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凡例　その他属性

〈他〉：他学部公開科目 〈グ〉：グローバル・オープン科目
〈優〉：成績優秀者の他学部科目履修制度対象科目 〈実〉：実務経験のある教員による授業科目
〈Ｓ〉：サーティフィケートプログラム_SDGs 〈ア〉：サーティフィケートプログラム_アーバンデザイン
〈ダ〉：サーティフィケートプログラム_ダイバーシティ 〈未〉：サーティフィケートプログラム_未来教室
——————————————————————————————————————————————————————

（修士課程）基本科目_必修【XW001】政策分析の基礎［高尾　真紀子、石山　恒貴、柿野　成美、橋本　正洋、増淵
　敏之、井上　善海、小方　信幸、北郷　裕美］春学期後半/Spring(2nd half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

（修士課程）基本科目_必修【XW002】政策ワークショップ［柿野　成美、石山　恒貴、橋本　正洋、増淵　敏之、高
尾　真紀子、井上　善海、小方　信幸、上山　肇、北郷　裕美］春学期前半/Spring(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

（修士課程）基本科目_選択必修【XW003】調査法［高尾　真紀子］秋学期前半/Fall(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
（修士課程）基本科目_選択必修【XW004】研究法［上山　肇］春学期前半/Spring(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
（修士課程）基本科目_選択必修【XW005】研究法（中国語）［鳥丸　知子］春学期前半/Spring(1st half) . . . . . . . . . . 5
（修士課程）基本科目_選択必修【XW006】質的研究法［齊藤　弘通］春学期前半/Spring(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . 6
（修士課程）基本科目_選択必修【XW007】人的資源管理論［石山　恒貴］秋学期前半/Fall(1st half). . . . . . . . . . . . . . . 7
（修士課程）基本科目_選択必修【XW008】地域活性化システム論［高尾　真紀子］春学期後半/Spring(2nd half) . 8
（修士課程）基本科目_選択必修【XW009】文化地理学［増淵　敏之］秋学期前半/Fall(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
（修士課程）基本科目_選択必修【XW010】都市空間論［上山　肇］春学期前半/Spring(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
（修士課程）基本科目_選択必修【XW011】観光社会学［北郷　裕美］秋学期前半/Fall(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
（修士課程）基本科目_選択必修【XW012】地域産業論［橋本　正洋］秋学期前半/Fall(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
（修士課程）基本科目_選択必修【XW013】中小企業論［井上　善海］秋学期前半/Fall(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
（修士課程）基本科目_選択必修【XW014】CSR論［小方　信幸］春学期前半/Spring(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW101】少子高齢化と社会保障［高尾　真紀子］秋学期後

半/Fall(2nd half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW102】ウェルビーイング論［高尾　真紀子］春学期前

半/Spring(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW103】実証分析入門［柿野　成美］秋学期後半/Fall(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW104】雇用政策研究（マクロ）［石山　恒貴］春学期前

半/Spring(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW105】キャリア理論と統計分析［片岡　亜紀子］春学期後

半/Spring(2nd half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW106】キャリア政策研究［岸田　泰則］秋学期前半/Fall(1st

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW107】地域雇用政策事例研究［石山　恒貴］秋学期後

半/Fall(2nd half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW108】人材育成論［石山　恒貴］春学期後半/Spring(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW109】地域コミュニティ論［中島　由紀］秋学期後半/Fall(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW110】消費者政策論［柿野　成美］春学期後半/Spring(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW111】生活政策論［柿野　成美］秋学期前半/Fall(1st half) 25
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW112】男女共同参画政策論［池永　肇恵］春学期後半/Spring(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW113】実践地方行政論［池永　肇恵］秋学期後半/Fall(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
（修士課程）プログラム科目_経済・社会・雇用創造群【XW114】地域社会論［上山　肇］秋学期前半/Fall(1st half) 28
（修士課程）プログラム科目_文化・都市・観光創造群【XW115】まちづくり事例研究［上山　肇］春学期後半/Spring(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

（修士課程）プログラム科目_文化・都市・観光創造群【XW123】観光マーケティング論［青木　洋高］春学期集
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（博士後期課程）研究指導科目【XW315】雇用政策特殊研究Ⅱ［石山　恒貴］集中・その他/intensive・other courses 74
（博士後期課程）研究指導科目【XW316】雇用政策特殊研究Ⅲ［石山　恒貴］集中・その他/intensive・other courses 75
（博士後期課程）研究指導科目【XW317】文化政策特殊研究Ⅰ［増淵　敏之］集中・その他/intensive・other courses 76
（博士後期課程）研究指導科目【XW318】文化政策特殊研究Ⅱ［増淵　敏之］集中・その他/intensive・other courses 77
（博士後期課程）研究指導科目【XW319】文化政策特殊研究Ⅲ［増淵　敏之］集中・その他/intensive・other courses 78
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（博士後期課程）専門領域科目【XW353】経済政策特殊講義（生活政策論）［柿野　成美］秋学期前半/Fall(1st half) 94
（博士後期課程）専門領域科目【XW354】雇用政策特殊講義（雇用政策研究（マクロ））［石山　恒貴］春学期前半/Spring(1st
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（博士後期課程）専門領域科目【XW356】雇用政策特殊講義（人材育成論）［石山　恒貴］春学期後半/Spring(2nd
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（博士後期課程）専門領域科目【XW357】雇用政策特殊講義（地域雇用政策事例研究）［石山　恒貴］秋学期後半/Fall(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
（博士後期課程）専門領域科目【XW358】地域社会政策特殊講義（ウェルビーイング論）［高尾　真紀子］春学期前

半/Spring(1st half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
（博士後期課程）専門領域科目【XW359】地域社会政策特殊講義（少子高齢化と社会保障）［高尾　真紀子］秋学期後

半/Fall(2nd half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
（博士後期課程）専門領域科目【XW360】地域社会政策特殊講義（地域活性化システム論）［高尾　真紀子］春学期後

半/Spring(2nd half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
（博士後期課程）専門領域科目【XW361】都市政策特殊講義（地域社会論）［上山　肇］秋学期前半/Fall(1st half) 102
（博士後期課程）専門領域科目【XW362】都市政策特殊講義（都市空間論）［上山　肇］春学期前半/Spring(1st half) 103
（博士後期課程）専門領域科目【XW363】都市政策特殊講義（まちづくり事例研究）［上山　肇］春学期後半/Spring(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
（博士後期課程）専門領域科目【XW364】文化政策特殊講義（都市文化論）［増淵　敏之］春学期前半/Spring(1st half) 105
（博士後期課程）専門領域科目【XW365】文化政策特殊講義（コンテンツツーリズム論）［増淵　敏之］春学期後

半/Spring(2nd half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
（博士後期課程）専門領域科目【XW366】文化政策特殊講義（文化地理学）［増淵　敏之］秋学期前半/Fall(1st half) 107
（博士後期課程）専門領域科目【XW367】文化政策特殊講義 (文化基盤形成論)［増淵　敏之］秋学期後半/Fall(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
（博士後期課程）専門領域科目【XW368】観光政策特殊講義（観光社会学）［北郷　裕美］秋学期前半/Fall(1st half) 109

— III —



政策創造研究科

（博士後期課程）専門領域科目【XW369】観光政策特殊講義（フィールドワーク論）［北郷　裕美］春学期後半/Spring(2nd
half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

（博士後期課程）専門領域科目【XW370】観光政策特殊講義（コミュニティ-メディア論）［北郷　裕美］秋学期後
半/Fall(2nd half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

（博士後期課程）専門領域科目【XW371】観光政策特殊講義（観光開発論）［北郷　裕美］春学期前半/Spring(1st half) 112
（博士後期課程）専門領域科目【XW372】産業政策特殊講義（地域産業論）［橋本　正洋］秋学期前半/Fall(1st half) 113
（博士後期課程）専門領域科目【XW373】産業政策特殊講義（地域経営戦略論）［橋本　正洋］春学期後半/Spring(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
（博士後期課程）専門領域科目【XW374】産業政策特殊講義（地域イノベーション論）［橋本　正洋］春学期前半/Spring(1st

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
（博士後期課程）専門領域科目【XW375】産業政策特殊講義（地域活性特論Ⅰ）［橋本　正洋］秋学期後半/Fall(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
（博士後期課程）専門領域科目【XW376】企業経営特殊講義（中小企業論）［井上　善海］秋学期前半/Fall(1st half) 117
（博士後期課程）専門領域科目【XW377】企業経営特殊講義（経営戦略論）［井上　善海］春学期前半/Spring(1st half) 118
（博士後期課程）専門領域科目【XW378】企業経営特殊講義（新産業創出論）［井上　善海］春学期後半/Spring(2nd

half) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

BSP500R1

政策分析の基礎

高尾　真紀子、石山　恒貴、柿野　成美、橋本　正洋、増
淵　敏之、井上　善海、小方　信幸、北郷　裕美
科目分類：基本科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　政策の分析や研究論文作成に必要となる統計データの分析手法、
社会調査における量的・質的データの収集と分析、フィールドワー
ク、政策及び企業の事例研究の手法等をその背景にある学術的根拠
とともに学ぶ。

