリガナ），住所，電話番号，所属（専攻，課程，学年の明記），専門分野，メールアドレス

4． 応募条件

本紀要執筆者は大学院社会学研究科委員ならびに関係教員。

大学院社会学研究科院生，研究生，修了者等とする。

5． 執筆要領

論文の分量は原則として，日本語で 400 字詰め原稿用紙60枚以内，英文の場合は A 4 ダブルスペース60

枚以内とする。図表は枚数に含める。原則として横書き。完全原稿を提出すること。論文冒頭に，日本語

表題の他に，英独仏語のいずれかによるレジュメ（500 語以内）をつける。図表作成のため特別の費用を要

した場合は執筆者に一部を負担してもらうことがある。

論文以外に次のものを受けつける。

ａ）　新刊紹介（外国語のもの）400 字詰原稿用紙15枚程度。

ｂ）　書評 400 字詰原稿用紙15枚程度。

ｃ） 　古典となったものなど学術上重要な論文の翻訳（著作権問題をクリアーのこと，また長さについ

ては事前に編集委員に相談のこと）。

ｄ）　研究ノート（30 枚以内），調査報告（40 枚以内）。

6． 掲載の採否

編集委員会で査読し決定する。採否の決定は郵送にて投稿者に知らせる。

注意事項：原稿提出にあたり，校正段階での加筆修正は認められない。

社会学研究科紀要編集委員会

編集主任：鈴木　正崇

主任補佐：岡原　正幸

委　　員：米山　光儀，増田　直衛，杉浦　章介，宮坂　敬造，

　　　　　大津由紀雄，有末　　賢
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講義要綱（修士課程）

社 会 学 専 攻

社会調査特論

 法学部　教　授  有　末　　　賢

授業科目の内容：

　昨年度に引き続いて，質的調査研究論の中から，今年

度は社会学におけるナラティヴ論を学習する。英文の文

献を分担して輪読していく形式を考えている。文献につ

いては，確定ではないが，以下のものを考えている。

社会学史特論 

　近代化論

 文学部　教　授  浜　　　日出夫

授業科目の内容：

　近代化論について検討する。バーガー，ギデンズ，ベル，

リッツァ，バウマンなどの文献を講読する予定。

社会学特論 

　階層格差の国際比較

 文学部　教　授  鹿 又 伸 夫

授業科目の内容：

　社会階層と社会移動に関する実証研究を扱う。とくに

世代間移動における機会格差，教育達成における不平等

などを扱う国際比較研究を取り上げる。

社会学特論 

　 家族社会学方法論研究

 文学部　教　授  平 野 敏 政

授業科目の内容：

　家族社会学においてこれまでに蓄積された諸業績を概

観するとき，われわれはそこにそれらの業績を基礎付け

ている多様な方法論的立場と多彩な分析手法を見出すこ

とが出来る。本特講では，家族研究に見出される主要な

方法論的立場と分析手法をとりあげ，それらの方法論的

立場と分析手法の特質を理解し，さらにいくつかの具体

的研究を取り上げ，その方法的立場と分析手法および分

析対象との関連を検討し，それによって履修者自らの研

究の方法論的立場と分析手法に関する明確な意識の形成

を目指します。

社会学特論 

　 都市生活と公共性の歴史社会学

 文学部　教　授  藤 田 弘 夫

授業科目の内容：

　近年，人文・社会科学は急激に変化している。そのな

かで，社会学は他の学問分野にも増して激しい変化に見

舞われ，その存在理由を問われている。日本では社会学

者は社会学の研究対象は現代の社会だとして，現代社会

を説明する最新の議論を競ってきた。欧米の社会学理論

の導入に熱心な研究者は，その理論が社会の歴史的側面

に及んでいても，そのことについては，ほとんど関心を

もたないのが常であった。しかし最近，社会学の分野で，

社会史の研究の発展などにも触発されながら，歴史社会学

を標榜する研究が多数出現している。ひと口に歴史社会学

の研究といっても，研究の内実は方法の点でも内容の点

でも，大きな相違を含んでいる。今年は，多様な形態をもっ

て展開されている歴史社会学を「都市―農村」関係と「田

園都市論」に焦点を当てて研究を進める。

　さらに，一世紀にわたる都市社会学の展開を導き糸とし

て，現在「人文・社会科学」の直面している問題を，最

近の「公共性論」の観点から講じたい。そのことで，社

会についての理解が少しでも深まればと思っている。

　また，この作業と平行して，神田神保町の古書店街と

イギリスのウェールズの片田舎にあるヘイ・オン・ワイ

をはじめ世界各地で勃興する古書の町を，街づくりと観

光の観点から比較研究したいと考えている。

社会学特論 

　 移民史研究の新しい方法論について

 文学部　教　授  吉 原 和 男

授業科目の内容：

　華僑・華人を含むアジア系移民を対象とする歴史学，

人類学，社会学の近年における研究動向を把握して，新

しい方法論について検討する。キーワードは「トランス

ナショナリズム」，「ディアスポラ」，「グローバリゼーショ

ン」である。

社会学特論

 文学部　教　授  渡 辺 秀 樹

授業科目の内容：

家族・教育・ジェンダーを中心として扱う。

社会学特論 

　 感情社会学と「制度としての社会学」

 文学部　助教授  岡 原 正 幸

授業科目の内容：

　感情社会学およびその周辺的な実践は，①他者／自己

を語ること，②マクロな社会構造を想定すること，③社
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会運動を立ち上げること，④ライフスタイルや労働を営

むこと，それらにとって，どのような効用と効果をもつ

だろうか？

【目的】このテーマを主旋律にして，参加者のかかえる個

別のテーマを深く読み解くことが，この授業の目的です。

【内容】①参加者個人の研究テーマのプレゼンテーション， 

②特定の文献（未定）の輪読，この二つをコーディネー

トして進めて行くつもりです。

社会学特論 

　 情報経済社会の分析

 経済学部　教　授  杉 浦 章 介

授業科目の内容：

　都市や地域という空間的レベルにおける経済社会につ

いて，理論的ならびに実証的分析を行うことを目的とす

る。春学期の前半では，社会科学の方法論的基礎を学ぶ。

アカデミックなリサーチを行ううえでの様々な課題の理

解を深め，併せて問題解決型の技法を習得する。経済学，

社会学，政治学，経営学，情報社会論など広範囲のアプロー

チについて鳥瞰する。

社会学特論 

　 不安・リスク・モダニティ

 法学部　教　授  澤　井　　　敦

授業科目の内容：

　「不安・リスク・モダニティ」をテーマとし，不安やリ

スクをうみだす近代社会の構造の諸様相と，それがおよ

ぼす多様な影響を，社会理論・社会学の観点から考察す

ることを目的とする。今年度は，ジグムント・バウマン

の諸著作を材料とし，考察をすすめる。

社会学特論 

　 社会学理論研究

 法学部　教　授  霜 野 寿 亮

授業科目の内容：

　本講義の狙いは理論社会学の視点を中心に議論するこ

とにある。論点を見いだすための文献候補として次を挙

げておくが，最終的には履修者の研究関心にあわせて決

めることにしたい。

社会学特論 

　 脱工業化・グローバリゼーションと人種・民族・エスニ

シティの政治社会学――ナショナリズム・多文化主義・

極右台頭の研究（日本・オーストラリア・世界）

 法学部　教　授  関 根 政 美

授業科目の内容：

　本授業では，授業担当者の専門である「脱工業化・グ

ローバリゼーションと多文化交錯世界の人種・民族・エ

スニシティ・多文化主義の政治社会学」に関連するテー

マを適宜選択して行う。キーワードとしては他に，移民・

難民・外国人労働者，先住民，市民権，アイデンティティ・

ポリティクス，文化戦争，ポリティカル・コレクトネス

などがある。授業担当者は，以上のテーマを＜現代先進

社会 ( 日本含む ) ＞に共通する問題として，理論的な考察

をするとともに（国際政治社会学者），現代オーストラリ

アを題材に，上述のテーマを中心に考察する地域研究者

でもある。本授業では，理論的考察を中心に実施する予

定である。しかし，日本研究や第３世界研究を志す諸君

にとっても民族・エスニック問題を考える上で役立つで

あろうし，他の参加者にとってもよい刺激となるだろう。

授業は演習形式で行う。履修者諸君には，英文の最新の

研究書や論文を読んでもらい，内容について報告とコメ

ントをしてもらい，質疑応答をしながら授業を進めてゆ

くつもりである。履修者の数にもよるが，報告は１回の

セッションで複数の学生に競争的に行ってもらう。それ

は，各自の独自の観点からのコメントを提出してもらい，

授業での議論を盛り上げてもらいたいからである。

　＊政治学専攻との併設授業である。

社会学特論 

　 時間－空間論からグローバル都市へ

 講　師  橋　本　和　孝

授業科目の内容：

・ 時間－空間論とアジアのグローバル都市を取り上げたテ

キストを用いて，報告・討議しながら，新しい都市－地

域認識のあり方を考えます。

・ 時間－空間論とアジアのグローバル都市についての理解

を深めます。

・「空間論的転回」の再認識を深めます。

・ アジアのグローバル都市のあり方を検討するとともに都

市のあり方を再考します。

社会学講義（春学期特定期間集中）

 特別招聘教授（非常勤）  ヤング，アラン

授業科目の内容：

　担当者が所属する医療の社会科学的研究で特色のある

マッギル大学医療社会科学研究学科では，医療社会学，医

科学史研究，医療人類学の関わる一連の医療関連研究が

おこなわれている。この科目では，主として医療人類学（そ

してその根底にある文化人類学的な社会の認識基底の研

究）の見地から，北アメリカでの最近の医療社会科学諸

研究を通覧し，検討する。妖術・医療の文化人類学的研究，

トラウマ論・PTDS に関わるアメリカ精神医学文化の批判

的研究（参考書：A. ヤング著『PTSD の医療人類学』（中

井久夫ほか訳）みすず書房），近年の先端的医療の社会科

学的研究，進化心理学・精神医学がおこなう心の起源の
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研究の検討（アスペルガー症候群，抑鬱症の起源等の話

題を含む）などの話題を予定。

　講義は英語でおこなうが，必要に応じ簡易逐次通訳に

よって履修者の理解を深める。

社会学講義（秋学期） 

　 家族と福祉政策

 講　師  藤 崎 宏 子

授業科目の内容：

　近代社会は暗黙の前提として「自立した個人」をその

構成単位として想定し，「ケア」に対して明確な位置づけ

を与える論理を構築してこなかった。しかし，どのよう

な社会でも，乳幼児，病者，障害者，要介護高齢者など，

生活自立が困難で，日常的にケアを必要とするメンバー

が一定数存在する。この矛盾の帳尻あわせは「近代家族」

とその基本原理である愛情規範によりあいまいなままと

されてきた。しかし近年の急速な少子高齢化や福祉国家

のゆきづまりを背景として，ケアをめぐる家族と福祉政

策の役割分担と連携のあり方が問い直されている。本演

習では，高齢者介護をめぐる家族と福祉政策の関連を問

う内外の文献を講読しつつ，その現状と課題について考

察したい。

社会史特論

 経済学部　教　授  矢 野 　 久

経済学部　教　授  長谷川　淳　一

経済学部　助教授  飯 田 　 恭

経済学部　助教授  崔 　 在 東

授業科目の内容：

　本科目では，社会経済史の視点から，欧米を中心とす

る各地の歴史を考察する。とりわけ「日常」にかかわる

個別の具体的な歴史事象を，社会経済全体の「構造」と

関連づけながらとらえる方法を陶冶することを目的とし

つつ，活発に討論したい。

　本科目で取り上げるテーマ（担当教員の守備範囲）は，

およそ次のようなものである。

1.　生活環境と生活水準

2.　労働と消費生活

3.　都市と文化

4.　家族・親族・共同体と個人主義

5.　人的移動の諸相

　受講者の専門・研究テーマ・興味関心が広い意味でこ

れらのテーマと重なり合えば，問題はない。また，考察

対象地域についても，欧米に限定するものではない。

　演習形式を採用する。参加者には，本科目の趣旨を踏

まえた上で，各自の専門領域の研究史・研究動向を幅広

くしかも詳細に紹介し，その中での自らの研究の位置づ

けを明らかにするような報告を求める。この報告を参加

者全員で共有し，それについて議論したい。このことを

通じて，何よりも参加者各自の研究が刺激され，またそ

れが同時に参加者全員への刺激となることが望まれる。

社会史特論

 経済学部　教　授  矢 野 　 久

経済学部　教　授  長谷川　淳　一

授業科目の内容：

　社会史は，「下からの歴史」を「上からの歴史」との関

連において描くために，「総合の学」＝関連諸ディシプリ

ンの援用をもってその方法的特徴としている。　

　担当者はイギリスとドイツにおける都市と文化，労働と

消費，生活環境などを専門の守備範囲としているが，受

講者の研究テーマ，問題関心が重なれば受講を歓迎する。

考察対象地域も英独に限定するものではない。授業の形

式は演習方式とする。

　講義とそれに続く討論を通じて，新しい論点の提起，

方法的枠組の再構築を試行したい。読むべき文献は，そ

のテーマ毎に指示する。

文化人類学学説特論

 文学部　教　授  鈴 木 正 崇

授業科目の内容：

　前期は文化人類学・民俗学・宗教学に関連する英文の

専門書を読む予定で，最初の授業の時に候補を数冊挙げ

て履修者の希望によって決定する。フィールドは東アジ

ア（日本を含む）と南アジアである。後期は英文の学会誌 

The Journal of the Royal Anthropological Institute, American 

Ethnologist, American Anthropologist, Cultural Anthropology, 

Journal of Asian Studies などから履修者の主題にあった論

文を選択して読む。

文化人類学学説特論

 文学部　教　授  宮 坂 敬 造

授業科目の内容：

　文化人類学諸学説をその時代背景とパラダイムとのか

かわりに留意しつつ，社会認識論的分析の地平に立って

検討していく。日本民俗学の流れは他コースにあるので，

本コースでは欧米にはじまった国際的学派の検討が中心。

また，学説特論なので地域研究という特定地域中心という

体裁はとらない。といっても本コースの枠内ではバランス

よくすべてにわたって諸学説を検討することはできない。

言語人類学やエスノサイエンス学派については文学研究

科言語学コースで一部あつかわれているようだが代表的

言語学理論・社会言語学の知識が不可欠となる。構造人

類学とその批判についてはかなりの社会哲学的素養が必

要となるが，まずその前に人類学的親族研究と社会組織

研究展開の知識を要する。マイナーかもしれないが象徴
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的文化コミュニケーション研究系フォークロア研究の諸

学説も技芸言語パフォーマンス表現分析に有効であるが，

それを一分野にふくむ文化記号論の素養もまことにひろ

い。現代の宗教人類学は他コースで提供されているので

直接あつかわないが，学説をあつかうのであれば，エバ

ンズ＝プリッチャードの大冊『アザンデ人たちにみられ

る妖術・託宣・呪術』から始めたほうがよいであろうし，

彼に対するフランス系知識社会学派の影響を理解してお

く必要もある。解釈学的人類学は，ヴェーバー理解社会

学に由来し，現象学・解釈学理論におっているわけだが，

その代表的論客のクリフォード・ギアツの研究は，歴史，

生態，親族，儀礼・宗教，市場・経済，政治にまたがって

研究範囲が一見ひろいばかりでなく，彼の立場は 60 年代，

70 年代，80 年代と変化がみられる。脱構築派の理解には

フーコー等の現代思想，それに，マリノフスキー以来の代

表的民族誌，それらを批判して試みられたラビノーらの

反省的民族誌認などの知識が前提とされる。認知科学的

人類学は人類学のみならず認知研究の学際的知識を要す

る。ギアツの弟子であったモロッコ文化研究後のラビノー

は解釈学研究，フーコー研究，フランス文化社会論を経

て，90 年代から先端医療研究に転じたわけだが，科学技

術の人類学や先端医療の人類学には，自然科学先端研究・

先端医療の最新学説の知識などが要求される。フェミニ

スト人類学による文化批判，マイノリティ系人類学者に

よる新「人種」論，ゲイ研究，第四世界ネイティヴ人類

学の出現，等々，実にさまざまな試みがおこなわれてい

るし，生物学者にして哲学的フェミニスト人類学者ドナ・

ハラウェイの諸説は難解である。最近の考古人類学的進

化適応環境理論は，更新世時代の精神医学症状や芸術起

源説とも関連して実におもしろいが，通常の狭い文化人

類学の枠組みを超える姿勢が要求される。というわけで，

パラダイム検討を問題にする全体論的学際志向・嗜好は

もつものの，単発コースとして組むやりかたにより，テー

マをあつかえる範囲で毎年，より狭く限定せざるをえな

い。本年度は，医療人類学・心理人類学の学説を脱構築

派以降の現代人類学の流れに照らして検討する。古典で

はなく現代の動向をあつかうが，医療人類学の始祖とさ

れる WH. リヴァ－ズを現代の流れから参照点として用い

る検討を一部おこない，また，社会人類学科医療研究と

心理人類学系が展開して医療研究とを比較する。文献は

講義時に指示する。

　本年度は，カナダ・マッギル大学の文化人類学者アラン・

ヤング教授（同大学医学部医療社会科学研究学科）が特

別招聘講師として講義を予定していますが（春学期集中

講義７月 18 日～ 20 日，23 ～ 24 日予定），この文化人類

学学説特論では，同教授集中講義理解の準備となるよう

に春学期の一部内容を組みます（初回のガイダンス時に

説明）。

文化人類学特論 

　国家・資本制のなかの生活文化研究―都市を基軸にして

 講　師  和 崎 春 日

授業科目の内容：

　国家社会や資本制のなかでの「民俗」や文化のあり方を

考える。これまで，民俗学や人類学は対象を区切ってそ

のなかで静態的・整合的に対象文化の中身を考察してき

た。こうした捉え方から脱して，対象文化を「今」の動き

の中に置く。民俗文化や民族文化は，国民国家という枠

組みから力を加えられて生きていかざるを得ない。また，

世界の隅々にある民族文化でさえ資本の流れのなかで生

きている。常にこうした動きの中に民族誌を置いて鍛え

るトレーニングをするということである。人々の生活実

践からすれば，「上」からの意志がおりてくるオリエンテー

ションと，「下」からの意志がせりあがるオリエンテーショ

ンとがぶつかったり交渉したりする「場」が，都市である。

こうして都市民俗学・都市人類学・都市社会学の書を読む。

グローバライゼーションやローカル文化の問い，観光人

類学の問いも当然かかわることになるだろう。

　日本の都市人類学者・都市民俗学者の著作を連読しな

がら，さらに "urban Anthropology" (ed. by Southall, Oxford 

U.P.）を併読し，観光人類学や「開発」人類学の著作と照

らしつつ，都市における人間の生き方を考える。大学院

生の個人テーマ発表と重ねながら，演習のかたちでディ

スカッションしていきたい。

歴史民俗学特論

 講　師  中 西 裕 二

授業科目の内容：

　歴史人類学，歴史民俗学の諸研究に見られる，歴史と文

化・民俗文化の関係性について考察を深めていく。とく

に歴史人類学と歴史民俗学における Anthropology at Home

の持つ意義，日本の宗教民俗文化を対象とした歴史と民

俗の関係性，華人研究を対象とした歴史と文化の関係性，

の 3 つを主要なテーマとして講義を進める。

コミュニケーション特論

 講　師  青 池 慎 一

授業科目の内容：

　履修者の研究テーマを考慮して，関連するコミュニケー

ション理論（マス・コミュニケーション理論，イノベーショ

ン普及理論などを含む）および方法論について検討する。

コミュニケーション特論

 商学部　助教授  吉 川 肇 子

授業科目の内容：

　組織コミュニケーションについて詳細に論じます。文

献講読とともに，受講生の研究計画の検討なども行いま
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す。