【到達目標】
　修士論文の作成に必要な分析スキルを身に着け、自身の論文に適
切な手法を選択し、活用できるようにする。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」
「DP3」に関連

【授業の進め方と方法】
　各回の担当教員がテーマに沿って講義、グループディスカッショ
ン、レポート、プレゼンなどを交えた授業を行う。毎回何らかの課
題（小レポート等）を課す。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

質的調査の方法と分析
（石山）

質的調査の背景にある学術的根拠
を理解したうえで、データを収集
し、その分析を行う手法について
学ぶ。さらに、分析結果を政策分
析に反映する考え方について学
ぶ。

2回（3・
4）

量的調査の方法と分析
（高尾）

量的調査の質問票の作成方法と基
本的な分析手法について学び、目
的に応じ、どのような分析手法を
選択すべきかを検討する。

3回（5・
6）

政策プロセス科学（橋
本）

国家政策のプロセスについて概観
し基礎的認識を得る。

4回（7・
8）

フィールドワーク（増
淵）

地理学的なアプローチでのフィー
ルドワークについて論じる。事例
を挙げてわかり易く説明すること
を念頭に置く。

5回（9・
10）

企業事例研究（井上）
CSR・SRI 定量分析
（小方）

事例研究（ケース・スタディ）
は、単一ないし少数の事例を対象
に深く多面的な分析を行う研究ア
プローチで、「だれが」「なぜ」
「どのように」といった質問に答
える際に役立つ。本講義では、企
業を対象とした事例研究の方法と
分析手法について学ぶ。CSR・
SRI定量分析では、事前に配布す
る２つの定量分析の論文を読みつ
つ、論文の構成と重回帰分析の使
い方について学ぶ。

6 回
（11・
12）

統計データと政策分析
（柿野）

政府統計データや個票データの扱
いについて学び、分析結果の記述
方法とそれを踏まえた政策分析に
ついて検討する。

7 回
（13・
14）

フィールドワーク（事
例研究）（北郷）

具体的なフィールドワーク・テー
マを基に半構造化インタビューの
課題等、社会調査の意味を考える

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　各講義ごとにテーマに対応した課題（小レポート等）を課す。
新聞やその他のメディアで、今起きていることを各自が把握して授
業に参加するようにしてほしい。本授業の準備学習・復習時間は各
2時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
なし

【参考書】
中室牧子、津川友介『「原因と結果」の経済学　データから真実を見
抜く思考法』2017 年、ダイヤモンド社

【成績評価の方法と基準】
　各回のレポート及び平常点（授業への貢献等）の総合点を合計し
て評価する。

【学生の意見等からの気づき】
　学生の学びやすさを考慮し順序を変更した。

【Outline (in English)】
　 The purpose of this course is to master methods and
methodologies necessary for policy analysis and preparing
master’s thesis. Students learn about analysis of statistical
data, collection and analysis of quantitative / qualitative data
in social surveys, field work, case study.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

BSP500R1

政策ワークショップ

柿野　成美、石山　恒貴、橋本　正洋、増淵　敏之、高尾　
真紀子、井上　善海、小方　信幸、上山　肇、北郷　裕美
科目分類：基本科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　当科目では、受講生がワークショップを通じて、政策提言の疑似
体験を行うことを目的とする。　

【到達目標】
　毎回講師が提示する政策提言に関するテーマ・論点に応じたワー
クショップ（共同作業）を運営することができるようになること。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP4」
に関連

【授業の進め方と方法】
　当授業は、当研究科の教員が毎回交代で担当する。授業前半は教
員が専門とするテーマで講義を行う。後半は、教員からのテーマに
沿って、グループに分かれて討議を行い、討議内容を発表する。毎
回の授業運営は受講生中心に行う。受講生は、全員が各回のファシ
リテーション・グループに割り振られ、授業の準備、当日の進行、授
業後の報告書作成など担当する。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

ガイダンス及びワーク
ショップ準備

当科目の主旨及び内容説明。グ
ループ分け。グループ毎に次週以
降担当する回のワークショップ準
備。

2回（3・
4）

ワークショップ① 担当教員の講義をもとにワーク
ショップを行う。

3回（5・
6）

ワークショップ② 担当教員の講義をもとにワーク
ショップを行う。

4回（7・
8）

ワークショップ③ 担当教員の講義をもとにワーク
ショップを行う。

5回（9・
10）

ワークショップ④ 担当教員の講義をもとにワーク
ショップを行う。

6 回
（11・
12）

ワークショップ⑤ 担当教員の講義をもとにワーク
ショップを行う。

7 回
（13・
14）

ワークショップ⑥ 担当教員の講義をもとにワーク
ショップを行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　担当する回のワークショップの準備、ならびに担当したワーク
ショップに関する報告書の作成に相当の時間が必要である。本授業
の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
　特に指定しない。必要に応じてレジュメを配布する。

【参考書】
「政策創造のすすめ」（政策創造研究科同窓会編）。前年度の「政策
ワークショップ報告書」。その他、担当教員の講義内容に応じて適宜
提示する。

【成績評価の方法と基準】
　平常点 60％、討議への参加 30％、担当したワークショップ報告
書 10 ％。

【学生の意見等からの気づき】
　限られた時間内で、一層効率的な議論・討論ができるようにする
ため、ファシリテーターの知識を共有するなどの工夫をすること。

【Outline (in English)】
This course provides students with an opportunity to simulate
policy proposals through workshops.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

BSP510R1

調査法

高尾　真紀子

科目分類：基本科目（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　政策立案、政策創造の前提となる現状把握には客観的な数量分析が不可欠で
あり、修士論文においても、客観的データの分析を加えることによって、より
説得性を増す。本講義では、統計データ及び質問紙調査を使った実証分析の
方法を理解、習得し、修士論文作成にあたって実際に応用できるようにする。
【到達目標】
　統計データの解析等の実証分析の方法を理解し、各自の修士論文作成にあ
たって実際に応用できるようにする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連
【授業の進め方と方法】
　実際に統計データを使用して計算ソフト（EXCEL）の分析方法を実習し、
統計学を用いてその分析結果を正しく解釈するための能力を身につける。エ
クセルを使ったアンケート集計の方法についても解説する。統計学、数学的
知識は必要としない。内容は以下を予定しているが、受講人数、受講者の希
望に応じて弾力的に変更する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

イントロ
経済統計の基礎ダクショ
ン

講義の進め方、さまざまな調査手法と
本講義で取り扱う範囲について学ぶ。
経済統計データの基礎知識を学び、統
計データを加工する

2 回（3・
4）

社会調査の方法：質問票
の作成
調査結果の集計・分析

社会調査、特に質問紙調査の設計から
実施までの方法と留意点を学び、質問
票を作成する。調査結果の集計、分析
の手法を学び、エクセルを使った単純
集計、クロス集計の方法を習得する。

3 回（5・
6）

統計の基礎 平均と分散、標準偏差、正規分布等の
統計の基礎について学ぶ。カイ二乗検
定、ｔ検定、F 検定など仮説検定の手
法について、どのような場合に使うか
を学び、実習を行う。

4 回（7・
8）

相関分析・回帰分析 相関の概念について学び、散布図の作
成や相関係数の求め方を実習する。単
回帰分析の考え方を学び、分析手法を
実習する

5 回（9・
10）

重回帰分析 多変量解析の中でも様々な場面で活用
範囲の広い重回帰分析について学び、
様々な重回帰分析を実際のデータを基
に実習する。

6回（11・
12）

多変量解析
統計分析演習

因子分析、主成分分析等の多変量解析
の考え方とどのような場面で活用でき
るのかを学ぶ。学習した手法を用いた
データ分析演習を行う。

7回（13・
14）

課題発表 各自の問題意識や研究テーマに基づ
き、学習した手法を用いてデータ分析
を行った結果の発表を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　 Excel の基本操作が出来るようにしておくこと。
　授業中のデータを USB 等で保存し、授業中に出来なかったことは家で復
習すること。
　本講義で用いた手法等を用いて、各自の専門（修士論文）に関連したテー
マを選び、現状分析を行い (データをさがし加工する)、レポートを作成（文
章と図表で説明）。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　毎回レジュメや参考資料を配布する。
【参考書】
○分析例
内閣府「経済財政白書」厚生労働省「労働経済白書」等
○統計データ
総務省統計局「国勢調査」「家計調査」「全国消費実態調査」「社会生活基本調
査」「労働力調査」「経済センサス」等　 http://www.stat.go.jp/
内閣府「国民経済計算（ＧＤＰ統計）」http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.
html
財務省「貿易統計」http://www.customs.go.jp/toukei/info/tsdl.htm
日本銀行統計 http://www.boj.or.jp/statistics/index.htm/

○その他
飽戸弘『社会調査ハンドブック』日本経済新聞社
伊藤公一朗『データ分析の力　因果関係に迫る思考法』光文社新書
中室牧子、津川友介『「原因と結果」の経済学　データから真実を見抜く思考法』
森田果『実証分析入門』日本評論社
西内啓『統計学が最強の学問である』ダイヤモンド社
西内啓『統計学が日本を救う　少子高齢化、貧困、経済成長』中央公論新社
涌井良幸、涌井貞美『Excel で学ぶ統計解析』
涌井良幸、涌井貞美『図解　使える統計学』
【成績評価の方法と基準】
　平常点（20 ％）、実習（30 ％）、レポート（50 ％）を総合的に勘案する。
【学生の意見等からの気づき】
　受講生のエクセル習熟度が異なるため、複数の演習課題を用意し、進捗の
速い学生は、さらに進んだ演習に進めるようにする。
【学生が準備すべき機器他】
　各自が情報端末を使用（インターネットによるデータのダウンロードが行
える）しながら受講できる教室を使用。
【その他の重要事項】
基礎的な内容なので、出来る限り早期（1 年目）に履修することが望ましい。
【Outline (in English)】
This 　 course aims to understand and acquire the method of empirical
analysis of data using statistical data and questionnaire survey and
make it practically applicable for preparation of master thesis.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

BSP510R1

研究法

上山　肇

科目分類：基本科目（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
修士論文作成手法の習得
【到達目標】
研究テーマの設定と先行研究を踏まえた研究計画書の作成
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP2」「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
毎回、研究計画書の内容に関する講義を行います。その講義を踏まえ、各自の
論文テーマを設定し、関連する先行研究を調べ、それらを読み進めます。そ
の上で、①研究の目的・意義　②研究の内容　③期待される成果（仮説）を盛
り込んだ研究計画書を作成します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 本授業の進め方について説明します。
また、「研究計画書とは何か」につい
て説明するとともに、各自の論文テー
マを設定します。

2 回（3・
4）

文献資料の検索 各自の論文テーマに関連する文献資料
を収集します。

3 回（5・
6）

研究計画の立案 最終的な論文のイメージを明確にしま
す。

4 回（7・
8）

研究計画書の書き方 研究計画書の作成にあたっての留意点
について説明します。

5 回（9・
10）

研究計画書の作成① 実際に研究計画書を作成します。

6回（11・
12）

研究計画書の作成② 実際に研究計画書を作成します。

7回（13・
14）

研究計画書の発表 作成した研究計画書に基づいて口頭発
表します。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各自のテーマに即した先行研究の調査・分析。
【テキスト（教科書）】
特に指定しません。
【参考書】
「まちづくり研究法」（三恵社）。その他、講義の中で必要に応じて紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 50 ％、発言 20 ％、レポート 30 ％で行います。
【学生の意見等からの気づき】
特になし
【Outline (in English)】
[Course Outline]
This course introduces about writing method of a thesis to students
taking this course.
[Learning Objectives]
Setting research themes and creating research plans based on previous
research.
[Learning activities outside of classroom]
Survey and analysis of previous research according to your theme
[Grading Criteria / Policy]
Your final grade will be calculated according to the following process:
Attendance (50%), Comment (20%), and Reports(30%).
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

BSP510R1

研究法（中国語）

鳥丸　知子

科目分類：基本科目（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
修士論文作成手法の習得
硕士论文的写作方法　
【到達目標】
研究テーマ設定と先行研究を踏まえた研究計画書の作成
选题与制定研究计划书
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP2」「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
毎回、研究計画書の内容に関する講義を行います。その講義を踏まえ、各自の
論文テーマを設定し、関連する先行研究を調べ、それらを読み進めます。そ
の上で、①研究の目的・意義　②研究の内容　③期待される成果（仮説）を
盛り込んだ研究計画書を作成します。
按单元展开研究计划书的内容讲授。写作包含有①研究目的与意义②研究内容
③预期结论（假设）的研究计划书。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス
导入

自己紹介。その後、本授業の進め方に
ついて説明します。また、「研究計画
書とは何か」について説明します。
自我介绍。说明本课程的开展方法。并
解释研究计划书。

2 回（3・
4）

研究計画の見直し
研究计划的审查

現在の研究計画を発表し、問題点を検
討します。
根据目前的研究计划，大家一起讨论其
内容以及问题。

3 回（5・
6）

研究計画の見直し
研究计划的审查

現在の研究計画を発表し、問題点を検
討します。
根据目前的研究计划，大家一起讨论其
内容以及问题。

4 回（7・
8）

研究計画の立案と研究計
画書の作成
研究计划的确定，研究计
划书写作

最終的な論文のイメージを明確にし、
研究計画書を作成します。
明确论文的内容，并写作研究计划书

5 回（9・
10）

研究計画の立案と研究計
画書の作成
研究计划的确定，研究计
划书写作

最終的な論文のイメージを明確にし、
研究計画書を作成します。
明确论文的内容，并写作研究计划书

6回（11・
12）

研究計画の立案と研究計
画書の作成
研究计划的确定，研究计
划书写作

最終的な論文のイメージを明確にし、
研究計画書を作成します。
明确论文的内容，并写作研究计划书

7回（13・
14）

研究計画書の発表
阐述研究计划书

作成した研究計画書に基づいて口頭発
表します。
口头阐述

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各自のテーマに即した先行研究の調査・分析。
根据确定的选题展开的前期调查与分析
本授業の準備学習・復習時間は各 4時間を標準とします。
预习和复习的时间为约 4 小时

【テキスト（教科書）】
特に指定しません。
没有指定的课本。

【参考書】
講義の中で必要に応じて紹介します。
根据需要在讲课时介绍。

【成績評価の方法と基準】
平常点 60％、レポート 40％で行います。
上课神态 60%、作业 (报告书等)40%

【学生の意見等からの気づき】
学生各自の研究の進展に合わせた指導を行うことに留意する。
指导以配合每位学生研究的进展情况。
【Outline (in English)】
The aim of this class is to help students acquire
of master’s thesis creation method.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

BSP510R1

質的研究法

齊藤　弘通

科目分類：基本科目（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
質的研究法とは、事象の性質や特徴といった数値化しにくいデータを扱い、事
象を質的に理解、説明、解釈しようとする研究法であり、量的研究ではアプ
ローチできない研究課題を解明する上で有用なものである。本科目ではこの
質的研究法の特性や質的研究を行う際の流れを理解するとともに、質的研究
で用いられる代表的な分析手法について理解、実践できるようになることを
目的とする。
【到達目標】
①質的研究法の特性、研究プロセスが説明できる。
②インタビュー法や観察法を用いて質的データを収集することができる。
③収集した質的データを適切に分析・解釈することができる。
④質的研究を活用した研究計画を立てることができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP2」「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
・授業は各回とも講義と演習を織り交ぜながら進めていく。
・演習は個人で行うものとチームで行うものがある。
・提出された課題については毎回いくつかを取り上げ、全体に対してフィード
バックを行う。
・第 6 回・第 7 回ではチームでインタビュー調査を実施し、データの分析と
調査結果の発表を行う。（インタビュー調査については対面または ZOOM な
どを活用したオンライン上での実施を想定）
・講義は質的研究法の初学者を念頭において行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

質的研究の特性と研究プ
ロセス

量的研究との対比から、質的研究の持
つ特性について詳しく理解する。また、
質的研究の一般的な流れ（リサーチク
エスチョンの設定、調査対象の選定と
データの収集、テクストデータに対す
るコーディングとカテゴリ化、概念モ
デル・理論の生成）について理解する。

2 回（3・
4）

質的データ収集の技法①
インタビュー法

質的データを収集するための技法であ
るインタビュー法の類型や特徴、イン
タビュー調査の際に準備すべきこと、
インタビューの具体的な進め方につい
て理解する。

3 回（5・
6）

質的データ収集の技法②
観察法

質的データを収集するための技法であ
る観察法の類型や特徴、進め方につい
て理解する。また、映像データを観察
し、フィールドノーツを作成する手順
を実際に体験する。

4 回（7・
8）

質的データの解釈・分析 収集した質的データに対して、コード
を割り当て（コーディング）、カテゴ
リを生成していくプロセスについて理
解する。また、カテゴリ間の関係性を
図解し、分析結果をストーリーライン
にまとめていく手順を把握する。

5 回（9・
10）

代表的な質的データ分析
法

質的研究で用いられる代表的な分析法
（M-GTA、SCAT、TEM、ドキュメン
ト分析等）について理解する。また、
M-GTA など、代表的な質的データ分
析法を用いた研究論文を読み、分析手
続きの仕方や結果のまとめ方を把握す
る。