コミュニケーション特論 

　 メディア・ネットワークとコンテンツ

 メディア・コミュニケーション研究所

教　授  菅 谷 　 実

授業科目の内容：

　メディア・ネットワーク理論およびコンテンツ政策に

ついての文献を講読する。

マス・コミュニケーション特論

 法学部　教　授  大 石 　 裕

授業科目の内容：

　マス・コミュニケーションに関する文献・論文を読み，

それについて討議する。

マス・コミュニケーション特論 

　 政治とメディアの新しい関係を読み解く

 講　師  大 井 眞 二

授業科目の内容：

　メディアの多元化，多様化，とりわけオンライン・ジャー

ナリズムの本格的な展開をうけて，政治とメディアの関

係は，従来の研究の枠組みでは捉えきれない様相を示し

ている。

　例えば，欧米諸国にみられる，無党派層の増加，市民

の公共的生活からの撤退，シニカルな，政策よりも戦略・

戦術を重視する政治報道，市民ジャーナリズムの再生，

ウェブログ・ジャーナリズムの活性化などは，新たに論

ずべき重要な課題の一部であろう。

　これらの問題を中心に，テクストの読解と議論で授業

を進める予定である。

マス・コミュニケーション特論 

　 政治コミュニケーション研究／世論研究

 講　師  谷 藤 悦 史

授業科目の内容：

　本マス・コミュニケーション特論では，春学期には政治

コミュニケーションについて，秋学期には，世論につい

て広く検討する。春学期の政治コミュニケーションにつ

いては，現代民主主義国家における政治情報，マス・メディ

アとジャーナリストの政治的役割，選挙過程と政治マー

ケティング，政治宣伝，ニューメディアと政治などの問

題を扱うが，本年はマス・メディアと民主主義が中心的

テーマになる。

　秋学期の世論研究では，近代啓蒙期における世論観，

近代民主主義と世論，現代民主主義における世論の位置，

現代における世論形成過程，現代の世論論争などについ

て検討する。

社会心理学特論 

　  組織の中の人間行動・組織行動論 土曜 1時限

 文学部　教　授  南 　 隆 男

授業科目の内容：

　産業・組織心理学／組織行動論の領域における最近の

研究の動向を批判的に考究する。

社会心理学特論 

　  生涯発達心理学・キャリア発達論 土曜 3時限

 文学部　教　授  南 　 隆 男

授業科目の内容：

　生涯発達心理学（その領域のなかでも「成人期以降の

発達」に焦点をあてつつ）の視角から，キャリア発達の

諸問題を考究する。

社会心理学特論 

　 マスコミ理論とニュース研究

 　メディア・コミュニケーション研究所

教　授  萩 原 　 滋

授業科目の内容：

　マスコミュニケーション理論に関する基礎知識を習得

すると共に，ニュース研究の分野での実証的研究の事例

を取り上げて討議する。

社会心理学特論 

　 モチベーション研究へのアプローチ

 講　師  角 山 　 剛

授業科目の内容：

　あるときには目の前の仕事や課題に没頭するのに，な

ぜあるときには興味も関心も感じなくなってしまうのだ

ろう？同じ課題であってもなぜある人は完成に向けて努

力し，ある人はしないのだろう？なぜ別の仕事ではなく

その仕事を選ぶのだろう…。こうした問題を，産業・組

織心理学／組織行動論の領域での理論やトピックスを中

心に，モチベーションの視点から考察していきます。期

待理論，目標設定理論，自己効力理論などを概観しながら，

モチベーション研究への接近方法を探っていきます。

社会学史演習 

　 論文作成指導

 文学部　教　授  浜　　　日出夫

授業科目の内容：

　受講者の関心にしたがって最近の文献のレビューを行

なう。また論文作成の指導を行なう。
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社会学演習 

　 社会移動のモデル分析

 文学部　教　授  鹿 又 伸 夫

授業科目の内容：

　社会階層と社会移動に関わるモデル分析を扱う。とく

に世代間移動，教育達成に関するモデル分析を取り上げ，

検討する。

社会学演習

 文学部　教　授  平 野 敏 政

授業科目の内容：

　履修者各自の研究および論文についての報告をめぐる

スーパーヴィジョン方式の問題提起を通して，履修者各

自の研究および論文の作成の進捗を図ります。

社会学演習 

　 都市生活と公共性の歴史社会学

 文学部　教　授  藤 田 弘 夫

授業科目の内容：

次の目的に沿った多層的な演習です。

①社会学の基本的課題のディスカッション。

②出席者各人の学会発表や論文作成に向けた研究発表

③古書の街づくりなどからの研究成果の発表

④フィールド・ワーク・講演会・関連学会への出席など。

社会学演習

 文学部　教　授  渡 辺 秀 樹

授業科目の内容：

　参加者の研究報告を中心とする（社会学特論とともに

履修することが望ましい）。

社会学演習

 文学部　助教授  織 田 輝 哉

授業科目の内容：

　本授業では，社会学の相互行為理論と合理的選択理論

との接合という観点から，たとえばシュッツの生活世界

論を合理的選択理論として捉えた H. エッサーの議論，あ

るいは情報や認知の問題を組み込んだ合理的選択理論の

展開を取り上げ，合理的選択理論の道具立てが社会学的

方法にどこまで有効なのかを考えていきたい。取り上げ

ていく文献に関しては出席者との相談の上決めていきた

い。

社会学演習

 法学部　教　授  有 末 　 賢

授業科目の内容：

　基本的には受講生の研究テーマの報告を主として授業

を進めていく予定である。人数にもよるが，修士論文，

博士論文，学会報告，投稿論文などの中間報告として討

論を進めていきたい。

　場合によっては，文献の輪読，ゲスト・スピーカーの

講演なども考えられる。

社会学演習 

　 グローバリゼーションと人種・民族・エスニシティ・ナショ

ナリズム・多文化主義・極右台頭の政治・社会学

 法学部　教　授  関 根 政 美

授業科目の内容：

＊ 本授業は，本授業担当者を指導・副指導教授とする大

学院前期博士 ( 修士 ) 課程院生の修士論文作成指導のた

めの授業であるが，他の院生の受講を妨げるものでは

ないが，前もって相談してほしい。

＊ 授業の内容は，各院生の研究報告をもとに質疑応答を

行う演習授業とする。修士論文作成を中心とした授業

となるので，①修士論文の内容に関連した先行研究と

しての研究書あるいは論文についての報告・質疑応答，

②修士論文そのものの報告と質疑応答，などを行う予

定である。なお，必要に応じて，学部研究会学生の聴

講を求める場合もある。

＊ なお，関根を指導・副指導教授としないものでも修士

論文作成に当たり，参考のため授業に参加したいとい

う院生は相談すること。

社会史演習

 　経済学部　教　授  倉 沢 愛 子

教　授  清 水 　 透

目標・意義・方法：

　歴史学におけるフィールドワークの重要性を認識する

とともに，その過程で行き当たるであろう様々な問題を

考え，解決策を見出す努力をする。

授業科目の内容：

　社会史とは，人間社会を経済のみならず，政治・社会・

文化などさまざまな側面からなる全体ととらえる研究方

法である。この全体としての人間社会に接近する方法も，

経済学のみならず，政治学・社会学・人類学など隣接す

る人間諸科学を包含したものである。社会史は，具体的・

歴史的事象を細部にわたり分析すると同時に，絶えず新

しい領域を開拓し，新しい方法論的枠組を創りだすこと

にある。その意味で，固定した方法・領域をもたない。

　本演習においてはその様な多様な側面のうち，フィー

ルドワークを基礎とする歴史研究に焦点をあて，以下の

３点を中心に議論・検討する。

（1）歴史研究学の方法：文献史学とオーラルヒストリー

（2） 研究者と研究対象との関係性：知的営みとしての歴

史研究と日常

（3）個と普遍の問題：個と大状況，日常と非日常
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文化人類学学説演習

 文学部　教　授  宮 坂 敬 造

授業科目の内容：

　文化人類学諸学説をその時代背景とパラダイムとのか

かわりに留意しつつ，社会認識論的分析の地平にたって

検討する演習をおこなう。日本民俗学等の学説の流れは

他コースであつかわれているので，本コースでは欧米に

はじまった国際的学派の検討が中心。本年度は，医療お

よび宗教（ただし，宗教学系プロパーの内容および現代

の宗教人類学系の話題は他コースで提供されているので，

本コースでは直接あつかわず，学説の関連の範囲で取り

あげる），さらには文化精神医学の動向の一部をとりあげ

て検討していく。主として 80 年代以降の文化批判人類学

の流れとの関係であつかうが，一部は人類学的医療・宗

教研究の基礎的文献をもちいて学説に関する演習をおこ

なう。ひとつの柱は，社会科学的でありつつも人文学的

人類学思想史といった色彩になり，単に調査にいってす

ぐ調べてわかることを報告するという姿勢だけでなく，

異文化理解調査方法論批判，ポスト・コロニアリズム言

説分析・心理人類学の衰退と復活などの話題もふまえた

＜理論的構造的動態理解＞を重視する。文献については

講義時に指示する。文化人類学学説特論であつかう現代

人類学，文化批判・社会認識枠組み再検討の人類学の各

種話題に関連する文献講読，履修学生の研究課題に関連

する文献検討を扱う科目。

文化人類学学説演習 

　 宗教人類学の基礎

 文学部　助教授  樫 尾 直 樹

授業科目の内容：

　宗教人類学の近年の英語文献を読むことを通して，人

類学の現代的可能性を探究する。

文化人類学演習

 文学部　教　授  鈴 木 正 崇

授業科目の内容：

　文化人類学・民俗学・宗教学に関係する修士論文と博

士論文の作成のための指導を行なう。

民俗学演習 

　 宗教民俗学を中心として

 文学部　助教授  樫 尾 直 樹

授業科目の内容：

　各自の問題意識に基づき，レジュメをきって発表を行

うことによって，民俗学の方法と認識に対する理解を深

め，新しい領野を切り開くことを目的とする。

歴史民俗学演習

 文学部　教　授  鈴 木 正 崇

授業科目の内容：

　文化人類学・民俗学・宗教学の日本語文献を読む演習で，

古典・話題作・翻訳などを幅広く選定して，履修者の研

究内容に応じたテキストを選び，報告や討論を行う。最

初の時間に文献リストを配布して予定を立てる。

マス・コミュニケーション演習

 法学部　教　授  大 石 　 裕

講　師  鶴 木 　 真

授業科目の内容：

　学会発表，論文執筆を前提とする研究発表を順次行う。

扱う研究領域は，マス・コミュニケーション論，ジャー

ナリズム論，メディア論である。

マス・コミュニケーション演習

 法学部　教　授  大 石 　 裕

授業科目の内容：

　学会発表や論文作成に向けて，受講者各人が発表し，

それに基づいて討議する。

社会心理学演習 

　 産業・組織心理学／組織行動論／キャリア発達論

 文学部　教　授  南 　 隆 男

講　師  角 山 　 剛

授業科目の内容：

　産業・組織心理学領域における最近の研究動向を批判

的に検討しながら，そこでの問題と課題を吟味したい。

　担当者ふたりによる，当該研究分野の，いわば“合同

演習”である。

社会心理学演習 

　 生涯発達心理学・キャリア発達論

 文学部　教　授  南 　 隆 男

授業科目の内容：

　「キャリア発達／キャリア・デザイン／キャリア・カウ

ンセリング」関連の，昨年度中に刊行された重要文献を

講読しながら，当該問題領域の“問題点”を批判的に検討・

吟味したい。

社会心理学演習 

　 マスコミ研究の技法

 　メディア・コミュニケーション研究所

教　授  萩 原 　 滋

授業科目の内容：

　マスコミに関する実証的研究の方法，特に内容分析や

質問紙調査といった技法の理解を深める。
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日本文化研究（ルイ・ヴィトン寄附講座） 

（春学期特定期間集中）

 訪問教授  ブッシイ，アンヌ

Anne Bouchy

(directrice d’études à l’École française d’Extrême-Orient)

　在日フランス大使館とルイ ヴィトン ジャパンのご支援

とご協力のもと，主に大学院在籍学生を対象とするフラ

ンス教育研究の講座「ルイ ヴィトン ジャパン講座」が

開設されました。本講座は，官民ガバナンス等より幅広

い分野においてフランスのトップレベルの研究者が義塾

の研究者との連携によって，双方向的な教育・研究活動

を展開しようとするものです。グローバルな視点をもっ

てこれからの社会を先導する人間を育て，日仏学術交流

の新しい潮流の形成に貢献していくことを目標とします。

今年度は社会学研究科（春学期）と経済学研究科（秋学期）

に設置されます。

授業科目の内容：

　日本の宗教民俗において現在問われている幾つかの中

心課題に関する（特にフランスでの）宗教人類学と日本

民俗学の見解を紹介して，具体的な研究テーマを三つ取

り上げる。それに関連して，日本の民俗学・民族学の専

門家とフランス人研究者との共同研究によって明らかに

なった，日本をフィールドワークとしている日本とは異

文化の社会に所属する民俗学・民族学研究者が直面する

幾つかの問題を紹介し，その接近の仕方と諸解決法を考

える。日本とフランスの研究交流の課題についても言及

したい。

取り上げる研究テーマ：

1 —  宗教的職能者の問題：宗教的職能者という大きなカテ

ゴリーの中で，特に行者，巫者，修験をとりあげ，彼

等の特徴，機能と現代社会が必要とする諸対応，形態

的，内面的変化の仕方を考える。

2 —  修験道と地域社会における諸信仰，宗教形態の習合へ

の貢献，修験道自体と修験道における正統化と正統性

の問題。

3 —  現在社会において，死，死者，死霊，神霊はどのよう

に位置づけられるか。それに関する諸伝統はどのよう

に再編成され，その扱い方，考え方にはどのような“伝

統生成”がみられるか。

　En partant de la présentation du point de vue de 

l’ethnologie du Japon et de l’anthropologie religieuse sur 

quelques-unes des grandes questions de fond contemporaines 

relatives au fait religieux en général et plus particulièrement 

dans la société japonaise, le cours abordera plusieurs thèmes 

concrets du fait religieux au Japon. Sera également présenté un 

aperçu des problèmes qui se posent au chercheur non japonais, 

travaillant sur le terrain au Japon en collaboration avec des 

ethnologues japonais, ainsi qu’une réflexion sur la façon dont 

ceux-ci peuvent être résolus.

Les thèmes présentés : 

1 –  les spécialistes religieux : à l’intérieur de la grande 

catégorie de ces spécialistes, caractéristiques, fonctions, 

transformations et adaptations formelles et intérieures 

exigées des spécialistes de la possession et des pratiquants 

du shugendô par la société actuelle.

2 –  le shugendô et la synthèse des cultes et pratiques dans les 

communautés locales, la question de la légitimation et de 

la légitimité du shugendô et dans le shugendô.

3 –  la mort, les morts, les âmes des morts et les dieux : quelle 

place pour la mort, les morts, les dieux dans la société 

contemporaine, quels remaniements de la tradition, quelles 

créations ?

心 理 学 専 攻

基礎心理学特論Ⅱ（春学期特定期間集中）

 特別招聘教授（非常勤）  リンゼイ，Ｄ．ステファン

授業科目の内容：

追って掲示します。

実験心理学特論Ⅱ（春学期） 

　 動きの知覚と問題解決

 講　師  吉 村 浩 一

授業科目の内容：

　Irvin Rock の「知覚は問題解決過程」という考え方を，

運動現象を材料に学びます。

　知覚心理学は，ウェルトハイマーにより，運動現象を

注意深く観察することから始まった。そのため，心理学

と運動現象の関係は，知覚心理学という研究領域に限ら

れるものと理解されがちである。本講義では，思考や社

会的知覚，アニメーションや映画などアートとサイエン

スの関係に至るまで，動きを多面的に捉え，受講者の皆

さんとともに検討していく。

比較心理学特論Ⅲ（秋学期特定期間集中）

 特別招聘教授（非常勤）  トローヤ，ニコラス　Ｆ．

授業科目の内容：

Summary

On the first day, I will lecture for most of the time. I will 

introduce the topic, provide some background and context, 

and will outline some of the main controversies in the field.

On the second day, we will dwelve into a number of key 

studies. Each of you will present one of them and we will 
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discuss them as a group.

The next two days are dedicated to hands-on experimenting 

with biological motion stimuli. I will use one day to introduce 

you to a number of concepts and data structures that we 

use in my lab to deal with biological motion data. I will also 

demonstrate a Matlab based programming package that we will 

then use to set up simple experiments.

This is what we do on the fourth day. In groups of two 

students, you will set up your own little experiment, collect 

data with it, and evaluate them.

Finally on the last day, you will be writing a report. This 

report should be in the form of a short scientific paper. For 

more details, see below.

Day 1

I will be lecturing most of the day. We get to know each other, 

learn about the general topic and its context, and lay out the 

plan and the basics for the coming days.

Unit 1

Introduction of myself and the students

Outline of the course

Readings, assignments, marking schemes

Unit 2

Some basic principles on visual perception in general, and 

motion perception in particular

Unit 3

Controversies in biological motion research

Day 2

Units 4‑6

We will read a number of key papers and will discuss relevant 

experiments. Each student is assigned a paper and will give a 

short presentation of it.

Topics:

・ Global vs. local processing

・ Attentional mechanisms

・ The role of learning

・ Biological motion in the visual periphery

・ Neuroanatomy of biological motion perception

・ Perception, action, and the role of mirror systems

Day 3

Unit 7

Motion capture techniques, procedures, data structures, 

Fourier-based representations

Unit 8

PLDtools. A Matlab based toolbox

・ Design of biological motion stimuli

・ Experimental design

Unit 9

PLDtools: An example program

Data evaluation using DosStat

Day 4

Units 10‑12

I will outline a number of little experiments. In groups of two, 

you will pick one of them, you will implement it using the 

PLDtools, and you will then collect data on yourself and your 

partner.

Assignments

You will write a final report about your experiment in the form 

of a short scientific paper. In the Introduction you have to put 

your experiment into the context of what you have learned on 

days 1 and 2. In the Methods part you have to include what 

you learned on day 3, and then you describe what you did on 

day 4 in the Results section. Pick up on the questions raised 

in the Introduction and discuss what your experimental results 

can contribute to answering them in the final Discussion part. 

The report will be the basis for your mark on the course. 

Details of the marking scheme will be provided in the course.

Material

Manual for the PLDtools

Manual DosStat

How you can prepare for this course

Learn the fundamentals of Matlab! Ideally you would know

・ how to open and close matlab

・ how to execute a command in the command line

・ how to save your work and how to load it

・ how to access elements in vectors and matrices

・ how to conduct simple vector and matrix algebra

・ the difference between a script file and a function file

・  how to use flow control statements such as for, while, if, 

switch

・ how to make simple line plots, scatter plots, bar graphs

・  how to import data from and export data into an ASCII 

file

A very good book is:

D. Hanselman & B. Littlefield: Mastering Matlab, Pearson 

Prentice Hall, 2005.

There are also very good online tutorials available. Here are a 

few. The first one is particularly good:

http://www.mines.utah.edu/gg_computer_seminar/matlab/

matlab.html
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http://www.cyclismo.org/tutorial/matlab/

http://www.mathworks.com/academia/student_center/

tutorials/launchpad.html

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/

learn_matlab/

In addition you can start reading the papers listed in the 

reference list below.

Reading

... to be announced ...

計量行動学特論Ⅱ（秋学期）

 環境情報学部　教　授  渡 辺 利 夫

授業科目の内容：

　心理学で使用される分散分析および多変量解析を理論

的側面および実際的側面から学んでゆく。統計フリーソ

フトである R 言語を使用して，実際のデータを分析する

ことによってデータ解析の力を強化してゆく。

神経科学特論Ⅱ（春学期）

 講　師  杉 下 守 弘

授業科目の内容：

　近年，磁気共鳴画像法の発展により，脳の形態や損傷部

位を容易にとらえられるようになった。また，各種の精神

活動を行うと，脳のどの部分が賦活するか測定できる方

法（機能的磁気共鳴画像法など）の発展が著しい。したがっ

て，脳と「こころ」との関連がどのようになっているか

明らかにしやすくなってきた。いいかえれば，人間の「こ

ころ」について学ぶには脳についての知識を修得するこ

とが不可欠になってきた。

神経科学特論Ⅲ（秋学期）

 講　師  伏 見 貴 夫

授業科目の内容：

　脳の血管障害（脳卒中など）や変性疾患（アルツハイマー

病など）などの病変によって，言語・認知・行為・記憶

など高次脳機能といわれる脳の働きが低下し，失語，失

認，失行，痴呆（認知症）などの高次脳機能障害が生じる。

本講義では，これらの中から失語に重点をおき，言語病

理学的な古典的アプローチと認知心理学的な最近のアプ

ローチを紹介し，失語しいては高次脳機能障害に対する

研究方法を考察する。

精神医学特論 

　臨床精神医学の現状

 医学部　助　手  田 渕 　 肇

授業科目の内容：

　精神医学は医学の一領域であるが，従来から心理学・

哲学との関係が深く，司法や社会などとの関わりの中で

も，しばしば議論されている。また近年では，神経科学・

脳科学の立場からも新たな知見が紹介されている。さら

に臨床場面においても，精神科に対する敷居は低くなっ

てきており，精神医学は急速な勢いで裾野を広げている

印象がある。一方で，精神障害に対する社会の理解は不

十分であり，多くの誤解から，患者やその家族らが戸惑い，

生活上さまざまな制限を受けることも珍しくない。本講

では，精神医学に関連するさまざまなトピックを取り上

げながら，対象となる疾患の精神病理学的な理解のみで

なく，精神医学を取り巻く環境を含めた「現在における

臨床精神医学の実情」に関する知識を獲得することを目

標とする。

臨床心理学特論Ⅱ（秋学期） 

　発達障害のアセスメントと教育的支援（認知発達とその

支援）

 講　師  熊 谷 恵 子

授業科目の内容：

　平成 19 年度から，日本において特別支援教育が始まる。

特別支援教育の日本と英国についての制度の差，実際の

教育方法について述べる。そして，特別支援教育になっ

てあらたに支援の対象となった LD，ADHD，高機能広汎

性発達障害についての認知発達の特徴と支援の今日的課

題を学習する。また，新しく軽度発達障害児のためのア

セスメントの１つとなる DN-CAS について実技と解釈に

ついて学ぶ。最後に個別の教育支援計画，個別の指導計

画がたてられ，アセスメントの結果を実際の指導にどの

ようにいかすかを学ぶ。

臨床心理学特論Ⅲ（春学期特定期間集中） 

　社会情動発達とその支援

 講　師  井 上 雅 彦

授業科目の内容：

　以下の内容，特に支援方法に重点をおいて解説しミニ

演習をあわせて行います。

　発達障害のある幼児から成人までの社会性と情動の発

達とその困難性について焦点を当て，臨床発達心理学と

応用行動分析学における支援方法について学びます。

精神動作研究（通年特定期間集中）

 [ 春 ] 講　師  臼　井　伸之介

[ 秋 ] 講　師  尾 入 正 哲

（春学期）

ヒューマンエラー・事故の心理学

授業科目の内容：

　精神動作研究，つまり知覚運動協応のようなテーマは

古くから「技能」の研究として，応用心理学の重要な研
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究課題であった。本研究では技能習得と密接な関係にあ