6回（11・
12）

質的データの収集・分析
演習

チームごとに、設定された調査課題に
応じて実際にインタビュー調査を行い、
質的データを収集するとともに、得ら
れたデータを分析する演習を行う。

7回（13・
14）

演習結果の発表・研究計
画の検討

チームごとにインタビュー調査の結果
を報告資料にまとめ、発表する。また、
自身の研究において質的研究を用いる
場合の研究計画について検討する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
①本授業の準備学習および復習のため、質的研究法に関する文献や論文を読
み、ポイントを要約する。（文献や論文は都度授業において配布する）
②授業内で行った演習に関する課題に取り組む。（課題の内容は随時指示する）

③チームで取り組むインタビュー調査演習において、授業外の時間を用いて、
データの分析と調査報告資料の作成を行う。
④レポート課題に取り組む。（レポートのテーマは授業において指示する）
・本授業の準備学習および復習時間は各 2時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
毎回、授業で配布するレジュメ（パワーポイントにて作成）をテキストとし
て使用する。
【参考書】
ウヴェ・フリック著・小田博志監訳『新版　質的研究入門＜人間の科学＞のた
めの方法論』春秋社,2011 年
太田裕子『はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ―研究計画から論文作
成まで―』東京図書,2019 年
大谷尚『質的研究の考え方　研究方法論から SCAT による分析まで』名古屋
大学出版会,2019 年
佐藤郁哉『フィールドワークの技法　問いを育てる、仮説をきたえる』新曜
社,2002 年
佐藤郁哉『質的データ分析法　原理・方法・実践』新曜社,2008 年
サトウタツヤ・春日秀朗・神崎真実編『質的研究法マッピング』新曜社,2019年
須田敏子『マネジメント研究への招待　研究方法の種類と選択』中央経済
社,2019 年
岡田昌毅編著『働くひとの生涯発達心理学　 M-GTA によるキャリア研究』
晃洋書房，2017 年
その他、授業で適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
以下の配分により、成績評価を行う。
①平常点（授業への参加、グループ演習への積極的参加）20 ％
②文献・論文の要約および課題への取り組み　 20 ％
③インタビュー調査報告資料の作成（チームにて作成）20 ％
④レポート課題への取り組み　 40 ％
【学生の意見等からの気づき】
・質的研究のイメージをより深めてもらえるよう、オープンコーディングや
M-GTA、SCAT、TEM など、様々な質的分析法が用いられた論文を昨年度
より多く紹介する。
・質的データの分析過程についてより体験的に理解してもらえるよう、授業で
使用した演習用の題材やワークシートを改良する。
・質的データ分析におけるオープンコーディングの手続きについて時間をかけ
て体験していただくようにする。
【学生が準備すべき機器他】
授業でパワーポイントを使うことがある。
【その他の重要事項】
・少人数チームでのインタビュー調査演習（インタビュー調査の実施、データ
の分析、調査報告資料の作成）があることにご留意いただきたい。また当該演
習において授業外の時間を活用する場合がある点もお含みおきいただきたい。
・なお、授業外でインタビュー調査を行う際には、ZOOM などのオンライン
ミーティングツールを活用する場合があることもお含みおきいただきたい。
【Outline (in English)】
【Outline and objectives】
This course introduces the qualitative research methods to students
taking this course.
The aim of this course is to help students acquire an understanding the
characteristics and process of qualitative research methods.
【Goal】
The goals of this course are to
- be able to explain the characteristics and process of qualitative
research methods,
- be able to collect qualitative data using interview survey and
observation method,
- be able to analyze and interpret the collected qualitative data properly,
- be able to make a research plan using qualitative research.
【Work to be done outside of class (preparation, etc.) 】
- Read and summarize the literature and articles on qualitative research
methods.
- Work on assignments related to the exercises in the class.
- Analyze qualitative data and prepare research report materials for the
interview research exercise in teams, using time outside of class.
- Work on the report assignment.
【Grading criteria】
Your overall grade in the class will be decided based on the following:
- Ordinary points (class attendance, active participation in group
exercises) :20%
- Summarization of documents and articles and work on assignments:
20%
- Preparation of interview survey report materials (prepared by team):
20%
- Efforts and quality of the report assignment: 40%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN510R1

人的資源管理論

石山　恒貴

科目分類：基本科目（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義においては、変わりつつある日本的雇用を背景に、今後の人的資源
管理をどのように設計・運用していくべきか、という点に焦点をあてる。人
的資源管理に携わる人のみならず、企業の経営、人事施策、キャリア施策に
興味を持つ人は、広く対象となる。人的資源管理論の知識を講義で解説した
後に、受講者で今後の方向性を議論していくことにより、新しい知見の生成
を目指していく。
　参加型とし、受講生自身が選択した人的資源管理に関する事例（企業、公
的団体、非営利を問わず組織の事例）について報告することを求める。
【到達目標】
　人的資源管理の定義、概念、最新の動向を理解し、企業の組織経営、人事施
策という大きな視野の中での位置づけることができるようにする。それを通
じて、実際の企業／組織における人的資源管理を設計、運用、実施できるよ
うになる知識とセンスの習得を目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
　人的資源管理の歴史的背景、日本的雇用の変化と課題、グローバルにおけ
る人的資源管理の最新動向などを講義、解説したうえでグループディスカッ
ションを行い、あるべき方向性を全員でつくりあげていく。また受講者相互
の発表により、グローバルの状況、日本の状況の実態の理解を深める。
　また、人的資源管理は、経営理論、リーダーシップ理論、キャリア理論との
関係も重要である。こうした理論との関係性を踏まえながら、授業を進めて
いく。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

人的資源管理の定義、歴
史的背景、理論的背景

人的資源管理の定義を行い、どのよう
な歴史的背景、理論的背景があるのか
について分析を行う。

2 回（3・
4）

組織開発と組織行動 人的資源管理との関連において、組織
開発と組織行動の重要概念について、
分析、考察する。

3 回（5・
6）

日本的雇用と職務 変化しつつある日本的雇用の状況を分
析する。その変化を踏まえ、日本にお
ける職務主義と職能資格の実態を考察
する

4 回（7・
8）

戦略的人的資源管理と人
事部の機能・役割

特に欧米における人的資源管理論の発
展には戦略的人的資源管理論の貢献が
大きく、経営戦略との結びつきが基礎
となっている。この観点から分析を行
う。それを踏まえて、人事部門の機
能・役割がどうあるべきなのかについ
て考えていく。

5 回（9・
10）

タレントマネジメントお
よび受講者による事例発
表

タレントマネジメントには、人材ポー
トフォリオ、報酬、評価、職務評価、
目標管理、リテンションなど様々な要
素がある。各要素とその統合の必要性
を、タレントという観点から分析する。
また、受講者による事例発表を行う。

6回（11・
12）

受講者による事例発表 受講者による事例発表を行う。

7回（13・
14）

受講者による事例発表と
まとめ

受講者による事例発表と授業の総括と
して、人的資源管理の未来のあり方の
総合的な考察。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業は、講義だけなく、グループ討議を積極的に取り入れていく。自分
の所属する組織における人的資源管理についての問題意識を持ち、グループ
討議にいかしていただきたい。
　また講義で示す参考書については、積極的にお読みいただきたい。本授業
の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　講義ノートについては、毎回の授業で配布する。
【参考書】
石山恒貴『日本企業のタレントマネジメント』中央経済社,2020 年　
石山恒貴　『組織内専門人材のキャリアと学習』　生産性労働情報センター
　 2013 年

石山恒貴『越境的学習のメカニズム』福村出版,2018 年　　
【成績評価の方法と基準】
　評価は、①授業における議論の実施状況による得点（1 回あたり 5 点満点
で計 35 点満点）、②受講者による事例発表の得点（65 点満点）で、両者を足
した総得点を規定による評価基準に沿って評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　実務面の参考にしていただくべく、豊富な実例の紹介を行う
【学生が準備すべき機器他】
　授業ではパワーポイントなど PC を使うことがある。
【その他の重要事項】
　各人の事例研究報告が課されていることに留意して受講すること。
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of Human Resource Management. At the end of the
course, participants are expected to explain the essential concepts of
Human Resource Management.
Goal
At the end of the course, students are expected to understand
the definitions, concepts, and current trends in human resource
management
Work to be done outside of class
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
Your overall grade in the class will be decided based on the following:
Presentation of case study assigned by each student: 65%、in class
contribution: 35%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl510R1