る人間の失敗，すなわちヒューマンエラーに焦点を当て，

その認知的発生プロセスについて解説する。また高度に

システム化された現代社会において，人間の些細なミス

が大事故につながる可能性があるが，その事故発生に人

間がいかに関与するか，その防止に心理学がいかに貢献

しうるか等について本講義では考える。

（秋学期）

労働負担と作業環境の心理学

授業科目の内容：

　労働負担と作業環境の諸問題は，古くから産業心理学

の重要な研究課題であった。労働負担を適切なものにし，

快適な作業環境を整備することは，作業者の健康や安全

にとって欠かせない条件である。秋学期には，疲労や労

働負担の評価法・交代制勤務の問題点・オフィス環境の

快適性・閉鎖環境の心理といったテーマについて概説す

る。産業現場や研究機関の見学も行う予定である。

心理学特殊実験Ａ

 ［春］文学部　教　授  山 本 淳 一

［秋］文学部　教　授  伊 東 裕 司

授業科目の内容：

　本実験は心理学実験の組み方，解析法を年間を通じて

学ぶものである。

心理学特殊実験Ｂ

 ［春］文学部　教　授  山 本 淳 一

［秋］文学部　教　授  伊 東 裕 司

授業科目の内容：

　本実験は心理学実験の組み方，解析法を年間を通じて

学ぶものである。

知覚心理学演習 

　知覚の基礎理論

 文学部　教　授  増 田 直 衛

授業科目の内容：

　知覚心理学における重要な理論ならびに方法を過去か

ら現在にいたるまで，比較検討し，今後の知覚研究のあ

り方を探る。ここしばらくはゲシュタルト心理学の創設

者 Max Werheimer に関する論考を中心に精読している。

発達心理学演習（春学期集中） 

　言語発達とその支援

 文学部　教　授  山 本 淳 一

授業科目の内容：

　本演習では，「言語発達の基礎」ならびに「言語発達の

支援」を系統的に学習する。まず，それらの概説を講義

によっておこなう。次に，各テーマについての内外の最

先端の研究を発表，討議する演習を行う。また，事例検

討を行い，言語発達支援の実際を学ぶ。テーマは，以下

のものである。

（1）言語発達と言語発達支援の概説

（2）言語発達の生物学的神経科学的基礎

（3）言語発達とコミュニケーション

（4）言語発達と認知

（5）文法の獲得

（6）読み書きの獲得

（7）言語発達のアセスメント技法

（8）言語発達障害のメカニズム

（9）言語障害と言語発達支援

（10）発達障害と言語発達支援

（11）コミュニケーション支援

（12）言語発達支援の場

行動分析学演習

 文学部　教　授  坂 上 貴 之

授業科目の内容：

下記のテキストを読む予定である。

認知心理学演習 

　人間の認知・記憶研究の最前線

 文学部　教　授  伊 東 裕 司

授業科目の内容：

　人間の認知・記憶に関する研究についての論文の講読，

自分自身の研究の発表，議論を行う。受講者は交代で，

以下の３種類のすべてを，最低１回担当する。

１） 指定論文の紹介，およびディスカッション・リーダー：

授業担当者が指定した，認知・記憶に関する実験心

理学的研究の論文の内容を紹介し，討論のポイント

を示し，討論の進行役を務める。担当する学生は１

週間前までに他の受講者に討論ポイントを示し，受

講者は当日までに論文を読み，討論ポイントに関す

る自分の意見を整理しておくことが要求される。

２） 自分の研究の関連論文の紹介：自分の行っている研究

に関連する先行研究をまとめて紹介する。以下の条

件を満たしていることが要求される。a．複数の論文

（目安として５編以上）をまとめること。自分の研究

（未刊行でも可）を含んでいてもよい。b．整理の仕方，

問題点や将来の研究の展望などに独自のものを含み，

自分の研究課題との関連性を明確にすること。

３） 自分の研究の発表：自分の研究の計画，データ，考

察などについて発表を行う。完成していない研究で

もかまわないが，研究の理論的な位置づけに関して

は認知心理学観点から明確に論じること。発表，議

論は英語で行う。
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生物心理学演習Ⅰ

 文学部　教　授  渡 辺 　 茂

授業科目の内容：

　この講義は展望論文を書くための技法を学ぶものです。

およそ 100 篇程度の論文を読み，そのなかから重要とお

もわれるものを紹介し，最終的に論文に仕上げます。

生物心理学演習Ⅱ

 文学部　教　授  小 嶋 祥 三

授業科目の内容：

　認知機能と脳機能の研究を重ね合わせて，現象を理解

することを目指す。

行動修正実習ⅠＡ 

　臨床発達心理学の実習

 ［春］文学部　教　授  山 本 淳 一

［秋］助　手  大 森 貴 秀

講　師  土 屋 　 立

授業科目の内容：

　本実習では，行動修正（behavior modification），応用行

動分析学（applied behavior analysis）の枠組み，技法を中

心として，発達臨床や発達支援において必要な諸技法の実

習を行う。様々な発達障害を持つ子どもと保護者に社会

学研究科実習室に来談してもらい，十分な説明と合意を

前提として，⑴コミュニケーションの発達支援，⑵認知

機能の発達支援，⑶社会性の拡張と情動の安定化のため

の発達支援，などを実施する。受講生は，担当者のスーパー

バイズのもと，実際に発達支援を実施する。実習を通して，

発達障害の評価，発達検査・心理検査などによるアセス

メントの実施，軸となる行動の抽出，技法の選択と導入，

単一事例研究計画法にもとづく介入効果の評価，学校や

園への波及効果の評価，保護者・関係機関へのコンサル

テーション，などを学ぶ。学年末には事例報告を提出す

ることを条件とする。

行動修正実習ⅠＢ 

　臨床発達心理学の実習

 ［春］文学部　教　授  山 本 淳 一

［秋］助　手  大 森 貴 秀

講　師  土 屋 　 立

授業科目の内容：

行動修正実習Ⅰ A と同じ。

教 育 学 専 攻

教育学演習

 教職課程センター　教　授  米 山 光 儀

授業科目の内容：

　学問は特定の時代状況の中で営まれているが，当然，教

育学もその例外ではない。この授業は，日本における戦

時下の教育学を検討することからはじめ，現在という時

代状況の中で，教育学は何ができるのかを考えていきた

い。戦時下に教育学者はどのような学問を生み出していっ

たのであろうか，そしてその人たちはそれを戦後どのよ

うに総括したのであろうか。戦後まで視野に入れて，戦

時下の教育学を検討することによって，現在の教育学の

問題点も見えてくると考える。

　また，この授業は教育学専攻で共通の教育学理解を深め

るために設置されていることから，大学における「教育学」

の授業内容についても検討する。具体的には，参加者に

はシラバスを作成してもらい，その内容を検討したい。

教育哲学演習

 文学部　教　授  舟 山 俊 明

授業科目の内容：

　以下のテキストを輪読しながら 19 世紀後半から 20 世

紀初頭ドイツにおける人文科学史（精神科学史）一般を，

当時の精神史や社会史を背景にして考察しながら，その

現代的意義を考えます。

教育哲学演習 

　教育哲学と「ケアリング」

 講　師  生　田　久美子

授業科目の内容：

　本稿では，「ケアリング」の原理に立つ教育を提案して

いる２人の教育哲学者，ネル・ノディングスとジェイン・

Ｒ・マーチンの著作の講読を通して「ケアリング」の教

育学的な意義を探っていく。具体的には，ノディングス

の『ケアリング』『教育の哲学』およびマーチンの『スクー

ルホーム』『間違った「文化遺産」の伝達』を講読し，「ケ

アリング」研究がいかに教育実践面のみならず，教育哲

学という学問体系へ新たな視点を提供しているか考える。

教育哲学特論

 文学部　教　授  舟 山 俊 明

授業科目の内容：

　この授業では近年の「教育哲学」上の諸問題を，幾つ

かの代表的な雑誌論文の言説を吟味しながら，「教育を研

究する」ことの意味と視座を再度検討する。
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教育学史特論 

　教育学の古典を読む

 文学部　教　授  真 壁 宏 幹

授業科目の内容：

　ドイツにおける教育学の古典のひとつシュライエル

マッハー『教育学講義』（玉川大学出版部）を読んでいき

ます。ドイツ教育思想の研究を志す者だけでなく，ドイ

ツ教育思想の日本における受容の問題に関心ある者も受

講してほしい。

教育史演習 

　江戸儒学の教育思想史的検討

 文学部　教　授  山 本 正 身

授業科目の内容：

　近代社会において教育とは，意図的・計画的に組織さ

れた学校という機関を通して，国家・社会の発展に必要

とされる知識・技能をその将来を担う成員に授ける営み，

として理解されている（少なくとも，これが近代教育に

対する認識の中核をなしている）。今日の私たち一般の教

育認識も，おそらく以上のような理解の線に沿って形成

されている，と見なしてよかろう。

　だが，目を前近代社会に転ずると，そこには上記のも

のとは異質の教育認識が様々な主張となってあらわれて

いた。概していえば，その教育認識とは一定の組織や計画，

あるいは場合によっては「教える」という働きかけをも

前提としない，その意味で外側からの形成という意味合

いの稀薄なものであったといえる。それゆえ，前近代社

会においては教育思想と呼ぶことのできる思想は微弱で

あった，と評されることもある。

　ただし，こうした「教える」ことに関わる思想の微弱

さは，必ずしも人間形成に関わる思想全体が未成熟な段

階に止まっていたことを意味するわけではない。たとえ

「教える」思想が微弱・稀薄であったとしても，前近代社

会には，主体的・自律的に「学ぶ」ことを説く思想が普

及していたからである。そして，前近代社会において「学

び」の思想を代表するものが儒学思想であったことはい

うまでもない。

　本演習は，以上のような認識に基づき，「学び」の視点

から人間形成の問題を論じた書として，『論語』を取り上

げ，その講読を通して江戸儒学における教育認識の特質

を探ることにする。テキストには，伊藤仁斎（1627-1705）

の『論語古義』（いわゆる「林本」 < 宝永元年頃成稿 >）を

使用する。なお，数ある『論語』注釈書の中からあえて

仁斎の注釈を用いるのは，仁斎こそが朱子学と対峙しつ

つ，儒学思想を再構築して日本の社会・文化に適合させ

ようとした最初の儒者であったと認められるからである。

また，仁斎にとって『論語』という書には「最上至極宇

宙第一」の書という意味が与えられており，まさに『論

語古義』にこそ仁斎学のエッセンスが凝縮されていると

認められるからでもある。

　授業のスケジュールは受講者が確定した段階で決める

が，その形態は毎回「輪読」を重ねるものとなる。なお，

読み下した文章は，テキスト文字として保存していくつ

もりである。

教育史演習

 教職課程センター　教　授  米 山 光 儀

授業科目の内容：

　教育史に関わる論文作成指導を行なう。学会・研究会

での発表準備を行なうことも考えている。授業では原則

として，参加者が執筆してきた論文を検討する。

教育史演習

 講　師  田 中 克 佳

授業科目の内容：

　Lawrence A. Cremin : AMERICAN EDUCATION – The 

Colonial Experience 1607～1783, 1970, Harper & Row, N.Y. 

の講読。

　今年度は，「BOOK Ⅱ PROVINCIALISM 1689 – 1783 PART 

Ⅵ PROVINCIAL EDUCATION」（同書，p.473-）を講読する。

教育史特論Ⅰ 

　研究論文（日本教育史）執筆の技法

 文学部　教　授  山 本 正 身

授業科目の内容：

　基本的に受講者の執筆した論文を相互に検討する。そ

れを通して日本教育史の分野において，研究論文の執筆

にどのような手順や要件があるのか，またどのような内

容や形式を備えていることが求められるのか，などを吟

味する。ただし，この吟味作業は単に論文作成のための

ハウツーを問題にするのではなく，日本教育史を研究す

るということのそもそもの研究上の意味を自覚的に問う

ことから始められる。

　受講者には，一年間を通して不断に研究論文の執筆とそ

の経過報告が課せられることになる。その意味からも積極

的かつ意欲的な学生の参加を希望するものである。なお，

授業のスケジュールは受講者が確定した段階で決定する。

教育史特論Ⅱ

 教職課程センター　教　授  米 山 光 儀

授業科目の内容：

　この授業では二つのことを目的とする。第一は，参加

者が共通に日本教育史の基礎的な知識を持つことである。

そのために最近出版された通史的要素を持つ書籍を読む。

第二は，参加者の研究に必要な先行研究を検討すること

である。参加者は原則として毎回報告することが課せら
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れる。詳細については，第一回目の授業で相談する。

比較教育学演習 

　現代アメリカの教育

 文学部　教　授  松 浦 良 充

授業科目の内容：

　昨年度に引き続き，翻訳の出版を前提として，アメリ

カの教育史研究者 Joel Spring の現代アメリカ教育（史）に

関する著書を講読する。まず昨年度の未読部分を講読し

た後，再び最初から訳文を相互検討し，さらには訳注を

つける作業を行う。

　さらに必要に応じて随時，履修者の個別研究テーマに

関する報告・相互検討の機会を設け，学会発表や学位（修

士）論文作成の準備も行う。

　なお，【テキスト】【参考書】【授業の計画】【履修者へ

のコメント】【成績評価方法】【質問・相談】の各事項に

ついては，以下の Web Site（「大学院ゼミ」のページ）に

掲載する。テキストは，Web Site を参照して，授業開始時

までに各自で準備しておくこと。

　http://matsusemi.jpn.org

比較教育学特論Ⅰ 

　教育の理論的研究の現状と課題

 文学部　教　授  松 浦 良 充

授業科目の内容：

　猛烈で際限のない専門分化や研究対象の細分化が進む

なかで，今後も「教育学」という学問の存立は可能なの

だろうか。

　本年度，三田キャンパスにて日本教育学会第 66 回大会

が開催されることを意識しながら，この授業では，日本

の教育（の理論的）研究の現状と課題について検討する。

その際，外国の教育学研究の現状をふまえた比較研究の

視点も重視する。履修者は，この授業を，自己の研究テー

マが，日本のあるいは世界の教育（学）研究のなかでど

のような（社会的）意義をもつのかを再確認する機会と

してほしい。

　以下のトピックスを組みあせて年間の授業を構成する。

　①　 日本をはじめ，各国の教育学研究の現状と課題を

review する。

　②　 各自の観点からの「教育学概論」のシラバスを作

成し，その一部の模擬授業を実施する。

　③　 外国の教育学関係学会の動向を調査した上で，総

合学会としての日本教育学会の意義と限界を論じ

る。

　④　 教育運動や教育実践，教育政策と教育の理論的研

究の関係について，具体的な事例をもとに考察す

る。

　⑤　 各自の研究テーマに関する論文を，教育学の初学

者向けに，rewrite する。

　なお，【テキスト】【参考書】【授業の計画】【履修者へ

のコメント】【成績評価方法】【質問・相談】の各事項に

ついては，以下の Web Site（「大学院ゼミ」のページ）に

掲載する。

　http://matsusemi.jpn.org

比較教育学特論Ⅱ

 講　師  坂 本 辰 朗

授業科目の内容：

　21 世紀は日本ばかりではなく世界の高等教育界にとっ

て，中世ヨーロッパに大学が成立して以来の激変の時代

になると予想されます。一方で，新しい学問分野が続々

と誕生し，他方でコンピュータ・ネットワークを利用し

たバーチャル・キャンパスの拡大など，もはや伝統的な

大学の終焉を危惧する声すら聞かれます。このような中，

高等教育システムは，その地域や文化に固有の形態を維

持しつつも，高等教育の世界システムとでも呼ぶべきも

のが創られつつあります。

　本コースでは，以上のような問題意識のもと，アジア，

アメリカ合衆国，さらにはヨーロッパにおける高等教育

システムが直面している諸問題の検討を，特に日本の高

等教育システムとの比較という観点から見てゆきます。

教育心理学演習

 文学部　教　授  安 藤 寿 康

授業科目の内容：

　履修者自身の研究成果を紹介し，それをめぐってディ

スカッションを行います。発表内容は，研究計画，解析

結果，関連文献の紹介など，各自が自分の研究進める上

でその時点で最も適切と思われる内容と形式を決めて下

さい。なお研究発表とディスカッションはすべて英語で

行います。

教育心理学演習 

　認知科学の方法

 言語文化研究所　教　授  大　津　由紀雄

授業科目の内容：

　文献の検討，受講者による発表などにより，認知科学

の方法について考える。受講希望者は必ず第１回目の講

義に出席のこと。やむをえない都合で欠席する場合は必

ず事前に担当者に連絡のこと。
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教育心理学演習

 教職課程センター　教　授  鹿 毛 雅 治

授業科目の内容：

　教育心理学の分野で学術論文を書こうとしている大学

院生に対して研究指導を行います。

教育心理学演習

 講　師  大 村 彰 道

授業科目の内容：

　教授・学習の過程を学際的に研究する「学習科学」が

過去 15 年間にめざましい発展をとげてきた。関連する諸

論文を紹介しあい議論する。

教育心理学特論Ⅰ

 文学部　教　授  安 藤 寿 康

授業科目の内容：

　履修者各自の関心領域のなかの最新の重要文献，ある

いは古典的・代表的な文献を紹介してもらい，講読します。

教育心理学特論Ⅱ 

　発達精神病理学：精神病理の発達と家族関係

 講　師  菅　原　ますみ

授業科目の内容：

　本講義では，精神病理学と発達心理学の統合領域

として発展しつつある発達精神病理学 (developmental 

psychopathology) の基礎について論じていきます。また

この領域の中心的課題である子ども期から成人期までの

様々なライフステージで出現する精神病理の形成と回復

のプロセスに関わる家族関係要因について，最近の研究

を概観しつつ検討をおこなう予定です。

教育心理学特論Ⅲ 

　生成文法

 講　師  鈴 木 　 猛

授業科目の内容：

　参加者の興味・修士論文のテーマ等に合わせて重要な

論文等を読んでいく。

教育心理学特論Ⅳ 

　脳科学と進化学から考える心の教育

 講　師  佐 倉 　 統

講　師  福 士 珠 美

授業科目の内容：

・ 教育学と脳科学・進化生物学との関わりを倫理的な観点

から考えます。

・ 脳科学と進化生物学の知識がなくても理解できるよう，

基礎から丁寧に指導します。

・ 当該分野の英文総説・原著論文を演習で扱うことによっ

て英語の基礎読解力とプレゼンテーションスキルが習得

できます。

教育心理学特論Ⅴ

 教職課程センター　教　授  鹿 毛 雅 治

授業科目の内容：

　「学習意欲」に関する英文の心理学文献を扱います。参

加者全員が文献を発表することとし，それをもとに教育

心理学の観点から討議します。

教育心理学実習

 講　師  廣 瀬 英 子

授業科目の内容：

　教育心理学のなかで，とくに測定・評価に関する文献

を選び，講読することにより，理解を深めることを目標

とします。

教育学特講（春学期特定期間集中）

 特別招聘教授（非常勤）  グレベンドルフ，グンター

授業科目の内容：

　教育学専攻の大学院生のために生成文法の諸問題を論

じる。講義は英語で行う。生成文法に関する基礎的知識

が前提となる。集中講義形式でおこなう。受講希望者は

４月末日までに大津由紀雄まで電子メールで連絡をとる

こと。この手続きをとらなかったものは受講できない。

大津のアドレスは oyukio@sfc.keio.ac.jp である。

教育学特講（秋学期特定期間集中）

 特別招聘講師  ディック，ダニエル　Ｍ．

授業科目の内容：

Science of Genes and Behavior
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講義要綱（博士課程）

社 会 学 専 攻

社会学特殊研究 

　階層格差の国際比較

 文学部　教　授  鹿 又 伸 夫

授業科目の内容：

　社会階層と社会移動に関する実証研究を扱う。とくに

世代間移動における機会格差，教育達成における不平等

などを扱う国際比較研究を取り上げる。

社会学特殊研究 

　近代化論

 文学部　教　授  浜　　　日出夫

授業科目の内容：

　近代化論について検討する。バーガー，ギデンズ，ベル，

リッツァ，バウマンなどの文献を講読する予定。

社会学特殊研究 

　家族社会学方法論研究

 文学部　教　授  平 野 敏 政

授業科目の内容：

　家族社会学においてこれまでに蓄積された諸業績を概

観するとき，われわれはそこにそれらの業績を基礎付け

ている多様な方法論的立場と多彩な分析手法を見出すこ

とが出来る。本特講では，家族研究に見出される主要な

方法論的立場と分析手法をとりあげ，それらの方法論的

立場と分析手法の特質を理解し，さらにいくつかの具体

的研究を取り上げ，その方法的立場と分析手法および分

析対象との関連を検討し，それによって履修者自らの研

究の方法論的立場と分析手法に関する明確な意識の形成

を目指します。

社会学特殊研究 

　都市生活と公共性の歴史社会学

 文学部　教　授  藤 田 弘 夫

授業科目の内容：

　近年，人文・社会科学は急激に変化している。そのな

かで，社会学は他の学問分野にも増して激しい変化に見

舞われ，その存在理由を問われている。日本では社会学

者は社会学の研究対象は現代の社会だとして，現代社会

を説明する最新の議論を競ってきた。欧米の社会学理論

の導入に熱心な研究者は，その理論が社会の歴史的側面

に及んでいても，そのことについては，ほとんど関心を

もたないのが常であった。しかし最近，社会学の分野で，

社会史の研究の発展などにも触発されながら，歴史社会学

を標榜する研究が多数出現している。ひと口に歴史社会学

の研究といっても，研究の内実は方法の点でも内容の点

でも，大きな相違を含んでいる。今年は，多様な形態をもっ

て展開されている歴史社会学を「都市―農村」関係と「田

園都市論」に焦点を当てて研究を進める。

　さらに，一世紀にわたる都市社会学の展開を導き糸とし

て，現在「人文・社会科学」の直面している問題を，最

近の「公共性論」の観点から講じたい。そのことで，社

会についての理解が少しでも深まればと思っている。

　また，この作業と平行して，神田神保町の古書店街と

イギリスのウェールズの片田舎にあるヘイ・オン・ワイ

をはじめ世界各地で勃興する古書の町を，街づくりと観

光の観点から比較研究したいと考えている。

社会学特殊研究 

　タイにおける華人社会の歴史

 文学部　教　授  吉 原 和 男

授業科目の内容：

　受講者の現地調査報告に関連した研究文献や史料の講

読を行う。

社会学特殊研究

 文学部　教　授  渡 辺 秀 樹

授業科目の内容：

家族・教育・ジェンダーを中心として扱う。

社会学特殊研究 

　感情社会学と「制度としての社会学」

 文学部　助教授  岡 原 正 幸

授業科目の内容：

　感情社会学およびその周辺的な実践は，①他者／自己

を語ること，②マクロな社会構造を想定すること，③社

会運動を立ち上げること，④ライフスタイルや労働を営

むこと，それらにとって，どうような効用と効果をもつ

だろうか？

【目的】　 このテーマを主旋律にして，参加者のかかえる

個別のテーマを深く読み解くことが，この授業

の目的です。

【内容】　 ①参加者個人の研究テーマのプレゼンテーショ

ン，②特定の文献（未定）の輪読，この二つをコー

ディネートして進めて行くつもりです。
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社会学特殊研究 

　情報経済社会の分析

 経済学部　教　授  杉 浦 章 介

授業科目の内容：

　都市や地域という空間的レベルにおける経済社会につ

いて，理論的ならびに実証的分析を行うことを目的とす

る。春学期の前半では，社会科学の方法論的基礎を学ぶ。

アカデミックなリサーチを行ううえでの様々な課題の理

解を深め，併せて問題解決型の技法を習得する。経済学，

社会学，政治学，経営学，情報社会論など広範囲のアプロー

チについて鳥瞰する。

社会学特殊研究

 経済学部　教　授  矢 野 　 久

経済学部　教　授  長谷川　淳　一

経済学部　助教授  飯 田 　 恭

経済学部　助教授  崔 　 在 東

授業科目の内容：

　本科目では，社会経済史の視点から，欧米を中心とす

る各地の歴史を考察する。とりわけ「日常」にかかわる

具体的な歴史事象を，社会経済全体の「構造」と関連づ

けながらとらえる方法を陶冶することを目的としつつ，

活発に討論したい。

　本科目で取り上げるテーマ（担当教員の守備範囲）は，

およそ次のようなものである。

1.　生活環境と生活水準

2.　労働と消費生活

3.　都市と文化

4.　家族・親族・共同体と個人主義

5.　人的移動の諸相

　受講者の専門・研究テーマ・興味関心が広い意味でこ

れらのテーマと重なり合えば，問題はない。また，考察

対象地域についても，欧米に限定するものではない。

　演習形式を採用する。参加者には，本科目の趣旨を踏

まえた上で，各自の専門領域の研究史・研究動向を幅広

くしかも詳細に紹介し，その中での自らの研究の位置づ

けを明らかにするような報告を求める。この報告を参加

者全員で共有し，それについて議論したい。このことを

通じて，何よりも参加者各自の研究が刺激され，またそ

れが同時に参加者全員への刺激となることが望まれる。

社会学特殊研究

 経済学部　教　授  矢 野 　 久

経済学部　教　授  長谷川　淳　一

授業科目の内容：

　社会史は，「下からの歴史」を「上からの歴史」との関

連において描くために，「総合の学」＝関連諸ディシプリ

ンの援用をもってその方法的特徴としている。担当者は

イギリスとドイツにおける都市と文化，労働と消費，生

活環境などを専門の守備範囲としているが，受講者の研

究テーマ，問題関心が重なれば受講を歓迎する。考察対

象地域も英独に限定するものではない。授業の形式は演

習方式とし，講義とそれに続く討論を通じて，新しい論

点の提起，方法的枠組の再構築を試行したい。読むべき

文献は，そのテーマ毎に指示する。

社会学特殊研究

 法学部　教　授  有 末 　 賢

授業科目の内容：

　昨年度に引き続いて，質的調査研究論の中から，今年

度は社会学におけるナラティヴ論を学習する。英文の文

献を分担して輪読していく形式を考えている。文献につ

いては，確定ではないが，以下のものを考えている。

社会学特殊研究

 法学部　教　授  大 石 　 裕

授業科目の内容：

　マス・コミュニケーションに関する文献・論文を読み，

それについて討議する。

社会学特殊研究 

　不安・リスク・モダニティ

 法学部　教　授  澤 井 　 敦

授業科目の内容：

　「不安・リスク・モダニティ」をテーマとし，不安やリ

スクをうみだす近代社会の構造の諸様相と，それがおよ

ぼす多様な影響を，社会理論・社会学の観点から考察す

ることを目的とする。今年度は，ジグムント・バウマン

の諸著作を材料とし，考察をすすめる。

社会学特殊研究 

　社会学理論研究

 法学部　教　授  霜 野 寿 亮

授業科目の内容：

　本講義の狙いは理論社会学の視点を中心に議論するこ

とにある。論点を見いだすための文献候補として次を挙

げておくが，最終的には履修者の研究関心にあわせて決

めることにしたい。

社会学特殊研究 

　脱工業化・グローバリゼーションと人種・民族・エスニシ

ティの政治社会学―ナショナリズム・多文化主義・極右台頭

の研究（日本・オーストラリア・世界）

 法学部　教　授  関 根 政 美

授業科目の内容：

　本授業では，授業担当者の専門である「脱工業化・グ
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ローバリゼーションと多文化交錯世界の人種・民族・エ

スニシティ・多文化主義の政治社会学」に関連するテー

マを適宜選択して行う。キーワードとしては他に，移民・

難民・外国人労働者，先住民，市民権，アイデンティティ・

ポリティクス，文化戦争，ポリティカル・コレクトネス

などがある。授業担当者は，以上のテーマを＜現代先進

社会（日本含む）＞に共通する問題として，理論的な考察

をするとともに（国際政治社会学者），現代オーストラリ

アを題材に，上述のテーマを中心に考察する地域研究者

でもある。本授業では，理論的考察を中心に実施する予

定である。しかし，日本研究や第３世界研究を志す諸君

にとっても民族・エスニック問題を考える上で役立つで

あろうし，他の参加者にとってもよい刺激となるだろう。

授業は演習形式で行う。履修者諸君には，英文の最新の

研究書や論文を読んでもらい，内容について報告とコメ

ントをしてもらい，質疑応答をしながら授業を進めてゆ

くつもりである。履修者の数にもよるが，報告は１回の

セッションで複数の学生に競争的に行ってもらう。それ

は，各自の独自の観点からのコメントを提出してもらい，

授業での議論を盛り上げてもらいたいからである。＊政

治学専攻との併設授業である。

社会学特殊研究 

　政治とメディアの新しい関係を読み解く

 講　師  大 井 眞 二

授業科目の内容：

　メディアの多元化，多様化，とりわけオンライン・ジャー

ナリズムの本格的な展開をうけて，政治とメディアの関

係は，従来の研究の枠組みでは捉えきれない様相を示し

ている。

　例えば，欧米諸国にみられる，無党派層の増加，市民

の公共的生活からの撤退，シニカルな，政策よりも戦略・

戦術を重視する政治報道，市民ジャーナリズムの再生，

ウェブログ・ジャーナリズムの活性化などは，新たに論

ずべき重要な課題の一部であろう。

　これらの問題を中心に，テクストの読解と議論で授業

を進める予定である。

社会学特殊研究 

　政治コミュニケーション研究／世論研究

 講　師  谷 藤 悦 史

授業科目の内容：

　本社会学特殊研究では，春学期には政治コミュニケー

ションについて，秋学期には，世論について広く検討す

る。春学期の政治コミュニケーションについては，現代

民主主義国家における政治情報，マス・メディアとジャー

ナリストの政治的役割，選挙過程と政治マーケティング，

政治宣伝，ニューメディアと政治などの問題を扱うが，

本年はマス・メディアと民主主義が中心的テーマになる。

　秋学期の世論研究では，近代啓蒙期における世論観，

近代民主主義と世論，現代民主主義における世論の位置，

現代における世論形成過程，現代の世論論争などについ

て検討する。

社会学特殊研究 

　時間－空間論からグローバル都市へ

 講　師  橋 本 和 孝

授業科目の内容：

・ 時間－空間論とアジアのグローバル都市を取り上げたテ

キストを用いて，報告・討議しながら，新しい都市－地

域認識のあり方を考えます。

・ 時間－空間論とアジアのグローバル都市についての理解

を深めます。

・「空間論的転回」の再認識を深めます。

・ アジアのグローバル都市のあり方を検討するとともに都

市のあり方を再考します。

社会学特殊講義（春学期特定期間集中）

 特別招聘教授（非常勤）  ヤング，アラン

授業科目の内容：

　担当者が所属する医療の社会科学的研究で特色のある

マッギル大学医療社会科学研究学科では，医療社会学，医

科学史研究，医療人類学の関わる一連の医療関連研究が

おこなわれている。この科目では，主として医療人類学（そ

してその根底にある文化人類学的な社会の認識基底の研

究）の見地から，北アメリカでの最近の医療社会科学諸

研究を通覧し，検討する。妖術・医療の文化人類学的研究，

トラウマ論・PTDS に関わるアメリカ精神医学文化の批判

的研究（参考書：A. ヤング著『PTSD の医療人類学』（中

井久夫ほか訳）みすず書房），近年の先端的医療の社会科

学的研究，進化心理学・精神医学がおこなう心の起源の

研究の検討（アスペルガー症候群，抑鬱症の起源等の話

題を含む）などの話題を予定。

　講義は英語でおこなうが，必要に応じ簡易逐次通訳に

よって履修者の理解を深める。

社会学特殊講義（秋学期） 

　家族と福祉政策

 講　師  藤 崎 宏 子

授業科目の内容：

　近代社会は暗黙の前提として「自立した個人」をその

構成単位として想定し，「ケア」に対して明確な位置づけ

を与える論理を構築してこなかった。しかし，どのよう

な社会でも，乳幼児，病者，障害者，要介護高齢者など，

生活自立が困難で，日常的にケアを必要とするメンバー

が一定数存在する。この矛盾の帳尻あわせは「近代家族」
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とその基本原理である愛情規範によりあいまいなままと

されてきた。しかし近年の急速な少子高齢化や福祉国家

のゆきづまりを背景として，ケアをめぐる家族と福祉政

策の役割分担と連携のあり方が問い直されている。本演

習では，高齢者介護をめぐる家族と福祉政策の関連を問

う内外の文献を講読しつつ，その現状と課題について考

察したい。

文化人類学特殊研究

 文学部　教　授  鈴 木 正 崇

授業科目の内容：

　前期は文化人類学・民俗学・宗教学に関連する英文の

専門書を読む予定で，最初の授業の時に候補を数冊挙げ

て履修者の希望によって決定する。フィールドは東アジ

ア（日本を含む）と南アジアである。後期は英文の学会誌 

The Journal of the Royal Anthropological Institute, American 

Ethnologist, American Anthropologist, Cultural Anthropology, 

Journal of Asian Studies などから履修者の主題にあった論

文を選択して読む。

文化人類学特殊研究

 文学部　教　授  宮 坂 敬 造

授業科目の内容：

　文化人類学諸学説をその時代背景とパラダイムとのか

かわりに留意しつつ，社会認識論的分析の地平に立って

検討していく。日本民俗学の流れは他コースにあるので，

本コースでは欧米にはじまった国際的学派の検討が中心。

また，学説特論なので地域研究という特定地域中心という

体裁はとらない。といっても本コースの枠内ではバランス

よくすべてにわたって諸学説を検討することはできない。

言語人類学やエスノサイエンス学派については文学研究

科言語学コースで一部あつかわれているようだが代表的

言語学理論・社会言語学の知識が不可欠となる。構造人

類学とその批判についてはかなりの社会哲学的素養が必

要となるが，まずその前に人類学的親族研究と社会組織

研究展開の知識を要する。マイナーかもしれないが象徴

的文化コミュニケーション研究系フォークロア研究の諸

学説も技芸言語パフォーマンス表現分析に有効であるが，

それを一分野にふくむ文化記号論の素養もまことにひろ

い。現代の宗教人類学は他コースで提供されているので

直接あつかわないが，学説をあつかうのであれば，エバ

ンズ＝プリッチャードの大冊『アザンデ人たちにみられ

る妖術・託宣・呪術』から始めたほうがよいであろうし，

彼に対するフランス系知識社会学派の影響を理解してお

く必要もある。解釈学的人類学は，ヴェーバー理解社会

学に由来し，現象学・解釈学理論におっているわけだが，

その代表的論客のクリフォード・ギアツの研究は，歴史，

生態，親族，儀礼・宗教，市場・経済，政治にまたがって

研究範囲が一見ひろいばかりでなく，彼の立場は 60 年代，

70 年代，80 年代と変化がみられる。脱構築派の理解には

フーコー等の現代思想，それに，マリノフスキー以来の代

表的民族誌，それらを批判して試みられたラビノーらの

反省的民族誌認などの知識が前提とされる。認知科学的

人類学は人類学のみならず認知研究の学際的知識を要す

る。ギアツの弟子であったモロッコ文化研究後のラビノー

は解釈学研究，フーコー研究，フランス文化社会論を経

て，90 年代から先端医療研究に転じたわけだが，科学技

術の人類学や先端医療の人類学には，自然科学先端研究・

先端医療の最新学説の知識などが要求される。フェミニ

スト人類学による文化批判，マイノリティ系人類学者に

よる新「人種」論，ゲイ研究，第四世界ネイティヴ人類

学の出現，等々，実にさまざまな試みがおこなわれてい

るし，生物学者にして哲学的フェミニスト人類学者ドナ・

ハラウェイの諸説は難解である。最近の考古人類学的進

化適応環境理論は，更新世時代の精神医学症状や芸術起

源説とも関連して実におもしろいが，通常の狭い文化人

類学の枠組みを超える姿勢が要求される。というわけで，

パラダイム検討を問題にする全体論的学際志向・嗜好は

もつものの，単発コースとして組むやりかたにより，テー

マをあつかえる範囲で毎年，より狭く限定せざるをえな

い。本年度は，医療人類学・心理人類学の学説を脱構築

派以降の現代人類学の流れに照らして検討する。古典で

はなく現代の動向をあつかうが，医療人類学の始祖とさ

れる WH. リヴァ－ズを現代の流れから参照点として用い

る検討を一部おこない，また，社会人類学科医療研究と

心理人類学系が展開して医療研究とを比較する。文献は

講義時に指示する。

　本年度は，カナダ・マッギル大学の文化人類学者アラン・

ヤング教授（同大学医学部医療社会科学研究学科）が特

別招聘講師として講義を予定していますが（春学期集中

講義７月 18 日～ 20 日，23 ～ 24 日予定），この文化人類

学学説特論では，同教授集中講義理解の準備となるよう

に春学期の一部内容を組みます（初回のガイダンス時に

説明）。

文化人類学特殊研究 

　国家・資本制のなかの生活文化研究―都市を基軸にして

 講　師  和 崎 春 日

授業科目の内容：

　国家社会や資本制のなかでの「民俗」や文化のあり方を

考える。これまで，民俗学や人類学は対象を区切ってそ

のなかで静態的・整合的に対象文化の中身を考察してき

た。こうした捉え方から脱して，対象文化を「今」の動き

の中に置く。民俗文化や民族文化は，国民国家という枠

組みから力を加えられて生きていかざるを得ない。また，

世界の隅々にある民族文化でさえ資本の流れのなかで生

- 54 -



きている。常にこうした動きの中に民族誌を置いて鍛え

るトレーニングをするということである。人々の生活実

践からすれば，「上」からの意志がおりてくるオリエンテー

ションと，「下」からの意志がせりあがるオリエンテーショ

ンとがぶつかったり交渉したりする「場」が，都市である。

こうして都市民俗学・都市人類学・都市社会学の書を読む。

グローバライゼーションやローカル文化の問い，観光人

類学の問いも当然かかわることになるだろう。

　日本の都市人類学者・都市民俗学者の著作を連読しな

がら，さらに "urban Anthropology" (ed. by Southall, Oxford 

U.P.）を併読し，観光人類学や「開発」人類学の著作と照

らしつつ，都市における人間の生き方を考える。大学院

生の個人テーマ発表と重ねながら，演習のかたちでディ

スカッションしていきたい。

歴史民俗学特殊研究

 講　師  中 西 裕 二

授業科目の内容：

　歴史人類学，歴史民俗学の諸研究に見られる，歴史と文

化・民俗文化の関係性について考察を深めていく。とく

に歴史人類学と歴史民俗学における Anthropology at Home

の持つ意義，日本の宗教民俗文化を対象とした歴史と民

俗の関係性，華人研究を対象とした歴史と文化の関係性，

の 3 つを主要なテーマとして講義を進める。

コミュニケーション特殊研究

 講　師  青 池 慎 一

授業科目の内容：

　履修者の研究テーマを考慮して，関連するコミュニケー

ション理論（マス・コミュニケーション理論，イノベーショ

ン普及理論などを含む），および方法論について検討する。

コミュニケーション特殊研究

 商学部　助教授  吉 川 肇 子

授業科目の内容：

　組織コミュニケーションについて詳細に論じます。文

献講読とともに，受講生の研究計画の検討なども行いま

す。

コミュニケーション特殊研究

 メディア・コミュニケーション研究所

教　授  菅 谷 　 実

授業科目の内容：

　履修者の博士研究論文研究テーマに関する理論的検討

を中心とした研究指導を行う。

社会学特殊演習 

　社会移動のモデル分析

 文学部　教　授  鹿 又 伸 夫

授業科目の内容：

　社会階層と社会移動に関わるモデル分析を扱う。とく

に世代間移動，教育達成に関するモデル分析を取り上げ，

検討する。

社会学特殊演習 

　論文作成指導

 文学部　教　授  浜　　　日出夫

授業科目の内容：

　受講者の関心にしたがって最近の文献のレビューを行

なう。また論文作成の指導を行なう。

社会学特殊演習

 文学部　教　授  平 野 敏 政

授業科目の内容：

　履修者各自の研究および論文についての報告をめぐる

スーパーヴィジョン方式の問題提起を通して，履修者各

自の研究および論文の作成の進捗を図ります。

社会学特殊演習 

　都市生活と公共性の歴史社会学

 文学部　教　授  藤 田 弘 夫

授業科目の内容：

次の目的に沿った多層的な演習です。

①社会学の基本的課題のディスカッション。

②出席者各人の学会発表や論文作成に向けた研究発表

③古書の街づくりなどからの研究成果の発表

④フィールド・ワーク・講演会・関連学会への出席など。

社会学特殊演習

 文学部　教　授  渡 辺 秀 樹

授業科目の内容：

　参加者の研究報告を中心とする（社会学特殊研究とと

もに履修することが望ましい）

社会学特殊演習

 経済学部　教　授  倉 沢 愛 子

教　授  清 水 　 透

目標・意義・方法：

　歴史学におけるフィールドワークの重要性を認識する

とともに，その過程で行き当たるであろう様々な問題を

考え，解決策を見出す努力をする。

授業科目の内容：

　社会史とは，人間社会を経済のみならず，政治・社会・

文化などさまざまな側面からなる全体ととらえる研究方
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法である。この全体としての人間社会に接近する方法も，