地域活性化システム論

高尾　真紀子

科目分類：基本科目（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では、地域活性化の様々な角度から焦点を当てて、内閣府の協力の
下に、学外講師（関係省庁、自治体の政策担当者、民間専門家、有識者）が講
義に臨み、受講者と直接ディスカッションを行う。受講者は地域活性化の現
場で役立つ多角的な視点と実践的な知識を得ることを目指す。
【到達目標】
　学外講師（関係省庁の政策担当者、有識者、民間専門家）とディスカッショ
ンを行うことにより、地域活性化をめぐる現状や課題、政策的知見を共有し、
地域活性化に関する提言をまとめることを目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
　本講義は対面を基本とし、一部地方とつなぐ等、オンラインを併用して実施
する。毎回、学外講師による講義の後、受講者とディスカションを行う。ま
た、受講者は毎回の講義テーマと関連し地域活性化に関するグループディス
カッションを行う。最終日には地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を利用
し、データに基づく地域活性化の提言をまとめて発表することが求められる。
　地域活性化を多様な角度からとらえることとしているが、毎年統一テーマを
決めて、講義内容や講師を検討している（2018 年度：世界とつながる、2019
年度：人を育てる、2020 年度：都市と地方、2021 年度：地域のウェルビー
イング、2022 年：関係人口と地域）。2023 年度のテーマは直近の社会経済情
勢を踏まえて決定する予定。
　参考までに、以下に 2022年度の内容を記す（講師の肩書きは講義時のもの）。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

講義
受講生によるディスカッ
ション 1
担当教員によるまとめ

「地方創生の推進について」
内閣府地方創生推進室　矢野　純也氏

2 回（3・
4）

講義
受講生によるディスカッ
ション 2
担当教員によるまとめ

明治大学客員教授　農業ジャーナリス
ト　榊田みどり氏「農業政策と関係人
口の創出」

3 回（5・
6）

講義
受講生によるディスカッ
ション 3
担当教員によるまとめ

株式会社価値総合研究所　主席研究員
　鴨志田武史氏
「地方創生とＲＥＳＡＳ (地域経済分析
システム)」

4 回（7・
8）

講義
受講生によるディスカッ
ション 4
担当教員によるまとめ

特定非営利法人　土佐山アカデミー事
務局長
吉冨慎作氏
「過疎地域における関係人口の創出」
遊びと学びの境界をな

5 回（9・
10）

講義
受講生によるディスカッ
ション 5
担当教員によるまとめ

島根県教育魅力化特命官
一般社団法人　地域・教育魅力化プ
ラットフォーム　代表理事　岩本悠氏
「地域みらい留学を通じた教育魅力化
と well － being な地域づくり」

6回（11・
12）

講義及び対談
受講生によるディスカッ
ション 6
担当教員によるまとめ

株式会社パーソル総合研究所　主任研
究員　井上亮太郎氏
「地方移住とウェルビーイング」

7回（13・
14）

受講生による発表
担当教員によるまとめ

各自が対象地域を設定し、分析に基づ
く地域活性化の方策について発表を行
う

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　日頃から地域活性化に関する新聞や雑誌記事、ニュースなどを読み、政策
に関する自分なりの見解を持つ習慣を身につけること。
　本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　講義ごとにレジュメを配布する。
【参考書】
前野隆司編著『システム × デザイン思考で世界を変える』日経 BP 社
木下斉『地方創生大全』東洋経済新報社
【成績評価の方法と基準】
　平常点 (1/3)、授業への貢献 (1/3)、発表の内容（1/3）を総合的に勘案する。

【学生の意見等からの気づき】
　 Zoom のブレークアウト・セッションの利用による講師とのディスカッショ
ンが好評だったため、地方在住の講師を招いてディスカッションできるよう、
オンラインと対面を併用した講義とする。
【学生が準備すべき機器他】
ＰＣを接続して画面をスクリーンに表示できる設備
ＤＶＤの動画番組をスクリーンに表示できる設備
【その他の重要事項】
※オンライン授業の受講方法は学習支援システムに表示します。
※講義概要は講師の都合等により変更がある場合があります。
【Outline (in English)】
In this course, focusing on various angles of regional revitalization,
guest lecturers such as practitioners, experts, administrative staff etc.
give lectures and discuss directly with the students. This lecture is
under the cooperation of the Cabinet Office.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

GEO510R1

文化地理学

増淵　敏之

科目分類：基本科目（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域を論じて行く場合、地理学的な概念が不可欠になる。地理学は現代では空
間の学問といわれており、学際的にその領域を拡張している。本授業は地域
の文化的差異に注目する文化地理学の入門編である。講義全体を通じて、文
化地理学とは何か、その方法上の特色はどこにあるかを考えていくが、また
都市地理学の紹介も行って行きたい。
【到達目標】
到達目標は文化地理学の全貌把握にあり、その理論を個々が研究に活用できる
ようにすることにある。地理学が空間の学問である点を把握したうえで、学際
的になっている現代の社会科学、人文科学の中でどのような位置を占め、文
化的差異への注目はどのような効用をもたらせているのかを理解し、説明す
ることができるところまで求めたい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
一般的には地理学は人文地理学と自然地理学のふたつの領域で構成されるが、
本授業では文化地理学を主にして進めていく。文化地理学のこれまでの流れ
を把握しながら、空間論的、文化的転換期を迎えて以降の様々な研究を紹介し
ていく。適宜、議論を交えていくが、最後にレポート課題の提出を求めたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

人文地理学と現代社会・
人文地理学と地域/
Human Geography and
Modern Society・
Human Geography and
Region

現代社会における地理学の位置付け、
地域という概念について/About the
position of geography in modern
society and the concept of region

2 回（3・
4）

文化地理学入
門/Introduction to
Cultural Geography

文化地理学のこれまでの流れを説
明/Explaining the history of
cultural geography

3 回（5・
6）

食文化の地理
学/Geography of food
culture

おにぎり、稲荷寿司、どら焼き、バウ
ムクーヘンなどの食文化を通じて文化
的差異を見る/See cultural
differences through food culture
such as rice balls, Inari sushi,
Taiyaki, and Baumkuchen

4 回（7・
8）

文化的地域差についての
議論/Discussion of
cultural regional
differences1

テーマを設定し、学生間での議論を行
う/Set a theme and have
discussions among students

5 回（9・
10）

言語の地域性と景観の地
域性/Regionality of
language and
regionality of
landscape

言語地理学について学び、その後、景
観論に言及する/Learn about
linguistic geography and then
mention landscape theory

6回（11・
12）

習慣の文化的差異と文化
的差異を形成する要
因/Cultural differences
in customs and the
factors that form them

儀式、しきたり、風俗の違いによる文
化的差異、文化的差異に影響する要因
について/Cultural differences due to
differences in rituals, customs, and
customs, and factors that influence
cultural differences

7回（13・
14）

ポピュラーカルチャーの
地理学/Geography of
popular culture

これまでの地理学領域でのポピュラー
カルチャーについての研究を紹
介/Introducing research on popular
culture in the field of geography so
far

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業の復習をしてくること。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準
とします。
【テキスト（教科書）】
レジュメを中心に授業を進める。
【参考書】
「文化地理学ガイダンス」中川正、神田孝治、森正人、ナカニシヤ出版
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 ％、レポート 70 ％

【学生の意見等からの気づき】
説明をできるだけ平易に、具体例を交えて授業を行うことをこころがける。適
宜、タイムリーな内容への変更もあり得る。
【学生が準備すべき機器他】
PC、DVD を使用することもある。
【その他の重要事項】
オフィスアワー：金 16 － 18 時
【Outline (in English)】
When discussing regions, geographical concepts become essential.
Geography is nowadays a discipline of space, and it has expanded
its field interdisciplinarily. This lesson is an introduction to cultural
geography focusing on cultural differences in the region. Throughout
the lecture, I will consider what cultural geography is and what
is unique about the method. I would also like to introduce urban
geography.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSx510R1

都市空間論

上山　肇

科目分類：基本科目（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
都市空間の成立条件（構成要素、計画、ルール、プロセス等）について学び、
都市空間形成に関する能力を養います。
【到達目標】
都市政策立案に必要な都市空間に関する基本事項を理解できるようにします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」に関連
【授業の進め方と方法】
都市空間の計画的利用を立案する行政、開発事業者、民間プランナーなどに
とって必要な知識を、理論と実践（実務）の両方の視点から解説します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