経済学のみならず，政治学・社会学・人類学など隣接す

る人間諸科学を包含したものである。社会史は，具体的・

歴史的事象を細部にわたり分析すると同時に，絶えず新

しい領域を開拓し，新しい方法論的枠組を創りだすこと

にある。その意味で，固定した方法・領域をもたない。

　本演習においてはその様な多様な側面のうち，フィー

ルドワークを基礎とする歴史研究に焦点をあて，以下の

３点を中心に議論・検討する。

（1）歴史研究学の方法：文献史学とオーラルヒストリー

（2） 研究者と研究対象との関係性：知的営みとしての歴

史研究と日常

（3）個と普遍の問題：個と大状況，日常と非日常

社会学特殊演習

� 法学部　教　授  有 末 　 賢

授業科目の内容：

　基本的には受講生の研究テーマの報告を主として授業

を進めていく予定である。人数にもよるが，修士論文，

博士論文，学会報告，投稿論文などの中間報告として討

論を進めていきたい。

　場合によっては，文献の輪読，ゲスト・スピーカーの

講演なども考えられる。

社会学特殊演習

� 法学部　教　授  大 石 　 裕

講　師  鶴 木 　 真

授業科目の内容：

　学会発表，論文執筆を前提とする研究発表を順次行う。

扱う研究領域は，マス・コミュニケーション論，ジャー

ナリズム論，メディア論である。

社会学特殊演習

� 法学部　教　授  大 石 　 裕

授業科目の内容：

　学会発表や論文作成に向けて，受講者各人が発表し，

それに基づいて討議する。

社会学特殊演習 

　グローバリゼーションと人種・民族・エスニシティ・ナ

ショナリズム・多文化主義・極右台頭の政治・社会学とオー

ストラリア研究

� 法学部　教　授  関 根 政 美

授業科目の内容：

＊授業担当者の関根は，「脱工業化・グローバリゼーショ

ン交錯世界の人種・民族・エスニシティ・ナショナリズム・

多文化主義」の政治・社会学の理論的研究と，オースト

ラリアを事例とする地域研究を行っている。

＊授業の形式は，各院生の研究報告をもとに質疑応答を

行う演習授業とする。博士論文作成を中心とした授業と

なるので，①博士論文の内容に関連した先行研究として

の研究書あるいは論文についての報告・質疑応答，博士

論文関連の調査報告に基づく質疑応答を行う。②博士論

文そのものに関する報告と質疑応答，また，③後期博士

課程の院生は『法学・政治学論究』をはじめ，所属学会

における学会・研究会報告，あるいは所属学会学『学会誌』

への投稿を行わなければならない。学会報告や投稿の前

に報告と質疑応答を行いながら準備を進める。

＊本授業は，関根を指導・副指導教授とするものを中心に

実施するが，そうでない院生でも，博士論文作成に当たり，

授業に参加したいという院生は前もって相談すること。

文化人類学特殊演習

� 文学部　教　授  鈴 木 正 崇

授業科目の内容：

　文化人類学・民俗学・宗教学に関係する修士論文と博

士論文の作成のための指導を行なう。

文化人類学特殊演習

� 文学部　教　授  宮　坂　敬　造

　文化人類学諸学説をその時代背景とパラダイムとのか

かわりに留意しつつ，社会認識論的分析の地平にたって

検討する演習をおこなう。日本民俗学等の学説の流れは

他コースであつかわれているので，本コースでは欧米に

はじまった国際的学派の検討が中心。本年度は，医療お

よび宗教（ただし，宗教学系プロパーの内容および現代

の宗教人類学系の話題は他コースで提供されているので，

本コースでは直接あつかわず，学説の関連の範囲で取り

あげる），さらには文化精神医学の動向の一部をとりあげ

て検討していく。主として 80 年代以降の文化批判人類学

の流れとの関係であつかうが，一部は人類学的医療・宗

教研究の基礎的文献をもちいて学説に関する演習をおこ

なう。ひとつの柱は，社会科学的でありつつも人文学的

人類学思想史といった色彩になり，単に調査にいってす

ぐ調べてわかることを報告するという姿勢だけでなく，

異文化理解調査方法論批判，ポスト・コロニアリズム言

説分析・心理人類学の衰退と復活などの話題もふまえた

＜理論的構造的動態理解＞を重視する。文献については

講義時に指示する。文化人類学学説特論であつかう現代

人類学，文化批判・社会認識枠組み再検討の人類学の各

種話題に関連する文献講読，履修学生の研究課題に関連

する文献検討を扱う科目。
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歴史民俗学特殊演習

 文学部　教　授  鈴 木 正 崇

授業科目の内容：

　文化人類学・民俗学・宗教学の日本語文献を読む演習で，

古典・話題作・翻訳などを幅広く選定して，履修者の研

究内容に応じたテキストを選び，報告や討論を行う。最

初の時間に文献リストを配布して予定を立てる。

社会心理学特殊研究 

　組織の中の人間行動・組織行動論

 文学部　教　授  南 　 隆 男

授業科目の内容：

修士課程設置の「社会心理学特論」（南）と併設。

社会心理学特殊研究 

　マスコミ理論とニュース研究

 メディア・コミュニケーション研究所

教　授  萩 原 　 滋

授業科目の内容：

　マスコミュニケーション理論に関する基礎知識を習得

すると共に，ニュース研究の分野での実証的研究の事例

を取り上げて討議する。

社会心理学特殊研究 

　モチベーション研究へのアプローチ

 講　師  角 山 　 剛

授業科目の内容：

　あるときには目の前の仕事や課題に没頭するのに，な

ぜあるときには興味も関心も感じなくなってしまうのだ

ろう？同じ課題であってもなぜある人は完成に向けて努

力し，ある人はしないのだろう？なぜ別の仕事ではなく

その仕事を選ぶのだろう…。こうした問題を，産業・組

織心理学／組織行動論の領域での理論やトピックスを中

心に，モチベーションの視点から考察していきます。期

待理論，目標設定理論，自己効力理論などを概観しながら，

モチベーション研究への接近方法を探っていきます。

社会心理学特殊演習 

　生涯発達心理学・キャリア発達論

 文学部　教　授  南 　 隆 男

授業科目の内容：

修士課程設置の「社会心理学演習」（南）と併設。

社会心理学特殊演習 

　マスコミ研究の技法

 メディア・コミュニケーション研究所

教　授  萩 原 　 滋

授業科目の内容：

　マスコミに関する実証的研究の方法，特に内容分析や

質問紙調査といった技法の理解を深める。

日本文化特殊研究（ルイ・ヴィトン寄附講座） 

（春学期特定期間集中）

 訪問教授  ブッシイ，アンヌ

Anne Bouchy

(directrice d’études à l’École française d’Extrême-Orient)

　在日フランス大使館とルイ ヴィトン ジャパンのご支援

とご協力のもと，主に大学院在籍学生を対象とするフラ

ンス教育研究の講座「ルイ ヴィトン ジャパン講座」が

開設されました。本講座は，官民ガバナンス等より幅広

い分野においてフランスのトップレベルの研究者が義塾

の研究者との連携によって，双方向的な教育・研究活動

を展開しようとするものです。グローバルな視点をもっ

てこれからの社会を先導する人間を育て，日仏学術交流

の新しい潮流の形成に貢献していくことを目標とします。

今年度は社会学研究科（春学期）と経済学研究科（秋学期）

に設置されます。

授業科目の内容：

　日本の宗教民俗において現在問われている幾つかの中

心課題に関する（特にフランスでの）宗教人類学と日本

民俗学の見解を紹介して，具体的な研究テーマを三つ取

り上げる。それに関連して，日本の民俗学・民族学の専

門家とフランス人研究者との共同研究によって明らかに

なった，日本をフィールドワークとしている日本とは異

文化の社会に所属する民俗学・民族学研究者が直面する

幾つかの問題を紹介し，その接近の仕方と諸解決法を考

える。日本とフランスの研究交流の課題についても言及

したい。

取り上げる研究テーマ：

1 —  宗教的職能者の問題：宗教的職能者という大きなカテ

ゴリーの中で，特に行者，巫者，修験をとりあげ，彼

等の特徴，機能と現代社会が必要とする諸対応，形態

的，内面的変化の仕方を考える。

2 —  修験道と地域社会における諸信仰，宗教形態の習合へ

の貢献，修験道自体と修験道における正統化と正統性

の問題。

3 —  現在社会において，死，死者，死霊，神霊はどのよう

に位置づけられるか。それに関する諸伝統はどのよう

に再編成され，その扱い方，考え方にはどのような“伝

統生成”がみられるか。

- 57 -



　En partant de la présentation du point de vue de 

l’ethnologie du Japon et de l’anthropologie religieuse sur 

quelques-unes des grandes questions de fond contemporaines 

relatives au fait religieux en général et plus particulièrement 

dans la société japonaise, le cours abordera plusieurs thèmes 

concrets du fait religieux au Japon. Sera également présenté un 

aperçu des problèmes qui se posent au chercheur non japonais, 

travaillant sur le terrain au Japon en collaboration avec des 

ethnologues japonais, ainsi qu’une réflexion sur la façon dont 

ceux-ci peuvent être résolus.

Les thèmes présentés : 

1 –  les spécialistes religieux : à l’intérieur de la grande 

catégorie de ces spécialistes, caractéristiques, fonctions, 

transformations et adaptations formelles et intérieures 

exigées des spécialistes de la possession et des pratiquants 

du shugendô par la société actuelle.

2 –  le shugendô et la synthèse des cultes et pratiques dans les 

communautés locales, la question de la légitimation et de 

la légitimité du shugendô et dans le shugendô.

3 –  la mort, les morts, les âmes des morts et les dieux : quelle 

place pour la mort, les morts, les dieux dans la société 

contemporaine, quels remaniements de la tradition, quelles 

créations ?

心 理 学 専 攻

基礎心理学特殊研究Ⅱ（春学期特定期間集中）

 特別招聘教授（非常勤）  リンゼイ，Ｄ．ステフェン

授業科目の内容：

追って掲示します。

実験心理学特殊研究Ⅱ（春学期） 

　動きの知覚と問題解決

 講 師  吉 村 浩 一

授業科目の内容：

　Irvin Rock の「知覚は問題解決過程」という考え方を，

運動現象を材料に学びます。

　知覚心理学は，ウェルトハイマーにより，運動現象を

注意深く観察することから始まった。そのため，心理学

と運動現象の関係は，知覚心理学という研究領域に限ら

れるものと理解されがちである。本講義では，思考や社

会的知覚，アニメーションや映画などアートとサイエン

スの関係に至るまで，動きを多面的に捉え，受講者の皆

さんとともに検討していく。

比較心理学特殊研究Ⅲ（秋学期特定期間集中）

 特別招聘教授（非常勤）  トローヤ，ニコラス　Ｆ．

授業科目の内容：

Summary

On the first day, I will lecture for most of the time. I will 

introduce the topic, provide some background and context, 

and will outline some of the main controversies in the field.

On the second day, we will dwelve into a number of key 

studies. Each of you will present one of them and we will 

discuss them as a group.

The next two days are dedicated to hands-on experimenting 

with biological motion stimuli. I will use one day to introduce 

you to a number of concepts and data structures that we 

use in my lab to deal with biological motion data. I will also 

demonstrate a Matlab based programming package that we will 

then use to set up simple experiments.

This is what we do on the fourth day. In groups of two 

students, you will set up your own little experiment, collect 

data with it, and evaluate them.

Finally on the last day, you will be writing a report. This 

report should be in the form of a short scientific paper. For 

more details, see below.

Day 1

I will be lecturing most of the day. We get to know each other, 

learn about the general topic and its

context, and lay out the plan and the basics for the coming 

days.

Unit 1

Introduction of myself and the students

Outline of the course

Readings, assignments, marking schemes

Unit 2

Some basic principles on visual perception in general, and 

motion perception in particular

Unit 3

Controversies in biological motion research

Day 2

Units 4‑6

We will read a number of key papers and will discuss relevant 

experiments. Each student is assigned a paper and will give a 

short presentation of it.

Topics:

・ Global vs. local processing

・ Attentional mechanisms

・ The role of learning

・ Biological motion in the visual periphery
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・ Neuroanatomy of biological motion perception

・ Perception, action, and the role of mirror systems

Day 3

Unit 7

Motion capture techniques, procedures, data structures, 

Fourier-based representations

Unit 8

PLDtools. A Matlab based toolbox

・ Design of biological motion stimuli

・ Experimental design

Unit 9

PLDtools: An example program

Data evaluation using DosStat

Day 4

Units 10‑12

I will outline a number of little experiments. In groups of two, 

you will pick one of them, you will implement it using the 

PLDtools, and you will then collect data on yourself and your 

partner.

Assignments

You will write a final report about your experiment in the form 

of a short scientific paper. In the Introduction you have to put 

your experiment into the context of what you have learned on 

days 1 and 2. In the Methods part you have to include what 

you learned on day 3, and then you describe what you did on 

day 4 in the Results section. Pick up on the questions raised 

in the Introduction and discuss what your experimental results 

can contribute to answering them in the final Discussion part. 

The report will be the basis for your mark on the course. 

Details of the marking scheme will be provided in the course.

Material

Manual for the PLDtools

Manual DosStat

How you can prepare for this course

Learn the fundamentals of Matlab! Ideally you would know

・ how to open and close matlab

・ how to execute a command in the command line

・ how to save your work and how to load it

・ how to access elements in vectors and matrices

・ how to conduct simple vector and matrix algebra

・ the difference between a script file and a function file

・  how to use flow control statements such as for, while, if, 

switch

・ how to make simple line plots, scatter plots, bar graphs

・  how to import data from and export data into an ASCII 

file

A very good book is:

D. Hanselman & B. Littlefield: Mastering Matlab, Pearson 

Prentice Hall, 2005.

There are also very good online tutorials available. Here are a 

few. The first one is particularly good:

http://www.mines.utah.edu/gg_computer_seminar/matlab/

matlab.html

http://www.cyclismo.org/tutorial/matlab/

http://www.mathworks.com/academia/student_center/

tutorials/launchpad.html

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/

learn_matlab/

In addition you can start reading the papers listed in the 

reference list below.

Reading

... to be announced ...

計量行動学特殊研究Ⅱ（秋学期）

 環境情報学部　教　授  渡 辺 利 夫

授業科目の内容：

　心理学で使用される分散分析および多変量解析を理論

的側面および実際的側面から学んでゆく。統計フリーソ

フトである R 言語を使用して，実際のデータを分析する

ことによってデータ解析の力を強化してゆく。

神経科学特殊研究Ⅱ（春学期）

 講　師  杉 下 守 弘

授業科目の内容：

　脳の形態，脳の損傷，及び脳の機能の測定法の進歩は

著しい。磁気共鳴画像法は，脳の形態や損傷をとらえる

ことができる。この方法の最近の知見をのべる。

　神経線維束を描出する方法として，最近，拡散テンソ

ル画像による神経線維路画像法が実用段階にいたったの

で，この方法について言及する。脳の機能をとらえる方

法である機能的磁気共鳴画像法の最近の知見を紹介する。

神経科学特殊研究Ⅲ（秋学期）

 講　師  伏 見 貴 夫

授業科目の内容：

　脳の血管障害（脳卒中など）や変性疾患（アルツハイマー

病など）などの病変によって，言語・認知・行為・記憶

など高次脳機能といわれる脳の働きが低下し，失語，失

認，失行，痴呆（認知症）などの高次脳機能障害が生じる。

本講義では，これらの中から失語に重点をおき，言語病
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理学的な古典的アプローチと認知心理学的な最近のアプ

ローチを紹介し，失語しいては高次脳機能障害に対する

研究方法を考察する。

精神医学特殊研究 

　臨床精神医学の現状

 医学部　助　手  田 渕 　 肇

授業科目の内容：

　精神医学は医学の一領域であるが，従来から心理学・

哲学との関係が深く，司法や社会などとの関わりの中で

も，しばしば議論されている。また近年では，神経科学・

脳科学の立場からも新たな知見が紹介されている。さら

に臨床場面においても，精神科に対する敷居は低くなっ

てきており，精神医学は急速な勢いで裾野を広げている

印象がある。一方で，精神障害に対する社会の理解は不

十分であり，多くの誤解から，患者やその家族らが戸惑い，

生活上さまざまな制限を受けることも珍しくない。本講

では，精神医学に関連するさまざまなトピックを取り上

げながら，対象となる疾患の精神病理学的な理解のみで

なく，精神医学を取り巻く環境を含めた「現在における

臨床精神医学の実情」に関する知識を獲得することを目

標とする。

精神動作特殊研究（通年特定期間集中）

 [ 春 ] 講　師  臼　井　伸之介

[ 秋 ] 講　師  尾 入 正 哲

（春学期）

ヒューマンエラー・事故の心理学

授業科目の内容：

　精神動作研究，つまり知覚運動協応のようなテーマは

古くから「技能」の研究として，応用心理学の重要な研

究課題であった。本研究では技能習得と密接な関係にあ

る人間の失敗，すなわちヒューマンエラーに焦点を当て，

その認知的発生プロセスについて解説する。また高度に

システム化された現代社会において，人間の些細なミス

が大事故につながる可能性があるが，その事故発生に人

間がいかに関与するか，その防止に心理学がいかに貢献

しうるか等について本講義では考える。

（秋学期）

労働負担と作業環境の心理学

授業科目の内容：

　労働負担と作業環境の諸問題は，古くから産業心理学

の重要な研究課題であった。労働負担を適切なものにし，

快適な作業環境を整備することは，作業者の健康や安全

にとって欠かせない条件である。秋学期には，疲労や労

働負担の評価法・交代制勤務の問題点・オフィス環境の

快適性・閉鎖環境の心理といったテーマについて概説す

る。産業現場や研究機関の見学も行う予定である。

臨床心理学特殊研究Ⅱ（秋学期） 

　発達障害のアセスメントと教育的支援（認知発達とその

支援）

 講　師  熊 谷 恵 子

授業科目の内容：

　平成 19 年度から，日本において特別支援教育が始まる。

特別支援教育の日本と英国についての制度の差，実際の

教育方法について述べる。そして，特別支援教育になっ

てあらたに支援の対象となった LD，ADHD，高機能広汎

性発達障害についての認知発達の特徴と支援の今日的課

題を学習する。また，新しく軽度発達障害児のためのア

セスメントの１つとなる DN-CAS について実技と解釈に

ついて学ぶ。最後に個別の教育支援計画，個別の指導計

画がたてられ，アセスメントの結果を実際の指導にどの

ようにいかすかを学ぶ。

臨床心理学特殊研究Ⅲ（春学期特定期間集中） 

　社会情動発達とその支援

 講　師  井 上 雅 彦

授業科目の内容：

　以下の内容，特に支援方法に重点をおいて解説しミニ

演習をあわせて行います。

　発達障害のある幼児から成人までの社会性と情動の発

達とその困難性について焦点を当て，臨床発達心理学と

応用行動分析学における支援方法について学びます。

知覚心理学特殊演習 

　知覚の諸理論

 文学部　教　授  増 田 直 衛

授業科目の内容：

　知覚心理学に関わる書物及び論文を精読し，知覚研究

の方法論を探る。ここしばらくはゲシュタルト心理学の

創設者 Max Werheimer に関する論考を中心に精読してい

る。

発達心理学特殊演習（春学期集中） 

　言語発達とその支援

 文学部　教　授  山 本 淳 一

授業科目の内容：

　本演習では，「言語発達の基礎」ならびに「言語発達の

支援」を系統的に学習する。まず，それらの概説を講義

によっておこなう。次に，各テーマについての内外の最

先端の研究を発表，討議する演習を行う。また，事例検

討を行い，言語発達支援の実際を学ぶ。テーマは，以下

のものである。

（１）言語発達と言語発達支援の概説
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（２）言語発達の生物学的神経科学的基礎