(1) 地域社会における都
市空間
(2) 都市環境と都市空間
を取り巻く状況

(1)「まちづくり」とは
(2) 都市化と都市問題

2 回（3・
4）

(1) 都市空間の構成要素
(2) 都市空間を実現する
ための手段

(1) 建築と敷地、緑と都市、オープン
スペース
(2) 計画、ルール、事業　等

3 回（5・
6）

(1) 都市空間の形成プロ
セス
(2) 都市空間の規制手法１

(1) 市民参加と合意形成　等
(2) ゾーニングの歴史と理論

4 回（7・
8）

(1) 都市空間の規制手法２
(2) 都市空間における景観

(1) ゾーニングと地区まちづくり
(2) 景観コントロール

5 回（9・
10）

(1) 都市空間の開発手法
(2) 都市空間の再生

(1) 都市再開発の仕組み　等
(2) 中心市街地の活性化

6回（11・
12）

(1) 都市空間の評価手法
(2) 事例研究１（事業）

(1) 評価の仕組み、具体的まちづくり
の評価
(2) 土地区画整理事業、再開発事業、
密集事業　等

7回（13・
14）

(1) 事例研究２（制度）
(2) 事例研究３（テーマ
型）

(1) 地域地区、地区計画　等
(2) 水辺空間の再生（国内・海外事例）
　等

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
配布する資料を読んできてください。本授業の準備学習・復習時間は各 2時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特に指定しません。
【参考書】
講義の中で必要に応じて紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 50 ％、発言 20 ％、レポート 30 ％で行います。
【学生の意見等からの気づき】
毎年、事例紹介が学生にとって有効であるため、今年度もできるだけ多くの
事例（現地視察を含む）を授業に取り入れたいと考えています。
【その他の重要事項】
受講生と相談した上で、通常授業（1 回程度）を休日を利用し現地視察に振り
替えることがあります。
【Outline (in English)】
[Course Outline]
In this course, you will learn about the conditions for establishing urban
space (components, plans, rules, processes, etc.) and develop the ability
to form urban space.
[Learning Objectives]
This course will help you understand the basics of urban space needed
for urban policymaking.
[Learning activities outside of classroom]
Please read the materials to be distributed.
[Grading Criteria / Policy]
Your final grade will be calculated according to the following process:
Attendance (50%), Comment (20%), and Reports(30%).
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

TRS510R1

観光社会学

北郷　裕美

科目分類：基本科目（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
観光社会学とは何か　社会学という視点でその意味するところを考え続ける
ことが本講義の目的である。現代社会における観光のあり方を探究すること
によって、現代社会の成り立ちを考えるのが観光社会学である。したがって、
本講義では、観光に含まれる文化的要素も併せて把握することで、「現代観光」
についてより理解を深める。
【到達目標】
現代社会における観光のあり方を、現代社会の特徴との関係において、学生の
分析力を養う。現代社会において観光はサービス商品であるとともに政策面
での重要な手段である。単なる観光事例研究やツーリズム研究に留まるもの
ではなく、社会学的な手法や知見を基に、観光という広い領域をどう捉え直
すか、言い換えれば、観光現象を一定の社会を背景に構築され制度化された
もの（中略）として理論化するもの（須藤・遠藤 2018）である。そういう意
味において、「観光」は両義的なものである。この両義性のなかで観光現象を
的確に分析できる研究者及び実践者を養うことがこの授業の到達目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
各自の論文執筆にどう活かせるかを学ぶ。教員のこれまでの具体的な調査活
動や研究実績を基にして、基本的に座学で行うが、各自の研究テーマに沿っ
た形でディスカッションやワークショップを試みたい。具体的な講義形式は、
毎回スクリーンにパワーポイント及びウェブサイト・リンクを使った形式で
投影しておこなう。必要に応じてレジュメの配布（学習支援システムに事前
アップ）、板書、音声や画像、DVD 動画の視聴等も取り入れる。また課題提
出を毎回課す。詳細はガイダンス時に行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス　観光社会学
が目指すもの

講義全体を俯瞰するとともに、観光の
まなざしと映画に見る社会学という立
ち位置で映画視聴による具体例の検証
を行う

2 回（3・
4）

現代観光の特徴と新たな
観光形態

観光社会学とは何かという問いに対し
て社会学としての観光を考える　観光
社会学の現状と課題や理論について触
れながら、多様化するツーリズムの種
類、事例を検証する

3 回（5・
6）

観光社会学の多様な視点 観光社会学で多く語られるキーワード
を、我々の日常的な社会現象や体験を
もとに検証していく

4 回（7・
8）

観光社会学の複数領域①
　観光とメディア社会学
　メディアは何を伝えた
か　コミュニティメディ
アの役割と観光視点

観光課題を測るメディア研究実践　東
北 N 市の地域 PR 動画の具体的分析
事例（観光課題解決型　映像メディア
の分析指標作成）を基に考察する

5 回（9・
10）

観光社会学の複数領域②
　その他の社会学領域

文化、産業、家族、宗教等　多くの社
会学領域が観光といかなる結びつきが
あるかを検証する

6回（11・
12）

観光施設の社会性と文化
装置

観光に欠かせない多くの施設や文化装
置について広く概観し各々が観光に果
たす役割や課題を検証する

7回（13・
14）

モビリティ（ツーリズム）
の時代　これからの観光
を考える

ジョンアーリの語る「静止型社会（観
察）」から「移動の社会学」として「モ
ビリティ（移動・可動）」へのパラダイ
ム転換「移動論的転回（空間論的転
回）」に言及し、現在の仮想現実空間を
サーフィンする我々の立ち位置とポス
トモダンツーリズムという意味を探る。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習のために、毎回事前に講義用のレジュメを学習支援システムにアッ
プする。講義後はコメントシート作成も兼ねて授業の復習は十分お願いした
い。また参考になる書籍やウェブサイト等を講義内で紹介するので適宜閲覧
し、授業時間以外に学修してもらうことを望む。本授業の準備学習・復習時
間は各 2時間を標準とする。ただし普段から社会全体で議論されている内容
（報道等）には注意深くあって欲しい。

【テキスト（教科書）】
特には設けないが毎回作成配布する PPT を通して独自のノートを作成してほ
しい　文献等はその都度紹介していく
【参考書】
須藤廣・遠藤英樹『観光社会学 2.0』福村出版、2018 年
遠藤英樹、堀野正人、寺岡伸悟『観光メディア論』ナカニシヤ出版、2014年
ジョン アーリ (著)、 ヨーナス ラースン (著)、加太 宏邦 (翻訳)『観光のまな
ざし』法政大学出版局、2014 年
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 点、レポート 70 点。
【学生の意見等からの気づき】
コメントシート又は対面による学生の感想・意見を聞きながら授業を行う
【Outline (in English)】
What is tourism sociology? 　 The purpose of this lecture is to continue
to think about what tourism sociology means from the perspective of
sociology. 　 Tourism sociology considers the origins of modern society
by investigating the nature of tourism in modern society. 　 Therefore,
this lecture deals with the "modern tourism" by grasping the cultural
elements included in tourism.
Your overall grade in the class will be decided
based on the following:
- Class attendance and attitude in class: 30%
- Term-end examination reports: 70%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN510R1

地域産業論

橋本　正洋

科目分類：基本科目（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義では、地域での産業の再生、興隆について学ぶ。このため、実
績のあるゲストを招き、実践的な講義と討議を行う。ここでは日本
の地域における産業活動の実体を把握し、地方経済再生などを目指
すために、どの様な政策・取り組みなどが必要かについて、理解を
深める。

【到達目標】
日本の地域経済の状況を理解し、実務に応用可能な産業政策や企業
の経営戦略などを立案・実行する能力をつけることを目指す。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP3」
に関連

【授業の進め方と方法】
イントロダクションに続き、全国的にも著名であり、具体的な地域産
業興隆を進めているゲスト講師からの講義及びグループディスカッ
ションを行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション 地域産業の現状と課題について俯
瞰する。

2回（3・
4）

地域産業興隆の状況 地域経済興隆の先進的取り組みに
ついてゲスト講師からの講義を基
に討論する。

3回（5・
6）

地域産業の動向① ゲスト講師による地域産業興隆の
ケーススタディの講義を基に議論
する。

4回（7・
8）

地域産業の動向② ゲスト講師による地域産業興隆の
ケーススタディの講義を基に議論
する。

5回（9・
10）

地域産業の動向③ ゲスト講師による地域産業興隆の
ケーススタディの講義を基に議論
する。

6 回
（11・
12）

地域産業の動向④ ゲスト講師による地域産業興隆の
ケーススタディの講義を基に議論
する。

7 回
（13・
14）

まとめ これまでの講義の内容を振り返
り、地域産業のポイントをおさえ
る。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日常起きている経済活動や経済事象について関心を高め、それが地
域産業とどのような関係にあるか、深く検討することが必要。すべ
ての履修者は、そうした検討に基づいてプレゼンテーション、ディ
スカッションに参加することが求められる。

【テキスト（教科書）】
講義の際に配布する。

【参考書】
授業の進展に伴い、適切な参考図書等を提示する。

【成績評価の方法と基準】
平常点 (授業中の発表・ディスカッションへの参加等)（おおむね５
０％）、プレゼンテーション（おおむね５０％）とする。

【学生の意見等からの気づき】
学生からの評価に基づき、地域産業分析にかかる手法の講義も行う。

【学生が準備すべき機器他】
講師が遠隔で講義を行う場合があるのでパソコンを持ち込むこと。

【その他の重要事項】
ゲスト講師を事前に提示するので、予習をしておくこと。

【Outline (in English)】
In this lecture, I will invite a guest who has a proven track
record in the revitalization and prosperity of industry in the
region, and give a practical lecture and sufficient discussion.
Here, we aim to deepen our understanding of what kind of
policies and initiatives are necessary in order to grasp the
reality of industrial activities in Japan’s regions and to aim for
regional economic revitalization.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN510R1