（３）言語発達とコミュニケーション

（４）言語発達と認知

（５）文法の獲得

（６）読み書きの獲得

（７）言語発達のアセスメント技法

（８）言語発達障害のメカニズム

（９）言語障害と言語発達支援

（10）発達障害と言語発達支援

（11）コミュニケーション支援

（12）言語発達支援の場

行動分析学特殊演習

 文学部　教　授  坂 上 貴 之

授業科目の内容：

下記のテキストを読む予定である。

認知心理学特殊演習 

　人間の認知・記憶研究の最前線

 文学部　教　授  伊 東 裕 司

授業科目の内容：

　人間の認知・記憶に関する研究についての論文の講読，

自分自身の研究の発表，議論を行う。受講者は交代で，

以下の３種類のすべてを，最低１回担当する。

４）　指定論文の紹介，およびディスカッション・リー

ダー：授業担当者が指定した，認知・記憶に関する実

験心理学的研究の論文の内容を紹介し，討論のポイン

トを示し，討論の進行役を務める。担当する学生は１

週間前までに他の受講者に討論ポイントを示し，受講

者は当日までに論文を読み，討論ポイントに関する自

分の意見を整理しておくことが要求される。

５）　自分の研究の関連論文の紹介：自分の行っている研

究に関連する先行研究をまとめて紹介する。以下の条

件を満たしていることが要求される。a．複数の論文（目

安として５編以上）をまとめること。自分の研究（未

刊行でも可）を含んでいてもよい。b．整理の仕方，問

題点や将来の研究の展望などに独自のものを含み，自

分の研究課題との関連性を明確にすること。

６）　自分の研究の発表：自分の研究の計画，データ，考

察などについて発表を行う。完成していない研究でも

かまわないが，研究の理論的な位置づけに関しては認

知心理学観点から明確に論じること。発表，議論は英

語で行う。

生物心理学特殊演習Ⅰ

 文学部　教　授  渡 辺 　 茂

授業科目の内容：

英文での実験論文作成の技法の習得を目指します。

生物心理学特殊演習Ⅱ

 文学部　教　授  小 嶋 祥 三

授業科目の内容：

　認知機能と脳機能の研究を重ね合わせて，現象を理解

することを目指す。

行動修正特殊実習ⅠＡ 

　臨床発達心理学の実習

 [ 春 ] 文学部　教　授  山 本 淳 一

[ 秋 ] 助　手  大 森 貴 秀

講　師  土 屋 　 立

授業科目の内容：

　本実習では，行動修正（behavior modification），応用行

動分析学（applied behavior analysis）の枠組み，技法を中

心として，発達臨床や発達支援において必要な諸技法の実

習を行う。様々な発達障害を持つ子どもと保護者に社会

学研究科実習室に来談してもらい，十分な説明と合意を

前提として，⑴コミュニケーションの発達支援，⑵認知

機能の発達支援，⑶社会性の拡張と情動の安定化のため

の発達支援，などを実施する。受講生は，担当者のスーパー

バイズのもと，実際に発達支援を実施する。実習を通して，

発達障害の評価，発達検査・心理検査などによるアセス

メントの実施，軸となる行動の抽出，技法の選択と導入，

単一事例研究計画法にもとづく介入効果の評価，学校や

園への波及効果の評価，保護者・関係機関へのコンサル

テーション，などを学ぶ。学年末には事例報告を提出す

ることを条件とする。

行動修正特殊実習ⅠＢ 

　臨床発達心理学の実習

 [ 春 ] 文学部　教　授  山 本 淳 一

[ 秋 ] 助　手  大 森 貴 秀

講　師  土 屋 　 立

授業科目の内容：

行動修正特殊実習Ⅰ A と同じ。
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教 育 学 専 攻

教育学特殊演習

 教職課程センター　教　授  米 山 光 儀

授業科目の内容：

修士課程　教育学演習に同じ

教育哲学特殊演習

 文学部　教　授  舟 山 俊 明

授業科目の内容：

　以下のテキストを輪読しながら 19 世紀後半から 20 世

紀初頭ドイツにおける人文科学史（精神科学史）一般を，

当時の精神史や社会史を背景にして考察しながら，その

現代的意義を考えます。

教育哲学特殊演習 

　教育哲学と「ケアリング」

 講　師  生　田　久美子

授業科目の内容：

　本稿では，「ケアリング」の原理に立つ教育を提案して

いる２人の教育哲学者，ネル・ノディングスとジェイン・

Ｒ・マーチンの著作の講読を通して「ケアリング」の教

育学的な意義を探っていく。具体的には，ノディングス

の『ケアリング』『教育の哲学』およびマーチンの『スクー

ルホーム』『間違った「文化遺産」の伝達』を講読し，「ケ

アリング」研究がいかに教育実践面のみならず，教育哲

学という学問体系へ新たな視点を提供しているか考える。

教育哲学特殊研究Ⅰ

 文学部　教　授  舟 山 俊 明

授業科目の内容：

　この授業では近年の「教育哲学」上の諸問題を，幾つ

かの代表的な雑誌論文の言説を吟味しながら，「教育を研

究する」ことの意味と視座を再度検討する。

教育哲学特殊研究Ⅱ

 文学部　教　授  真 壁 宏 幹

授業科目の内容：

修士「教育学史特論」を参照。

教育史特殊演習 

　江戸儒学の教育思想史的検討

 文学部　教　授  山 本 正 身

授業科目の内容：

　近代社会において教育とは，意図的・計画的に組織さ

れた学校という機関を通して，国家・社会の発展に必要

とされる知識・技能をその将来を担う成員に授ける営み，

として理解されている（少なくとも，これが近代教育に

対する認識の中核をなしている）。今日の私たち一般の教

育認識も，おそらく以上のような理解の線に沿って形成

されている，と見なしてよかろう。

　だが，目を前近代社会に転ずると，そこには上記のも

のとは異質の教育認識が様々な主張となってあらわれて

いた。概していえば，その教育認識とは一定の組織や計画，

あるいは場合によっては「教える」という働きかけをも

前提としない，その意味で外側からの形成という意味合

いの稀薄なものであったといえる。それゆえ，前近代社

会においては教育思想と呼ぶことのできる思想は微弱で

あった，と評されることもある。

　ただし，こうした「教える」ことに関わる思想の微弱

さは，必ずしも人間形成に関わる思想全体が未成熟な段

階に止まっていたことを意味するわけではない。たとえ

「教える」思想が微弱・稀薄であったとしても，前近代社

会には，主体的・自律的に「学ぶ」ことを説く思想が普

及していたからである。そして，前近代社会において「学

び」の思想を代表するものが儒学思想であったことはい

うまでもない。

　本演習は，以上のような認識に基づき，「学び」の視点

から人間形成の問題を論じた書として，『論語』を取り上

げ，その講読を通して江戸儒学における教育認識の特質

を探ることにする。テキストには，伊藤仁斎（1627-1705）

の『論語古義』（いわゆる「林本」 < 宝永元年頃成稿 >）を

使用する。なお，数ある『論語』注釈書の中からあえて

仁斎の注釈を用いるのは，仁斎こそが朱子学と対峙しつ

つ，儒学思想を再構築して日本の社会・文化に適合させ

ようとした最初の儒者であったと認められるからである。

また，仁斎にとって『論語』という書には「最上至極宇

宙第一」の書という意味が与えられており，まさに『論

語古義』にこそ仁斎学のエッセンスが凝縮されていると

認められるからでもある。

　授業のスケジュールは受講者が確定した段階で決める

が，その形態は毎回「輪読」を重ねるものとなる。なお，

読み下した文章は，テキスト文字として保存していくつ

もりである。

教育史特殊演習

 教職課程センター　教 授  米 山 光 儀

授業科目の内容：

修士課程の教育史演習と共通。

講義内容は修士課程の頁参照。
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教育史特殊演習

 講　師  田 中 克 佳

授業科目の内容：

　修士課程の教育史演習と共通。講義内容は修士課程の

頁を参照。

教育史特殊研究Ⅰ 

　研究論文（日本教育史）執筆の技法

 文学部　教　授  山 本 正 身

授業科目の内容：

　基本的に受講者の執筆した論文を相互に検討する。そ

れを通して日本教育史の分野において，研究論文の執筆

にどのような手順や要件があるのか，またどのような内

容や形式を備えていることが求められるのか，などを吟

味する。ただし，この吟味作業は単に論文作成のための

ハウツーを問題にするのではなく，日本教育史を研究す

るということのそもそもの研究上の意味を自覚的に問う

ことから始められる。

　受講者には，一年間を通して不断に研究論文の執筆とそ

の経過報告が課せられることになる。その意味からも積極

的かつ意欲的な学生の参加を希望するものである。なお，

授業のスケジュールは受講者が確定した段階で決定する。

教育史特殊研究Ⅱ

 教職課程センター　教　授  米 山 光 儀

授業科目の内容：

　この授業では二つのことを目的とする。第一は，参加

者に共通に日本教育史の基礎的な知識を持つことである。

そのために最近出版された通史的要素を持つ書籍を読む。

第二は，参加者の研究に必要な先行研究を検討すること

である。参加者は原則として毎回報告することが課せら

れる。詳細については，第一回目の授業で相談する。

比較教育学特殊演習 

　現代アメリカの教育

 文学部　教　授  松 浦 良 充

授業科目の内容：

　昨年度に引き続き，翻訳の出版を前提として，アメリ

カの教育史研究者 Joel Spring の現代アメリカ教育（史）に

関する著書を講読する。まず昨年度の未読部分を講読し

た後，再び最初から訳文を相互検討し，さらには訳注を

つける作業を行う。

　さらに必要に応じて随時，履修者の個別研究テーマに

関する報告・相互検討の機会を設け，学会発表や学位（博

士）論文作成の準備も行う。

　なお，【テキスト】【参考書】【授業の計画】【履修者へ

のコメント】【成績評価方法】【質問・相談】の各事項に

ついては，以下の Web Site（「大学院ゼミ」のページ）に

掲載する。テキストは，Web Site を参照して，授業開始時

までに各自で準備しておくこと。

　http://matsusemi.jpn.org

比較教育学特殊研究Ⅰ 

　教育の理論的研究の現状と課題

 文学部　教　授  松 浦 良 充

授業科目の内容：

　猛烈で際限のない専門分化や研究対象の細分化が進む

なかで，今後も「教育学」という学問の存立は可能なの

だろうか。

　本年度，三田キャンパスにて日本教育学会第 66 回大会

が開催されることを意識しながら，この授業では，日本

の教育（の理論的）研究の現状と課題について検討する。

その際，外国の教育学研究の現状をふまえた比較研究の

視点も重視する。履修者は，この授業を，自己の研究テー

マが，日本のあるいは世界の教育（学）研究のなかでど

のような（社会的）意義をもつのかを再確認する機会と

してほしい。

　以下のトピックスを組みあせて年間の授業を構成する。

①　 日本をはじめ，各国の教育学研究の現状と課題を

review する。

②　 各自の観点からの「教育学概論」のシラバスを作成し，

その一部の模擬授業を実施する。

③　 外国の教育学関係学会の動向を調査した上で，総合

学会としての日本教育学会の意義と限界を論じる。

④　 教育運動や教育実践，教育政策と教育の理論的研究

の関係について，具体的な事例をもとに考察する。

⑤　 各自の研究テーマに関する論文を，教育学の初学者

向けに，rewrite する。

　なお，【テキスト】【参考書】【授業の計画】【履修者へ

のコメント】【成績評価方法】【質問・相談】の各事項に

ついては，以下の Web Site（「大学院ゼミ」のページ）に

掲載する。

　http://matsusemi.jpn.org

比較教育学特殊研究Ⅱ

 講　師  坂 本 辰 朗

授業科目の内容：

　21 世紀は日本ばかりではなく世界の高等教育界にとっ

て，中世ヨーロッパに大学が成立して以来の激変の時代

になると予想されます。一方で，新しい学問分野が続々

と誕生し，他方でコンピュータ・ネットワークを利用し

たバーチャル・キャンパスの拡大など，もはや伝統的な

大学の終焉を危惧する声すら聞かれます。このような中，

高等教育システムは，その地域や文化に固有の形態を維
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持しつつも，高等教育の世界システムとでも呼ぶべきも

のが創られつつあります。

　本コースでは，以上のような問題意識のもと，アジア，

アメリカ合衆国，さらにはヨーロッパにおける高等教育

システムが直面している諸問題の検討を，特に日本の高

等教育システムとの比較という観点から見てゆきます。

教育心理学特殊演習

 文学部　教　授  安 藤 寿 康

授業科目の内容：

　教育学の研究は，「教育とは何であるか」という科学的

問いに基づくものでありながら，常に「教育とはいかに

あるべきか」という思想的問いがその背後に潜在し，そ

こに回帰するという性質があります。しかもこの 2 つの

問いはしばしば区別されず，どの部分が科学的な言説で

あり，どの部分が思想的な言説かが明確に自覚されてい

ないことが少なくありません。この授業では，各自の研

究活動におけるこの 2 つの次元の問いを明確に言語化し，

それぞれの問いの根拠となる命題とその命題に妥当性を

与える科学的根拠を批判的に明らかにすることを目的と

します。

　この授業では，研究領域や研究方法を異にする人たち

が集います。共有されているのは「教育に関する関心」

だけしかありません。履修者は，自分の問題意識と研究

から導き出された結果・結論を，専門的な知識や方法を

共有しない人に対してわかりやすく説明してもらいます。

その中で，上記のような自分の研究を形成する科学的問

いと思想的問いのロジックについて，その論理的整合性

や科学的根拠の妥当性を検討してゆきます。

　このような作業を通して，「教育学とは何か」「私の研

究はどのように教育学なのか」を明確にしていきたいと

思います。

教育心理学特殊演習 

　論文演習

 言語文化研究所　教　授  大　津　由紀雄

授業科目の内容：

　博士論文の作成を目指す院生のために，個別に指導を

行なう。

教育心理学特殊演習

 教職課程センター　教　授  鹿 毛 雅 治

授業科目の内容：

　教育心理学の分野で学術論文を書こうとしている大学

院生に対して研究指導を行います。

教育心理学特殊演習

 講　師  大 村 彰 道

授業科目の内容：

　教授・学習の過程を学際的に研究する「学習科学」が

過去 15 年間にめざましい発展をとげてきた。関連する諸

論文を紹介しあい議論する。

教育心理学特殊研究Ⅰ

 文学部　教　授  安 藤 寿 康

授業科目の内容：

　履修者各自の関心領域のなかの最新の重要文献，ある

いは古典的・代表的な文献を紹介してもらい，講読します。

教育心理学特殊研究Ⅱ 

　発達精神病理学：精神病理の発達と家族関係

 講　師  菅　原　ますみ

授業科目の内容：

　本講義では，精神病理学と発達心理学の統合領域

として発展しつつある発達精神病理学 (developmental 

psychopathology) の基礎について論じていきます。また

この領域の中心的課題である子ども期から成人期までの

様々なライフステージで出現する精神病理の形成と回復

のプロセスに関わる家族関係要因について，最近の研究

を概観しつつ検討をおこなう予定です。

教育心理学特殊研究Ⅲ 

　生成文法

 講　師  鈴 木 　 猛

授業科目の内容：

　参加者の興味・博士論文のテーマに合わせて重要な論

文等を読んでいく。

教育学特殊講義（春学期特定期間集中）

 特別招聘教授（非常勤）  グレベンドルフ，グンター

授業科目の内容：

　教育学専攻の大学院生のために生成文法の諸問題を論

じる。講義は英語で行う。生成文法に関する基礎的知識

が前提となる。集中講義形式でおこなう。受講希望者は

４月末日までに大津由紀雄まで電子メールで連絡をとる

こと。この手続きをとらなかったものは受講できない。

大津のアドレスは oyukio@sfc.keio.ac.jp である。

教育学特殊講義（秋学期特定期間集中）

 特別招聘講師（非常勤）  ディック，ダニエル　Ｍ．

授業科目の内容：

Science of Genes and Behavior
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他大学大学院との相互科目履修に関する協定

慶應義塾大学大学院社会学研究科，早稲田大学大学院文学研究

科の修士課程における相互科目履修に関する協定書

昭和��年��月 � 日締結

平成��年��月 � 日改正

記

第 1条　両研究科の学生は，昭和��年 � 月より，相互に相手側

研究科設置科目を修士課程在学中に計 � 単位を限度として履

修することができる。

第 2条　第 � 条に該当する学生は大学院交流学生と称する。

第 3条　第 � 条に規定する履修科目については，受入側研究科

はその学則にもとづいて成績を評価し，単位を認定して相手

側研究科に通知する。相手側研究科は修士課程の単位として

これを認めるものとする。

第 4条　相手側研究科の設置科目を履修する学生は自己の属す

る研究科指導教員の承認をうけ，かつ相手側研究科の担当教

員の許可をうけなければならない。ただし，担当教員は学生

数その他の都合からこれを許可しないことがある。

第 5条　本制度の運用について協議の必要を生じた時は，直ち

に両研究科間で協議し，常に円滑な運用と将来の発展に努力

するものとする。

第 6 条　本制度は昭和��年度および��年度を試行期間として，

昭和��年 � 月より実施してきたものであるが，昭和��年 � 月

より正規に発足させるものである。

第 7条　本制度に関する内規は別に定める。

　　　附　則

　この協定は昭和��年��月 � 日から施行する。

　　　附　則（平成��年��月 � 日）

　この協定は平成��年 � 月 � 日から施行する。

以　上

（単位互換協定）

慶應義塾大学大学院社会学研究科と早稲田大学大学院教育学研

究科の学生交流に関する協定書

　慶應義塾大学大学院社会学研究科と早稲田大学大学院教育学

研究科は，教育の一層の充実を目指して，両大学大学院研究科

の学生が受入大学大学院研究科の授業科目を履修することにつ

いて協定を締結する。

（受　入）

第 1条　両大学大学院研究科は，受入大学大学院研究科の授業

科目の履修および単位の修得を希望する学生を，相互に受け

入れることができる。

　 � 　学生を受け入れるための手続は，別に定める。

（受入学生の身分）

第 2条　両大学大学院研究科は，前条によって受け入れる学生

を交流学生と称する。

（学生数）

第 3条　当該年度の交流学生数は，原則として両大学大学院研

究科双方同数とする。

（履修期間）

第 4条　交流学生の履修期間は，当該学生の履修科目の設置期

間とする。

（履修科目の範囲および単位数）

第 5条　交流学生が履修できる授業科目および単位数は，別に

定める。

（履修方法・単位の授与・成績評価等）

第 6条　交流学生の履修方法，単位の授与および成績評価等に

ついては，受入大学の大学院研究科の定めるところによる。

　 �  　交流学生が修得した単位の認定に関わる事項は，当該学

生の所属する大学の大学院研究科が定めるところによる。

（学費等）

第 7条　交流学生の学費等は，相互に徴収しないものとする。

（覚　書）

第 8 条　本協定書の実施に必要な事項について定めるために，

覚書を締結する。

（その他）

第 9条　本協定書は，双方の署名によって発効し，�00�年 � 月

� 日より実施する。ただし，発効日より � 年を経過した後に

見直しを行う。

�00�年��月 � 日

慶應義塾大学大学院社会学研究科と早稲田大学大学院教育学研

究科の学生交流に関する覚書

　慶應義塾大学大学院社会学研究科と早稲田大学大学院教育学

研究科は，｢ 慶應義塾大学大学院社会学研究科と早稲田大学大

学院教育学研究科の学生交流に関する協定書 ｣（�00�年��月�

日付）に基づき本覚書を締結する。

1.　対象者

　両大学大学院研究科に在学する修士課程正規学生を対象と

する。

2.　申請および承認手続

　交流学生として科目の履修を希望する学生は，所定の申請

手続をとり，所属大学大学院研究科の指導教員の承認を受け，

受入大学の大学院研究科の履修希望科目担当教員の許可を得

るものとする。

3.　履修可能科目および単位数

⑴ 　交流学生が履修できる授業科目は，学生を受け入れる大

学の大学院研究科が定め，それぞれ相手大学の大学院研究

科へ通知する。

⑵ 　交流学生が履修できる単位数の上限は，在学中 � 単位と

する。

4.　施設利用の便宜

　交流学生が履修上必要な施設・設備の利用については，便

宜を供与する。

5.　学費等

　協定第 � 条の学費の内訳は，授業料・施設費・演習料・実

験実習費等とする。

6.　その他

　本覚書に定めるもののほか，本協定の実施に関し必要な事

項は，両大学大学院研究科の協議によって定める。

�00�年��月 � 日
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関　係　規　程　抜　粋

　社会学研究科在籍者に特に関わりの深い規程について抜粋してありますので，履修要項と合わせて参照

してください。なお，大学院学則については，入学時に配布する慶應義塾大学大学院学則を参照してくだ

さい。

〈 � 　学　　位〉

　　� － �　学位規程（抜粋）

　　� － �　学位の授与に関する内規

　　� － �　大学院社会学研究科入学試験，指導体制及び学位論文審査に関する内規

〈 � 　奨 学 金〉

　　� － �　大学院奨学規程

　　� － �　小泉信三記念大学院特別奨学金規程

　　� － �　小泉信三記念大学院特別奨学金規程施行細則

〈 � 　授業料減免〉

　　� － �　授業料等減免規程

　　� － �　留学期間中の学費の取り扱いに関する規定

　　� － �　大学院生が私費により留学した場合の学費の取り扱いに関する内規

〈 � 　そ の 他〉

　　� － �　大学院在学期間延長者取扱内規

　　� － �　大学院在学期間延長者並びに年度途中の修了者に対する在学料

　　　　　 その他の学費に関する取扱内規
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1 　学　　位

1－ 1　学位規程（抜粋）

昭和��年 � 月��日制定

平成��年 � 月 � 日改正

（目的）

第 1条　本規程は，慶應義塾大学学部学則（大正 � 年 � 月 � 日

制定）および慶應義塾大学大学院学則（大正 � 年 � 月 � 日制

定）に規定するもののほか，慶應義塾大学が授与する学位に

ついて必要な事項を定めることを目的とする。

（学位）

第 2条 ① 本大学において授与する学位は次のとおりとする。

　 � 　学　　士

　　文 学 部

人文社会学科

哲学専攻 学士（哲学）

倫理学専攻 学士（哲学）

美学美術史学専攻 学士（美学）

日本史学専攻 学士（史学）

東洋史学専攻 学士（史学）

西洋史学専攻 学士（史学）

民族学考古学専攻 学士（史学）

国文学専攻 学士（文学）

中国文学専攻 学士（文学）

英米文学専攻 学士（文学）

独文学専攻 学士（文学）

仏文学専攻 学士（文学）

図書館・情報学専攻 学士（図書館・情報学）

社会学専攻 学士（人間関係学）

心理学専攻 学士（人間関係学）

教育学専攻 学士（人間関係学）

人間科学専攻 学士（人間関係学）

経済学部 学士（経済学）

法 学 部 学士（法学）

商 学 部 学士（商学）

医 学 部 学士（医学）

理工学部

機械工学科 学士（工学）

電子工学科 学士（工学）

応用化学科 学士（工学）

物理情報工学科 学士（工学）

管理工学科 学士（工学）

数理科学科

数学専攻 学士（理学）

統計学専攻 学士（工学）

物理学科 学士（理学）

化学科 学士（理学）

システムデザイン工学科 学士（工学）

情報工学科 学士（工学）

生命情報科 学士（理学）または

 学士（工学）

総合政策学部 学士（総合政策学）

環境情報学部 学士（環境情報学）

看護医療学部 学士（看護学）

　 � 　修　　士

　　文学研究科

哲学・倫理学専攻 修士（哲学）

美学美術史学専攻 修士（美学）

史学専攻 修士（史学）

国文学専攻 修士（文学）または

 修士（日本語教育学）

中国文学専攻 修士（文学）

英米文学専攻 修士（文学）

独文学専攻 修士（文学）

仏文学専攻 修士（文学）

図書館・情報学専攻 修士（図書館・情報学）

経済学研究科 修士（経済学）

法学研究科 修士（法学）

社会学研究科

社会学専攻 修士（社会学）

心理学専攻 修士（心理学）

教育学専攻 修士（教育学）

商学研究科 修士（商学）

医学研究科

医科学専攻 修士（医科学）

理工学研究科

基礎理工学専攻 修士（理学）または

 修士（工学）

総合デザイン工学専攻 修士（理学）または

 修士（工学）

開放環境科学専攻 修士（工学）

経営管理研究科 修士（経営学）

政策・メディア研究科

政策・メディア専攻 修士（政策・メディア）

健康マネジメント研究科

看護・医療・スポーツ 修士（看護学）または

修士（健康マネジメント学）マネジメント専攻  

　 � 　博　　士

文学研究科

哲学・倫理学専攻 博士（哲学）

美学美術史学専攻 博士（美学）

史学専攻 博士（史学）

国文学専攻 博士（文学）

中国文学専攻 博士（文学）

英米文学専攻 博士（文学）

独文学専攻 博士（文学）

仏文学専攻 博士（文学）

図書館・情報学専攻 博士（図書館・情報学）

経済学研究科 博士（経済学）

法学研究科 博士（法学）

社会学研究科

社会学専攻 博士（社会学）

心理学専攻 博士（心理学）

教育学専攻 博士（教育学）

商学研究科 博士（商学）

医学研究科 博士（医学）

理工学研究科

基礎理工学専攻 博士（理学）または

 博士（工学）

総合デザイン工学専攻 博士（理学）または

 博士（工学）
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開放環境科学専攻 博士（工学）

経営管理研究科 博士（経営学）

政策・メディア研究科

政策・メディア専攻 博士（政策・メディア）

健康マネジメント研究科

看護・医療・スポーツ 博士（看護学）または

博士（健康マネジメント学）マネジメント専攻  

　 � 　専門職学位

法務研究科

法務専攻 法務博士（専門職）

②　前項第 � 号に定めるほか博士（学術）の学位を授与するこ

とができる。

（学士学位の授与要件）

第 2条の 2　学士の学位は，大学を卒業した者に与えられる。

（修士学位の授与要件）

第 3条　修士の学位は，大学院前期博士課程を修了した者に与

えられる。

（課程による博士学位の授与要件）

第 4条　博士の学位は，大学院博士課程を修了した者に与えら

れる。

（論文による博士学位の授与要件）

第 5条　博士の学位は，研究科委員会の承認を得て学位論文を

提出して論文の審査に合格し，かつ大学院博士課程の修了者

と同等以上の学識があることを確認（以下「学識の確認」と

いう。）された者に与えられる。

（専門職学位の授与要件）

第 5条の 2　専門職学位は，専門職大学院の課程を修了した者

に与えられる。

（学識の確認の特例）

第 6条　①　大学院博士課程における教育課程を終え，学位論

文を提出しないで退学した者のうち，退学の日から起算して

研究科委員会が定める年限以内に論文による博士学位を申請

した者については，研究科委員会が適当と認めた場合，学識

の確認の一部もしくはすべてを行わないことができる。

②　学位論文以外の業績および経歴の審査によって，研究科委

員会が学識の確認の一部もしくはすべてを行う必要がないと 

認めた場合には，当該審査をもって学識の確認の一部もしく

はすべてに代えることができる。

（課程による学位の申請）

第 7条　①　第 � 条の規定に基づき修士学位を申請する者は，

学位論文 � 部を指導教授を通じて当該研究科委員会に提出す

るものとする。

②　第 � 条の規定に基づき博士学位を申請する者は，学位申請

書に学位論文 � 部および所定の書類を添え，指導教授を通じ

て当該研究科委員会に提出するものとする。

（論文による学位の申請）

第 8条　第 � 条の規定に基づき博士学位を申請する者は，学位

申請書に学位論文 � 部および所定の書類を添え，その申請す

る学位の種類を指定して，学長に提出しなければならない。

（審査料）

第 9条　第 � 条の規定に基づき博士学位を申請する者に対する

審査料は，次のとおりとする。

� 　本大学大学院博士課程の教育課程を終え学位論文を提出 

しないで退学した者 �0,000 円

� 　本大学学士，修士または専門職の学位を与えられた者で

前号の定め以外の者 �0,000 円

� 　前 � 号のいずれにも該当しない者 �00,000 円

� 　本塾専任教職員である者 �0,000 円

（医学研究科については �0,000 円）

（審査ならびに期間）

第10条　①　修士および博士の学位論文の審査ならびにこれに

関連する試験等の合否は，当該研究科委員会が判定する。

②　博士の学位論文の審査ならびにこれに関連する試験および

学識の確認等は，論文受理後�年以内に終了するものとする。

（審査委員会）

第11条　研究科委員会は，学位論文の審査ならびにこれに関連

する試験等を行うために，関係指導教授および関連科目担当

教授 � 名以上からなる審査委員会（主査および副査）を設置

しこれに当たらせる。ただし，必要がある場合は准教授また

は専任講師・講師（非常勤）等を特に審査委員会に加えるこ

とができる。

（審査結果の報告・判定方法）

第12条　①　審査委員会は，論文審査の要旨ならびに試験の成

績等を記録して研究科委員会に報告し，かつ，その意見を開

陳する。

②　研究科委員会は，委員の � 分の � 以上の出席により成立し，

その � 分の � 以上の賛同をもって学位論文の審査ならびに試

験の合否を決定する。

③　前項の議決は，無記名投票をもって行う。

（学位授与）

第13条　①　修士または博士の学位は，研究科委員会において

学位論文の審査ならびに試験に合格した者に対し，学長が当

該研究科委員会の報告に基づき学位を授与する。

②　専門職学位は，当該研究科の修了要件を満たした者に対し，

学長が当該研究科委員会の報告に基づき授与する。

（学位論文要旨の公表）

第14条　本大学は博士の学位を授与したとき，当該博士の学位

を授与した日から � 月以内にその論文の内容の要旨および論

文審査の結果の要旨を公表する。

（学位論文の公表）

第15条　博士の学位を授与された者は，当該博士の学位の授与

を受けた日から � 年以内にその論文を印刷公表し「慶應義塾

大学審査学位論文」と明記するものとする。ただし，学位の

授与を受ける前にすでに印刷公表したときはこの限りではな

い。

（学位の表示）

第16条　学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは，

学位の後にこれを授与した本大学名を「（慶應義塾大学）」と

付記するものとする。

（学位の取消）

第17条　不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明した

とき，または学位を得た者がその名誉を汚辱する行為があっ

たときは，当該研究科委員会および大学院委員会の議を経て

その学位を取消すものとする。

（学位記および書類）

第18条　学位記および学位授与申請関係書類の様式は，別表 �

から別表 � までのとおりとする。

（規程の改廃）

第19条　この規程の改廃は，大学院委員会の議を経て学長が行

う。ただし，第 � 条第 � 項第 � 号および第 � 条の � について

は大学評議会の議を経てこれを行う。

　　　附　則

①　この規程は平成��年 � 月�0日から施行する。

　〔以下省略〕
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1 － 2　学位の授与に関する内規

昭和��年 � 月��日制定

平成��年 � 月��日改正

第 1条　慶應義塾大学学位規程第��条（学位授与）に関する取

扱いは，この内規の定めるところによる。

第 2条　論文博士の学位授与および博士課程単位修得退学者で

再入学しない者に対する課程博士の学位授与に関しては，次

の通り行うものとする。

� 　学位授与日は，研究科委員会の議決日とする。

�  　研究科委員会が学位論文審査合格を議決した日以降，

「学位取得証明書」を発行できるものとする。

� 　学位の授与手続きは，次の通りとする。

　イ 　研究科委員会の合否判定議決に基づき，研究科委員長

はその結果を速やかに学長に報告する。

　ロ 　学長は，研究科委員長の報告に基づき合格者に学位を

授与する。

� 　学位記は，学位授与式において授与する。

第 3条　修士の学位授与および博士課程に在学している者に対

する課程博士の学位授与に関しては，前第 � 条第 � 号と同様

の手続きを経て，当該年度末（ � 月��日）をもって学位を授

与する。

②　前項の規定にかかわらず，修士課程においてあらかじめ研

究科委員会の承認を得て，学位論文を提出締切期日までに提

出せず次年度も引き続き在学している者が，研究科委員会の

特に認めた期日までに学位論文を提出し課程修了を認定され

た場合には，春学期末日をもって学位を授与することができ

る。

③　第 � 項の規定にかかわらず，後期博士課程（医学研究科に

あっては博士課程）に在学する者で，大学院学則第 �0� 条第

� 項のただし書（医学研究科については同条第 � 項のただし

書）の適用を受け，春学期末日をもって課程修了を認定され

た場合には，当該春学期末日をもって学位を授与することが

できる。

④　前項の規定にかかわらず後期博士課程（医学研究科にあっ

ては博士課程）に在学する者で，大学院学則第 �0� 条第 � 項

のただし書（医学研究科については同条 � 項のただし書）の

適用を受け，在学する年度途中において特に課程修了を認定

された場合には，認定された日をもって学位を授与すること

ができる。

⑤　第 � 項の規定にかかわらず，「大学院在学期間延長者取扱

い内規」により在学する者が，春学期末日をもって課程修了

を認定された場合には，当該第 � 学期末日をもって学位を授

与することができる。

⑥　前項の規定にかかわらず，「大学院在学期間延長者取扱い

内規」により在学する者が，在学する年度途中において，特

に課程修了を認定された場合には，認定された日をもって学

位を授与することができる。

⑦　学位記は，学位授与式において授与する。

第 4条　学長は，学位を授与した者の氏名その他必要事項を取

りまとめて，年 � 回大学院委員会の各委員に報告しなければ

ならない。

第 5条　この内規の改廃は，大学院委員会の議を経て学長が行

う。

　　　附　則（平成��年 � 月��日）

第 1条　この内規は，平成��年 � 月 � 日から実施する。

第 2条　この内規の改廃は，大学院委員会の議を経て学長が行

う。

1 － 3　�大学院社会学研究科入学試験，
指導体制及び学位論文審査に
関する内規

平成元年��月��日制定

平成��年 � 月��日改正

　　　第 1章　目　　的

第 1 条（目的）　この内規は，大学院社会学研究科の活性化並

びに現行の大学院制度による学位論文の早期作成を目的とし，

本研究科における入学試験，指導体制及び学位論文審査の細

目について定めるものとする。

　　　第 � 章　修士課程

第 2 条（修士課程入学試験）　修士課程の入学試験は，次の通

りとする。

⑴　外国語 � 科目（英語）

⑵　専門科目

⑶　面接

第 3 条（指導教授の決定及び副指導教授の委嘱）　大学院社会

学研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）は，大学

院修士課程入学者の指導教授を決定しなければならない。

②　指導教授が特に必要と認めた場合には，研究科委員会の承

認を得て副指導教授を委嘱することが出来る。

③　指導教授は研究科委員，副指導教授は原則として本塾大学

専任教員とする。

第 4 条（修士論文の提出要件及び審査）　修士論文の提出要件

は，「慶應義塾大学学位規定」の定めるところによる。

②　修士論文の執筆は，原則として日本語とする。但し，指導

教授が特に認めた場合には，研究科委員会の承認を得て，外

国語を使用することが出来る。

③　修士論文の審査は，主査 � 名及び副査 � 名以上が行い，そ

の結果は評価（A・B・C・D の � 段階）を付して，研究科

委員会に報告の上，承認を得なければならない。

　　　第 3章　後期博士課程

第 5条（後期博士課程入学試験）　後期博士課程の入学試験は，

次の通りとする。

⑴　外国語 � 科目（英語）

⑵　論文審査

⑶　面接

第 6条（正指導教授及び副指導教授の決定）　研究科委員会は，

大学院後期博士課程入学者の正指導教授及び副指導教授各 �

名を決定しなければならない。

②　正指導教授は本研究科委員，副指導教授は原則として本研

究科の授業を担当する本塾専任教員に限る。但し，指導教授

が特に必要と認めた場合には，研究科委員会の承認を得た上，

本塾大学専任教員，他大学教員又は塾外研究機関の研究者に

副指導教授を委嘱することが出来る。

③　研究内容の変更等により正・副指導教授を変更することが

出来る。この場合には前項に定める手続きによるものとする。

　　　第 4章　課程博士

第 7 条（学位請求論文研究計画書の提出と審査）　入学後 � 年

以内に正・副指導教授の指導のもとに学位請求論文研究計画

書（以下「研究計画書」という。）を作成し，研究計画書を

研究科委員会に提出し，審査を受け，承認を得なければなら

ない。提出にあたっては，第 � 著者として学術専門雑誌に �

編以上の論文（内，少なくとも � 編は査読のあるもの）を掲

載していること，もしくは，それに相当すると考えられる業

績を挙げていることが必要である。研究科委員会は，研究計

画書の審査のために主査，副主査各 � 名を決定する。主査及
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び副査は，研究計画書の審査にあたっては原則として面接を