中小企業論

井上　善海

科目分類：基本科目（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義では、わが国産業の競争力を支えてきた中小企業の構造的問題につい
て、課題別に考察することをねらいとします。そこで、まずわが国中小企業
の歴史的な変遷および国際比較を行いながら、中小企業の存在意義について
明らかにします。その後、大企業との格差問題および下請中小企業問題を中
心としながら、中小企業が地域経済の担い手やグローバル化に寄与している
ことについて考察していきます。
【到達目標】
①日本経済における中小企業の地位や役割について説明できる。
②大企業とは異なった中小企業の経営特性について説明できる。
③経営環境の変化に対応し、成長を続ける中小企業のマネジメントついて説
明できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
に関連
【授業の進め方と方法】
講義はテキストをもとに進め、補足資料についてはパワーポイントで示しま
す。また、講義の内容をもとにしたディスカッションも行います。理解度を
把握するため、定期的に講義の中でミニレポートを課します。講義内容に関す
る質問は、講義中以外にも、オフィスアワーやメール等で受け付けます。質
問への回答は受講者全員で共有するため講義に反映させます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

中小企業の経営特性
中小企業の歴史

単に大企業を縮小したような存在では
なく、大企業とは異なった経営特性を
持つ中小企業が、その経営特性を生か
す道としてどのような事業分野がある
のかについて。
産業革命から現代まで、世界における
中小企業がどのように変化してきたの
かについて。

2 回（3・
4）

海外の中小企業
中小企業問題と中小企業
政策

海外では、中小企業がどのような地位
を占め、どのような役割を担っている
のかについて。
中小企業問題の本質とは何か、その解
決のために講じられる中小企業政策の
役割や体系について。

3 回（5・
6）

経営環境の変容と戦略マ
ネジメント
資金難と財務マネジメン
ト

企業を取り巻く経営環境が変容してい
るなかで、中小企業が長期的な戦略に
もとづく経営に取り組む必要性につ
いて。
資金調達をはじめとした中小企業の財
務マネジメントのあり方について。

4 回（7・
8）

分業構造の変容と下請マ
ネジメント
企業間関係の変容とネッ
トワーク・マネジメント

下請企業の構造的問題を解決するマネ
ジメントについて。
経営資源に制約の多い中小企業が事業
展開において抱える問題について。

5 回（9・
10）

産業構造の変容と地域産
業マネジメント
世界市場の変容とグロー
バル・マネジメント

産業集積の戦略的な連携や他地域への
進出、地域資源の有効活用について。
中小企業がグローバル化を行うことに
よって起きる問題について。

6回（11・
12）

人材難と組織・人材マネ
ジメント
後継者難と事業承継マネ
ジメント

経営環境の多様な変化に適応していく
ための組織や人のマネジメントのあり
方について。
中小企業に特有の事業承継リスクへの
対応方法について。

7回（13・
14）

研究開発力不足と製品開
発マネジメント
既存事業の衰退と事業開
発マネジメント

イノベーションによる中小企業の製品
開発マネジメントの重要性について。
中小企業の事業開発上の経営課題と対
応策について。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習ではシラバスをもとにテキストや参考図書等を用い事前学習をして
おいてください。復習では目安となる水準を講義中に示します。本授業の準
備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
井上善海編著（2022）『中小企業経営入門』中央経済社（2,300 円）

【参考書】
井上善海編（2009）『中小企業の戦略』同友館（2,800 円）
中小企業庁編『中小企業白書』（各年度版）
その他、講義テーマごとに適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
本講義の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、講義内での発言・貢
献度（４０％）、講義内で課す課題レポート（６０％）により成績評価を行い
ます。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline (in English)】
This lecture aims at considering the structural problems of SMEs that
have supported the competitiveness of Japanese industries by subject.
Therefore, while first making historical changes and international
comparisons of SMEs, we will clarify the significance of SMEs. After
that, we will consider the fact that SMEs are contributing to the regional
economy and globalization, centering on inequality issues with large
companies and subcontracting SMEs.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN510R1

CSR論

小方　信幸

科目分類：基本科目（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
当授業では、CSRを本業を通じ社会的価値と経済的価値を創造する
CSV（Creating Shared Value,共通価値の創造）と定義する。CSV
を経営戦略として如何にサステナビリティ経営を実現するべきかを
考える。授業の前半では講義を行い、後半はグループディスカッショ
ンを行う。講義とグループ討議および全体討議を通じ、企業がをサ
ステナビリティ経営を実現する経路を学ぶことを目的とする。

【到達目標】
学生は、企業が本業を通じて社会的価値と経済的価値を創造する CSV
を経営戦略とすることにより、サステナビリティ経営を実現するこ
とが出来ることを理解できる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」
「DP3」「DP4」に関連

【授業の進め方と方法】
「学習支援システム」に授業資料を掲載するので、事前学習を励行し
て頂きたい。
原則として、授業前半では理論とケースを学び、後半ではケースに
ついてのグループ及び全体討議を行う。CSVを実践している企業の
ケースを通じて、企業が本業を通じて社会的価値と経済的価値を創
造する経路を学ぶ。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション （１）授業の進め方（２）歴史か
ら学ぶ CSR 概念の形成と変遷

2回（3・
4）

共通価値の創造
（CSV）

（１）M. ポーター他「共通価値の
創造」戦略
（２）ケース：ネスレの CSV戦略

3回（5・
6）

サステナビリティ経営 ケース：ユニリーバのサステナビ
リティ経営

4回（7・
8）

クレド経営 ケース：ジョンソン・エンド・
ジョンソンの我が信条（Our
Credo)

5回（9・
10）

長期志向経営 ケース：ノボ・ノルディスク

6 回
（11・
12）

日本の中小企業におけ
るサステナビリティ経
営

ケース：サラヤ株式会社

7 回
（13・
14）

日本の中小企業におけ
る CSV 戦略

ケース：石坂産業株式会ア社

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
（１）配布資料を事前に読んで、グループ討議で発言できるように準
備する。
（２）授業を振り返り論点を整理する。本授業の準備学習・復習時間
は各 2時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
毎回資料を配布する。

【参考書】
都度紹介する。

【成績評価の方法と基準】
授業参加・授業貢献（４０％）、期末レポート（６０％）で評価する。

【学生の意見等からの気づき】
（１）学生から評価されたグループ討議を今年度も継続し、学生間で
議論し考える時間を適切に確保する。また、教員と学生による双方
向の授業スタイルを深化する。
（２）企業のサステナビリティ・CSR 部門の責任者をゲストスピー
カーとして招聘したところ、受講生全員から CSRおよび CSVにつ
いての理解が深まったとの感想が寄せられた。2022 年度も授業の
目的に合った方をゲストスピーカーとして招聘する考えである。

【その他の重要事項】
ゲストスピーカー招聘を検討する。ゲストスピーカーを招く場合は、
授業計画を一部変更することがある。

【Outline (in English)】
In this class, we define CSR as Creating Shared Value (CSV),
which is the creation of social and economic value through core
business activities, and consider how to realize sustainability
management by using CSV as a management strategy. The
first half of the class will consist of lectures and the second half
will consist of group discussions. Through the lecture, group
discussion, and group discussion as a whole, the objective is
to learn the pathways for companies to realize sustainability
management.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ECN520R1

少子高齢化と社会保障

高尾　真紀子

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　日本の人口減少、少子高齢化、それに伴う社会保障費の増加は日本社会に
とって最大の課題となっている。本講義では、日本の少子高齢化、人口減少
の背景と経済、社会、地域への影響、財政悪化の最大の要因となっている社
会保障費の増加にどのように対応すればよいのか等について議論し、政策提
言に必要な知識及び視点を得る。
【到達目標】
　日本の人口構造の変化等の基本的な課題について理解するとともに、社会
保障の基本的な考え方と年金、医療、介護等の現状について基礎的な知識を
習得し、政策立案・遂行に必要な視点を得る。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP3」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
　日本及び各国の少子高齢化と社会保障の現状と課題について、できるだけ
データに即した客観的な視点を提示し（講義）、課題解決の方法について資料
を提示したうえで、各回ディベート形式で討議を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