行い，その審査結果を研究科委員会に報告し，承認を得なけ

ればならない。

第 8 条（研究計画書の内容）　研究計画書は，次の各号に掲げ

る事項をその内容に含めるものとする。

⑴　研究の目的，方法及びその意義等

⑵ 　当該研究に関する内外の先行研究の概括，予備調査，予

備実験の結果等。

⑶　当該研究に関係する業績一覧

第 9 条（学位論文の提出要件及び審査）　学位論文を提出しよ

うとする者は，まず研究計画書を提出し，研究科委員会の審

査を受け承認を得なければならない。研究計画書承認後，�

年後の � 月末までに学位論文を提出しなければならない。

②　学位論文の執筆は，原則として日本語とする。但し，正・

副指導教授が特に必要と認めた場合には，研究科委員会の承

認を得て，外国語を使用することが出来る。

③　学位論文の審査は，研究科委員会が承認した主査 � 名及び

副査 � 名以上から構成される学位論文審査委員会（以下「審

査委員会」という。）が行う。

④　研究科委員会は，審査委員会から審査結果の報告を受け，

学位授与資格を決定する。

　　　第 � 章　論文博士

第10条（学位論文の提出要件）　学位論文を提出しようとする

者は，まず学位請求論文計画書（以下「論文計画書」という）

を提出し，研究科委員会の審査を受け承認を得なければなら

ない。論文計画書承認後，原則として � 年以内に学位論文を

提出しなければならない。

②　学術著書（出版物）を学位請求論文として提出する場合は，

それが出版される以前に前項の手続きをとらなければならな

い。

第11条（論文計画書の内容）　論文計画書は次の各号に掲げる

事項をその内容に含めるものとする。

⑴　研究の目的，意義

⑵　方法

⑶　当該研究に関連する先行諸研究の概括

⑷　当該研究に関する調査，実験の結果の概略

⑸　論文の構成と各章の論点

⑹　当該研究に関する業績一覧及び職歴，研究歴

第12条（論文計画書の審査）　研究科委員会は，論文計画書が

提出された場合には，次の各号に定める手続きを経て論文計

画書および学位論文提出資格を審査しなければならない。

⑴ 　本研究科に学位論文を提出する理由及び審査に当たる委

員の有無を審議する。

⑵ 　論文計画書審査及び学識確認のため，主査及び副査各 �

名を決定する。

⑶ 　主査及び副査は論文計画書の審査に当たって，原則とし

て学識確認と面接を行い，その審査結果を研究科委員会に

報告の上，承認を得なければならない。

⑷ 　前号の学識確認は，当該研究上最も必要とする外国語 �

科目の学識を，その内容に含めるものとする。但し，業績

及び経歴の審査をもって学識確認に代えることができる。

第13条（学位論文執筆の使用言語）　学位論文執筆に使用する

言語は，第 � 条第 � 項に定める後期博士課程の場合に準ずる

ものとする。

第14条（学位論文の審査）　学位論文の審査は，第 � 条第 � 項

及び第 � 項に定める後期博士課程の場合に準じて行う。

　　　第 6章　補　　　則

第15条（内規の改廃）　この内規の改廃については，研究科委

員会の承認を得るものとする。

　　　付　則（平成元年��月��日）

②　この内規は，平成 � 年 � 月 � 日から施行する。但し，第 �

条の規程は平成元年度社会学研究科博士課程在籍者から適用

する。

③　第 � 条から第 � 条までの規程は，正指導教授の判断により

平成元年度社会学研究科博士課程在籍者に適用することが出

来る。

④　修士及び博士の学位論文提出要件及び審査の手続き等に関

し，本内規に含まれない事項については，「慶應義塾大学大

学院学則」及び「慶應義塾大学学位規程」の定めるところに

よる。

　　　附　則（平成�0年��月 � 日）

①　第 � 条と第 � 条の規定は，平成 �� 年 � 月 � 日から施行する。

②　第�0条から第��条の規定は，平成�0年��月��日から施行す

る。

　　　附　則（平成��年 � 月��日）

①　第 � 条の規定は，平成��年 � 月 � 日後期博士課程入学者か

ら適用する。

　　　附　則（平成��年 � 月��日）

①　第 � 条および第 � 条は，平成��年 � 月 � 日前期博士課程，

後期博士課程入学者から適用する。

2 奨 学 金

2－ 1　大学院奨学規程

平成 � 年 � 月��日制定

平成 � 年 � 月 � 日改正

平成�0年 � 月��日改正

平成��年 � 月 � 日改正

　　　第 1章　総　　則

（根拠）

第 1条　慶應義塾大学は，慶應義塾大学大学院学則（大正 � 年

� 月 � 日制定。以下「大学院学則」という。）第 �� 節奨学制

度に基づき，貸費および給費の奨学制度を置く。

（奨学金の種類・金額）

第 2条　①　奨学金の種類は，次のとおりとする。

� 貸費奨学金（無利子）　修士課程（前期博士課程）学生

対象（ただし，外国人留学生を除く。）

� 給費奨学金　後期博士課程（以下「博士課程」という。）

学生，医学研究科博士課程学生，私費外国人留学生対象

②　前項に定める奨学金の年額は，次のとおりとする。

� 文，経済，法，社会，商学研究科  �00,000 円

� 医学，経営管理研究科  �00,000 円

� 理工学，政策・メディア研究科  �00,000 円

　　　第 2章　貸 費 生

（資格）

第 3条　貸費生の資格は，大学院修士課程の学生（ただし，外

国人留学生を除く。）とし，次の条件を備えていなければな

らない。

� 　研究の意欲を持ち，経済的に修学が困難であること。

� 　学業成績・人物共に優秀で健康であること。

� 　原則として，修士課程 � 年生であること。

（期間）

第 4 条　貸費の期間は，大学院学則に定める修士課程標準修業

年限の � か年とする。ただし，修士課程 � 年生が貸費生に採

用された場合は， � か年とする。
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（申請）

第 5条　貸費を受けようとする者は，所定の申請書に学業成績

証明書，健康診断書および連帯保証人等の所得証明書を添え

て，学生総合センターに申請するものとする。

（選考）

第 6条　貸費生は，第 � 条の条件により選考する。

（決定）

第 7条　前条による選考は，別に定める大学院奨学委員会（以

下「委員会」という。）において行い，塾長がこれを決定する。

（家計急変者に対する救済措置等）

第 8条　天災その他の災害および家計支持者の死亡，失職等の

ため家計が急激に変化し，学費の納入が困難になった者等若

干名については，第 � 条第 � 号の規定にかかわらず，貸費生

として追加採用することができる。

（誓約書）

第 9条　貸費生として決定された者は，所定の誓約書を連帯保

証人と連署の上，学生総合センターに提出しなければならな

い。

（身分等変更の届出）

第10条　貸費生は，次の各号に該当する場合は，直ちに学生総

合センターに届け出なければならない。ただし，本人の病気・

死亡などの場合は，連帯保証人が代わって届け出なければな

らない。

� 　休学，留学，就学，退学

� 　本人および連帯保証人の氏名，住所，その他重要事項の

変更

（貸与の休止）

第11条　委員会は，貸費生が休学・留学した場合，その間貸費

生の資格を休止することができる。

（貸与の復活）

第12条　前条の規定により貸費生の資格を休止された者が，休

止の理由となったものが消滅した場合，委員会は，申請によ

り貸与を復活することができる。ただし，休止された時から

� か年を経過したときは，この限りではない。

（失格）

第13条　委員会が次の各号により不適格と認めた場合，貸費生

はその資格を失う。

� 　大学院学則に基づく退学，停学の場合

� 　申請書および提出書類の記載内容に虚偽があった場合

� 　正当な理由がなく第�0条に定める届け出を怠った場合

� 　その他貸費生として不適当と認められた場合

（貸与の辞退）

第14条　貸費生は，いつでも貸与を辞退することができる。こ

の場合には，連帯保証人と連署の届出書を，学生総合セン

ターに提出しなければならない。

（貸与金借用証書の提出）

第15条　貸費生が次の各号に該当する場合は，貸与金借用証書

に貸与金返還総額等を記載し，連帯保証人および保証人と連

署の上，学生総合センターに提出しなければならない。連帯

保証人および保証人の使用する印鑑については，印鑑証明を

必要とする。

� 　貸与期間が満了した場合

� 　貸与を期間中に辞退した場合

� 　第��条による失格の場合

（貸与金の返還）

第16条　①　貸与金の返還は，原則として貸与が終了した年の

��月から毎年 � 回の年賦とし，貸与年数の � 倍の年数以内に

全額を返還するものとする。ただし，貸与金はいつでも繰り

上げ返還することができる。

②　第��条による失格者については，貸与金の全額を直ちに返

還しなければならない。

（返還猶予）

第17条　①　貸費生であった者が次の各号に該当する場合に

は，委員会は，本人の申請により貸与金の返還を猶予するこ

とができる。

� 　災害または疾病により返済が困難となった場合

� 　貸与期間終了後，引き続き修士課程に在学している場合

� 　修士課程修了後，博士課程進学を目指している場合

②　前項の規定にかかわらず，委員会は，その理由が相当であ

ると認めるときは，申請により貸与金の返還を猶予すること

ができる。

③　返還猶予期間は � か年とするが，返還猶予の理由が存続す

る場合は，第 � 項第 � 号に基づく場合を除いて，申請により

� 年ごとに延長することができる。ただし，原則として � か

年を越えて延長することはできない。

（返還免除）

第18条　①　貸費生であった者が次の各号に該当する場合に

は，委員会は，本人または連帯保証人の申請により，貸与金

の全部または一部の返還を免除することができる。

� 　博士課程に進学し，学位を取得した場合，あるいは博士

課程に � か年以上在学して所定の単位を取得し退学した場

合。ただし，博士課程を中途で退学した者については免除

を認めない。

� 　貸与金返還完了前に死亡した場合。この場合には，連帯

保証人または相続人は，死亡時から � か月以内に，貸与金

返還免除申請書を，死亡診断書または戸籍抄本を添えて，

学生総合センターに提出しなければならない。

②　前項の規定にかかわらず，委員会は，その理由が相当であ

ると認めるときは，申請により貸与金の全部または一部の返

還を免除することができる。

　　　第 3章　給 費 生

（資格）

第19条　給費生の資格は，大学院博士課程学生および私費外国

人留学生とし，次の条件を備えていなければならない。

�　研究の意欲を持ち，経済的に修学が困難であること。

� 　学業成績・人物共に優秀で健康であること。

（期間）

第20条　給費の期間は，� か年とする。引き続き給費を希望す

る場合，再申請は妨げないが，� か年（医学研究科は � か年）

を超えて給費を受けることはできない。

（申請）

第21条　給費を受けようとする者は，所定の申請書に，学業成

績証明書，健康診断書および連帯保証人等の所得証明書を添

えて，学生総合センターに申請するものとする。

（選考）

第22条　給費生は，第��条の条件により選考する。

（決定）

第23条　前条による選考は，委員会において行い，塾長がこれ

を決定する。

（身分等変更の届出）

第24条　給費生は，次の各号に該当する場合は，直ちに学生総

合センターに届け出なければならない。ただし，本人の病気・

死亡などの場合は，連帯保証人が代わって届け出なければな

らない。

� 　休学，留学，退学

� 　本人および連帯保証人の氏名，住所，その他重要事項の

変更



― �� ―

（失格）

第25条　委員会が次の各号により不適格と認めた場合，給費生

はその資格を失う。

� 　大学院学則に基づく休学，退学，停学の場合

� 　申請書および提出書類の記載内容に虚偽があった場合

� 　正当な理由がなく前条に定める届け出を怠った場合

� 　その他給費生として不適当と認められた場合

（返還）

第26条　①　給費生が前条の規定により給費生としての資格

を失った場合は，すでにその年度に給付された金額の全部ま

たは一部を返還しなければならない。委員会は，この場合の

返還方法を，審査の上定める。

②　前項の規定にかかわらず，次の各号に該当する場合は，委

員会は，申請によりすでに給付された奨学金の全部または一

部の返還を免除することができる。

� 　死亡した場合

� 　前条第 � 号の規定により，給費生として資格を失った場

合

（事務）

第27条　本制度の運営事務は，学生総合センターの所管とす

る。

（規定の改廃）

第28条　この規程の改廃は，委員会の議を経て，塾長がこれを

行う。

　　　附　則

① 　この規程は，平成 � 年 � 月 � 日から施行し，平成 � 年度大

学院課程入学者から適用する。

② 　この規程の制定により，昭和��年 � 月��日制定，同年 � 月

� 日施行の慶應義塾大学大学院奨学規程は，これを旧・慶應

義塾大学大学院奨学規程とする。

③　平成 � 年 � 月 �� 日以前の課程入学者については，旧・慶應

義塾大学大学院奨学規程を適用する。

附　則（平成 � 年 � 月 � 日）

　この規程は，平成 � 年 � 月 � 日から施行する。

附　則（平成�0年 � 月��日）

①　この規程は，平成�0年 � 月 � 日から施行する。

②　平成 � 年 � 月��日以前の課程入学者については，旧・慶應

義塾大学大学院奨学規程を適用する。

③　平成�0年 � 月 � 日以後の修士課程（前期博士課程）第 � 学

年入学者については，本規程第 � 条から第��条を適用しない。

④　平成�0年 � 月 � 日以後の修士課程（前期博士課程）入学者

を，本規程第 � 条第 � 項第 � 号および第��条の対象に加える

ものとする。

　　　附　則（平成��年 � 月 � 日）

　この規程は，平成 �� 年 � 月 � 日から施行する。

2 － 2　小泉信三記念大学院特別奨学金規程

昭和��年 � 月��日制定

昭和��年 � 月��日改正

平成��年 � 月 � 日改正

平成��年 � 月��日改正

第 1条　小泉信三記念奨学金規程（昭和��年 � 月��日制定）第

� 条第 � 号に基づき，研究者の養成を目的として大学院に特

別奨学金による奨学研究生を置く。

第 2条　奨学研究生は，学部第 � 学年に在学し大学院への進学

を志願する学生，または大学院に在学する学生の中から，こ

れを選考する。

第 3 条　奨学研究生の選考は，各研究科委員会の推薦により，

小泉基金運営委員会の議を経て学長がこれを決定する。

第 4 条　奨学研究生には特別奨学金として，月額 �0,000 円を

給付し，その期間は � 年とする。ただし，審査の上，この期

間を更新することができる。

第 5条　この特別奨学金規程に関する事務は，研究支援センター

本部が担当する。

第 6条　この規程に関する細則は別に定める。

　　　附　則

①　この規程は，昭和��年 � 月 � 日から施行する。

②　現行小泉信三記念大学院特別奨学金規程は旧・小泉信三記

念大学院特別奨学金規程とする。

　　　附　則（昭和��年 � 月��日）

　この規程は，昭和��年 � 月 � 日から施行する。

　　　附　則（平成��年 � 月 � 日）

　この規程は，平成��年 � 月 � 日から施行する。

　　　附　則（平成��年 � 月��日）

　この規程は，平成��年 � 月��日から施行する。

2 － 3　�小泉信三記念大学院特別奨学金
規程施行細則

昭和��年 � 月��日制定

昭和��年 � 月��日改正

平成��年 � 月 � 日改正

平成��年 � 月��日改正

第 1条　小泉基金運営委員会委員長は，毎年奨学研究生を公募

する。

第 2条　奨学研究生は，大学院に在学し，次に掲げる各号の条

件を備えていなければならない。

� 　学業成績・人物共に優秀であること

� 　将来，研究者たり得る資質ありと認められること

� 　健康であること

第 3条　奨学研究生を志望する者は，次の書類を整えて，保証

人連署の上，研究支援センター本部に提出しなければならな

い。

� 　願　書

� 　履歴書

� 　成績証明書 大学学部 � 年から申請時までの成績証明書

� 　健康診断書

第 4条　各研究科委員会は，奨学研究生を志望した者について

審議し，順位を付して小泉基金運営委員会に推薦しなければ

ならない。

第 5条　奨学研究生は，次の理由により身分に変更を生じた場

合は，保証人連署の上，直ちに学長に届け出なければならな

い。

� 休学・復学・退学

�  本人および保証人の身分・住所その他重要事項の変更。

ただし，本人が病気・死亡等の場合は，保証人が代って届

け出なければならない。

第 6条　小泉基金運営委員会が，次の理由により不適格と認め

た場合は，奨学研究生としての資格を失うものとし，すでに

支給した奨学金の全部もしくは一部を返還させることがある。

�  この奨学金設定の趣旨に反し，かつ塾生としての本分に

もとる行為があった場合

� 提出書類に虚偽の記載をした場合

� 正当な理由なく前条に定める届け出を怠った場合
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第 7条　奨学研究生が退学した場合は，給付を打ち切るものと

する。

　　　附　則

①　この細則は，昭和��年 � 月 � 日から施行する。

②　現行小泉信三記念大学院特別奨学金規程施行細則は旧・小

泉信三記念大学院特別奨学金規程施行細則（昭和��年 � 月��

日制定）とする。

　　　附　則（昭和��年 � 月��日）

　この細則は，昭和��年 � 月 � 日から施行する。

　　　附　則（平成��年 � 月 � 日）

　この細則は，平成��年 � 月 � 日から施行する。

　　　附　則（平成��年 � 月��日）

　この細則は，平成��年 � 月��日から施行する。

3 　授業料減免

3－ 1　慶應義塾大学授業料等減免規程

平成元年 � 月��日制定

平成��年 � 月��日改正

（目的）

第 1条　慶應義塾大学は，疾病・傷害によって授業を長期にわ

たり休学している学部学生ならびに大学院生で，経済上授業

料等（大学院にあっては在学料等。以下「授業料等」という。）

の納入が著しく困難な学生に対し，審査のうえ，一定の期間

授業料等を減免することができる。

（対象）

第 2 条　①　減免を受けようとする者は，� 年以上の長期にわ

たり入院または通院している者ならびに自宅療養をしている

者で，休学の � 年目以降の者でなければならない。

②　母国において兵役義務により休学する者。この場合に限り

� 年目から減免する。

③　法務研究科（法科大学院）については別に定める。

（申請）

第 3条　前条に該当する者が減免を申請する場合は，所定の申

請書に休学許可書，診断書ならびに家計支持者の所得を証明

する書類を添えて，学生総合センター長に提出しなければな

らない。

（減免額）

第 4条　①　減免を認められた者の減免額は，文科系学部・同

大学院研究科については授業料等の半額，医学部・同大学院

研究科，理工学部・同大学院研究科，総合政策学部，環境情

報学部，大学院政策・メディア研究科および看護医療学部に

ついては授業料等の半額および実験実習費の半額とする。な

お，経済学研究科，法学部政治学科，理工学研究科，総合政

策学部，環境情報学部，大学院政策・メディア研究科および

看護医療学部は，休学期間が � か月毎のため減免額も半年分

の半額とする。

②　正課または課外活動中の事故による傷害で休学している場

合，その事由を斟酌し，減免額を全額とすることができる。

③　母国において兵役義務により休学する場合は，当該休学期

間の授業料等の全額を免除する。

（審査）

第 5条　第 � 条による審査は，大学学部生については大学奨学

委員会，大学院生については大学院奨学委員会がこれを行い，

塾長が決定する。

（減免の取消し）

第 6条　休学者が虚偽の申請その他不正の方法で減免を受けた

場合には，減免の措置を取り消すとともに，すでに減免を受

けた授業料等の全部または一部を納入させることができる。

（就学の届出）

第 7条　休学者が就学した時は，速やかに書面をもってその旨

学生総合センター長に届け出なければならない。

（規程の改廃）

第 8条　この規程の改廃は，大学奨学委員会ならびに大学院奨

学委員会の議を経て，塾長が決定する。

（所管）

第 9条　この規程の運営事務は，学生総合センターの所管とす

る。

　　　附　則（平成��年 � 月��日）

　この規程は，平成��年 � 月 � 日から施行する。

3 － 2　留学期間中の学費の取り扱いに
関する規程

平成元年 � 月��日制定

平成��年 � 月�0日改正

第 1 条　慶應義塾大学学部学則（大正 � 年 � 月 � 日制定）第

��� 条および慶應義塾大学大学院学則（大正 � 年 � 月 � 日制

定）第 ��� 条により外国の大学に留学する学生（以下「留学

生」という。）の学費に関する取り扱いは，この規程の定め

るところによる。

第 2条　留学期間中の学費の取り扱いは，次のとおりとする。

� 　留学の始まる日（以下「留学開始日」という。）の属す

る年度の学費は納入するものとする。ただし，留学の奨励

を図るため，別に定めるところにより，留学に要する経費

の一部を補助することがある。

� 　留学の延長が認められ，その許可された延長期間が留学

開始日から起算して � 年 � か月以上 � 年以内（医学研究科

博士課程は � 年 � か月以上 � 年以内）の場合は，留学開始

日から � 年（医学研究科博士課程は � 年）を経過した日の

属する年度の授業料（在学料）および実験実習費の半額を

免除する。

� 　留学の再延長が認められ，その許可された延長期間が留

学開始日から起算して � 年 � か月以上 � 年以内（医学研究

科博士課程は � 年 � か月以上 � 年以内）の場合は，留学開

始日から � 年（医学研究科博士課程は � 年）を経過した日

の属する年度の授業料（在学料）および実験実習費の半額

を免除する。

第 3条　前条にかかわらず，大学院在学中に私費により留学す

る場合は別に定める。

第 4条　留学生が留学の許可を取り消された場合は，その間に

免除した学費の一部または全額を納入させることがある。

第 5条　この規程の適用に当たり疑義を生じた場合は，その都

度塾長が決定する。

第 6条　この規程の改廃は，塾長がこれを決定する。

　　　附　則（平成��年 � 月�0日）

　この規程は，平成��年 � 月 � 日から施行する。

3 － 3　�大学院生が私費により留学した場合の
学費の取り扱いに関する内規

平成��年 � 月��日制定

第 1 条　「留学期間中の学費の取り扱いに関する規程」第 � 条

については，この内規の定めるところによる。
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第 2条　大学院生が私費により留学した場合の学費の取り扱い

は次のとおりとする。

〈取扱単位〉

 � 留学期間は学期（春学期・秋学期）を単位として取り扱う。

〈対象学期〉

 � 　減免の対象となる学期とは留学により在学しなかった

学期とする。

〈減免額〉

 � 　前項で減免の対象となった学期の属する年度の在学料

および実験実習費について，年額の � 分の � を各学期におい

て免除する。

〈減免期間〉

 � 　免除される期間は最長 � 学期までとする。ただし，留学

期間中に交換または奨学金による留学が含まれる場合は，そ

の期間に該当する学期を含んで � 学期までとする。

第 3条　この内規の改廃は，大学院委員会の議を経て塾長がこ

れを決定する。

　　　附　則

①　この内規は平成 �� 年 � 月 � 日から施行する。

②　この内規は，留学開始日が平成 �� 年 � 月 � 日以降の者

に適用する。

③　この内規の施行前，すでに留学を許可され留学している

者の学費については，「留学期間中の学費の取り扱いに関

する規程」第 � 条第 � 項～ � 項を適用する。

4 　その他

4－ 1　大学院在学期間延長者取扱内規

昭和��年 � 月��日制定

第 1条　本塾大学大学院後期博士課程（医学研究科にあっては

博士課程）において，当該課程修了要件のうち学位論文の審

査並びに最終試験を除き所定の教育課程を終えた後，引続き

博士学位取得のため在学する者の取扱いは，この内規の定め

るところによる。

第 2条　在学期間延長を希望する者は，指導教授の許可を得て

研究科委員会に「在学期間延長許可願」を提出し，承認を得

なければならない。

第 3条　研究科委員会は，研究継続の必要性等在学を延長する

充分な理由があると認め，かつ教育並びに研究に支障のない

場合，大学院学則第 ��� 条に定める在学最長年限を超えない

範囲で引続き � 年間（ � 月 � 日～翌年 � 月��日）の在学を許

可できるものとする。

第 4条　在学期間延長者が延長期間終了後も引続き在学を希望

するときには，新たに「在学期間延長許可願」を提出し，研

究科委員会の承認を得なければならない。

第 5条　学則定員その他の理由から延長が認められない場合は，

大学院学則第 ��� 条に定める研究生として受け入れることが

できる。

　　　附　則

第 1条　この内規は，昭和��年 � 月 � 日から施行する。

第 2条　この内規は，昭和��年度以降に医学研究科博士課程に

入学した者並びに昭和�0年度以降に後期博士課程に入学また

は進学した者に適用する。

第 3条　附則第 � 条の規定にかかわらず，博士課程所定単位修

得退学者に対して課程による学位論文提出年限を「博士学位

に関する内規」に沿って定めている研究科に在学する者につ

いては，昭和��年 � 月 � 日からこの内規を適用することがで

きる。

第 4条　この内規の改廃は，大学院委員会の議を経て学長が行

う。

4 － 2　大学院在学期間延長者並びに年度
途中の修了者に対する在学料その
他の学費に関する取扱内規

昭和��年 � 月�0日制定

平成 � 年 � 月 � 日改正

第 1 条　本塾大学大学院において「学位の授与に関する内規」

第 � 条第 � 項若しくは第 � 項により第 � 学期末日をもって課

程修了する者の学費は，次の通りとする。

� 　在学料（毎年）

　 　大学院学則第 ��� 条に定める金額の � 分の � に相当する

額

� 　施設設備費（毎年）

　　大学院学則第 ��� 条に定める金額

� 　実験実習費（毎年）

　　大学院学則第 ��� 条に定める金額

第 2条　本塾大学大学院後期博士課程（医学研究科にあっては

博士課程）において「大学院在学期間延長者取扱内規」によ

る在学期間延長者の学費は，次の通りとする。

� 　在学料（毎年）

　　大学院学則第 ��� 条に定める金額の � 分の �

� 　施設設備費（毎年）

　　免除

� 　実験実習費（毎年）

　　大学院学則第 ��� 条に定める金額

②　在学期間延長者が「学位の授与に関する内規」第 � 条第 �

項および第 � 項により年度途中の日をもって課程修了する場

合の在学料は，その課程修了の日が第 � 学期末日までの者に

限り前項に定める金額の � 分の � に相当する額。

第 3 条　「大学院在学期間延長者取扱内規」第 � 条による研究

生は，大学院学則第 ��� 条第 � 項に定める登録料を免除し，

初年度に限り選考料を徴収しない。

　　　附　則

第 1条　この内規は，平成 � 年 � 月 � 日から施行する。

第 2条　この内規の修士課程に係る本則第 � 条については，昭

和��年 � 月 � 日から適用する。

第 3条　この内規の後期博士課程（医学研究科にあっては博士

課程）に係る本則第 � 条および第 � 条については，昭和��年

度以降に医学研究科博士課程に入学した者並びに昭和�0年度

以降に後期博士課程に入学または進学した者に適用する。

②　前項の規定にかかわらず，博士課程所定単位修得退学者に

対して課程による学位論文提出期限を「博士学位に関する内

規」に沿って定めている研究科に在学する者については，昭

和��年 � 月 � 日からこの内規を適用することができる。

第 4条　この内規の改廃は，塾長が決定する。



― �� ―

塾生，保護者・保証人の方々にかかわる個人情報の取扱い

� 　義塾の学生・生徒・児童等の主な個人情報は，次のとおりです。

①　塾生本人の氏名・住所・電話番号・生年月日・出身校等

②　保護者・保証人の氏名・住所・電話番号 ( 自宅および緊急連絡先 )・本人との続柄等

③　 塾生等の学籍・成績・健康診断・在学中のその他の活動履歴情報，寄付金・慶應カードの申し込みデー

タなど

� 　 個人情報を取り扱うに当たっては，あらかじめ利用目的を特定し，明示いたします。特定した利用目的以外

には利用しません。また，利用目的を変更する場合は，本人に通知するか，義塾のホームページへの掲載，

所定掲示板への掲示等により公表いたします。

� 　個人情報は，以下の諸業務遂行のために利用します。

①　入学手続および学事に関する管理，連絡および手続

②　学生生活全般に関する管理，連絡および手続き

③　大学内の施設・設備利用に関する管理，連絡および手続

④　寄付金，維持会・慶應カードの募集等に関する書類発送およびその他の連絡

⑤　本人および保護者・保証人に送付する各種書類の発送

⑥　 卒業後の刊行物の発送，評議員選挙および寄付金・維持会・慶應カードの募集等に関する各種書類送付

とこれらに付随する事項

� 　 上記 � の業務のうち，一部の業務を慶應義塾から当該業務の委託を受けた受託業者において行います。業務

委託に当たり，受託業者に対して委託した業務を遂行するために必要となる範囲で，個人情報を提供するこ

とがあります。

� 　 三田会または同窓会から要請があったときは，当該三田会または同窓会に所属する者の個人情報を当該組織

の活動に必要な範囲で提供することがあります。

� 　 慶應義塾は，上記 � ～ � の利用目的の他には，特にお断りする場合を除いて個人情報を利用もしくは第三者

への提供をいたしません。ただし，法律上開示すべき義務を負う場合や，塾生本人または第三者の生命，身 

体，財産その他の権利利益を保護するために必要であると判断できる場合，その他緊急の必要があり個別の

承諾を得ることができない場合には，例外的に第三者に個人情報を提供することがあります。

� 　 慶應義塾の個人情報保護に関する規程は，URL （http://www.keio.ac.jp/kojinjoho/kojinjoho-toriatukai）

でご覧頂くことができます。



― �� ―

塾長室，人事部，経理部

管財部，総務部，広報室ほか
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