人口構造の変化と将来展
望

日本及び地域別の人口構造の変化と将
来展望について講義し、その社会・経
済的影響について議論する。アジア地
域の少子高齢化及び移民問題について
も議論する。

2 回（3・
4）

少子化の背景と子育て支
援策

少子化の経済・社会的背景とその影響
及び子育て支援策について議論する。

3 回（5・
6）

人口構造の変化と社会保
障

日本の高齢化の現状と経済への影響及
び社会保障の基本的な考え方について
議論する。生活保護、ベーシックイン
カムについても議論する。

4 回（7・
8）

人口構造の変化と年金制
度

日本の年金制度創設の背景、制度改革
の内容、各国の年金制度の比較等を提
示し、どのような年金制度が望ましい
のか、議論する。

5 回（9・
10）

高齢化と医療政策 日本の医療の特徴、制度改革の内容、
各国の医療の比較等を提示し、どのよ
うな医療政策が望ましいのか、議論す
る。

6回（11・
12）

高齢化と介護政策 公的介護保険創設の背景と介護の現状
及び課題について提示し、どのような
介護政策が望ましいか、議論する。

7回（13・
14）

課題発表 各自の関心あるテーマについて発表と
議論を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　少子高齢化、社会保障は身近な問題であり、ニュース等で取り上げられる
ことも多いため、日頃から新聞、ニュース報道に接し、問題意識をもってお
くことが望ましい。自分の関心のあるテーマについては参考図書に挙げた書
籍を読んでおくと役に立つ。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準
とします。
【テキスト（教科書）】
　毎回レジュメや参考資料を配布する
【参考書】
○政府の白書等
内閣府「国民生活白書」「高齢社会白書」「少子社会白書」厚生労働省「厚生労
働白書」
○その他
エスピン－アンデルセン『福祉資本主義の三つの世界』ミネルヴァ書房
阿部彩『子どもの貧困』岩波新書
池上直己『医療・介護問題を読み解く』日経文庫
大竹文雄・平井啓 (編著)『医療現場の行動経済学　すれちがう医者と患者』東
洋経済新報社
大泉啓一郎『老いてゆくアジア』中公新書
小塩隆士『社会保障の経済学』日本評論社
河野稠果『人口学への招待』中公新書
小峰隆夫『人口負荷社会』日経プレミアシリーズ

柴田悠『子育て支援が日本を救う』勁草書房
友原章典『移民の経済学』中公新書
永吉希久子『移民と日本社会』中公新書
山口慎太郎『子育て支援の経済学』日本評論社
山口慎太郎『「家族の幸せ」の経済学』光文社新書
山崎史郎『人口減少と社会保障－孤立と縮小を乗り越える』中公新書
吉川洋『人口と日本経済』中公新書
【成績評価の方法と基準】
　平常点（議論への参加）（30％）、各回の課題（20％）、最終レポート（50％）
を総合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　ディベート形式のディスカッションを取り入れ、学生の多様な意見を授業
に活かす。
【Outline (in English)】
This course deals with the problems of Japan’s declining birthrate and
aging population, population decline, we discuss its background and its
impact on economy and society. Students will discuss what policies are
desirable for social security such as pension, medical care, nursing care
etc.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ECN520R1

ウェルビーイング論

高尾　真紀子

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
近年、ウェルビーイングが国内外の政策や企業経営においても重要なテーマ
として注目されている。身体的・精神的・社会的に良好な状態を示し、幸福、
健康、福祉と訳されることもあるウェルビーイングについて、心理学、経済
学、経営学など様々な領域で蓄積されてきた学術分野での研究成果を学び、地
域や企業における実践事例を取り上げながら、人々がウェルビーイングな状
態で生活し、働くために地域政策や企業経営においてどのような方策が必要
かについて議論し、政策提言に必要な知識及び視点を養う。
【到達目標】
ウェルビーイングについての学術分野での研究成果、ウェルビーイングの測
定、地域や企業における実践を踏まえ、ＥＢＰＭ（根拠に基づく政策形成）に
資する政策立案・遂行に必要な視点を得る。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP4」に関連
【授業の進め方と方法】
ウェルビーイングに関する学術的知見についてはできるだけデータに即した客
観的な視点を提示し（講義）、地域や企業における実践についてワークショッ
プや討議を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

イントロダクション：
ウェルビーイングとは何
か

ウェルビーイングの概念及び測定につ
いて学術的な知見を学び、ウェルビー
イングとは何かについて議論する。

2 回（3・
4）

ウェルビーイングの規定
要因

ウェルビーイング（幸福）に関する心
理学、経済学からウェルビーイングの
規定要因について学び、議論する。

3 回（5・
6）

ウェルビーイングに関す
る政策

世界各国及び日本におけるウェルビー
イングに関する政策や指標について学
び、政策のあり方について議論する。

4 回（7・
8）

お金とウェルビーイング
（ワークショップ）

お金と幸せについてのワークショップ
を通じ、お金とウェルビーイングの関
係について議論する。

5 回（9・
10）

企業におけるウェルビー
イング

人的資本経営、健康経営や生産性向上
の観点からも注目されている働き方と
ウェルビーイングについての研究や実
践例を学び、幸福な働き方について議
論する。

6回（11・
12）

地域におけるウェルビー
イング

地域におけるウェルビーイングについ
て、人とのつながりや文化的な観点を
含めて議論し、実践例を学ぶ。

7回（13・
14）

課題発表 各自が関心を持つ領域におけるウェル
ビーイングを実現する政策（方策）に
ついて発表とディスカッションを行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
ウェルビーイング（幸福、健康）は身近なテーマであり、自分の関心のある領
域について参考図書に挙げた書籍を読んでおくと役に立つ。本授業の準備学
習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
毎回レジュメや参考資料を配布する
【参考書】
内田由紀子『これからの幸福について　文化的幸福観のすすめ』2020 年、新
曜社
大竹文雄 ,白石小百合 ,筒井義郎『日本の幸福度　格差・労働・家族』2010
　　年，日本評論社
小塩隆士『「幸せ」の決まり方　主観的厚生の経済学』2014 年，日本経済新
聞社
キャロル・グラハム（多田洋介訳）『幸福の経済学』2013 年，日本経済新聞
出版社
経済協力開発機構『ＯＥＣＤ幸福度白書２―より良い暮らし指標：生活向上
と社会進歩の国際比較』2015 年，明石書店
島井哲志『幸福の構造 –持続する幸福感と幸せな社会づくり　あなたの幸せ
は何に左右されているか？』2015 年，有斐閣
橘木俊詔『「幸せ」の経済学』2013 年，岩波書店
友原章典『会社ではネガティブな人を活かしなさい』2021 年，集英社新書

ブルーノ・Ｓ・フライ（白石小百合訳）『幸福度をはかる経済学』2012 年，Ｎ
ＴＴ出版
デレック・ボック（土屋直樹 ,茶野努,宮川修子訳）『幸福の研究―ハーバー
ド元学長が教える幸福な社会』 2011 年，東洋経済新報社
前野隆司『幸せのメカニズム－実践・幸福学入門』2013 年，講談社現代新書
矢野和男『文庫　データの見えざる手　ウエアラブルセンサが明かす人間・組
織・社会の法則』2018 年，草思社文庫
矢野和男『予測不能の時代データが明かす新たな生き方、企業、そして幸せ』
2021 年，草思社
山口慎太郎『「家族の幸せ」の経済学』2019 年，光文社新書
【成績評価の方法と基準】
平常点（議論への参加・貢献）（30 ％）、各回の課題（20 ％）、最終レポート
（50 ％）を総合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
学生同士の話し合いによる気づきが得られたとの意見があり、グループディ
スカッションを積極的に取り入れていく。
【Outline (in English)】
In recent years, well-being has been attracting attention as an
important theme in national policies and corporate management. In
this course, we will study the results of research on well-being in
various academic fields such as psychology, economics, and business
administration. We will discuss what kind of measures are necessary
in regional policies and corporate management for people to live and
work with well-being , taking up practical examples in regions and
companies, and cultivate the knowledge and perspectives necessary for
policy proposals.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ECN520R1

実証分析入門

柿野　成美

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　論文執筆においては先行研究を丁寧に読み解くことが不可欠であ
る。本講義は、実証研究を行っている雑誌掲載論文を教材として取
り上げ、論文の作法と分析の手法に慣れるとともに、論文ポイント
を把握するための読解力を養成することが目的である。

【到達目標】
　１．実証研究論文の構成と作法を理解すること、２．先行研究の
分析結果の読み方を習得すること、３．各自が今後執筆する論文に
関わる実証研究の先行研究を読み進められるようになること

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP2」「DP3」
に関連

【授業の進め方と方法】
　実証分析を行っている査読論文を各自の関心に応じて選び、グルー
プで論文のポイントとなる分析手法や結論の読み方を紐解き、論点
を明確にする。授業で扱う論文は、教育、福祉、人材育成、男女共
同参画、地域連携、環境など幅広く扱う。事前に用意された論文に
事前に目を通してから講義に臨むこと。なお、データ分析の実習は
行わない。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

ガイダンス
実証分析の基礎

実証分析の基本的な考え方につい
て理解する。

2回（3・
4）

実証分析論文の収集 図書館の国内外の論文検索機能に
ついて理解し、各自の関心に応じ
た実証分析論文を収集する。

3回（5・
6）

実証分析の考え方① 相関係数、有意差検定の基本的な
考え方について理解し、論文を用
いてグループで討議する。

4回（7・
8）

実証分析の考え方② 重回帰分析、ロジスティック回帰
分析の基本的な考え方について理
解し、論文を用いてグループで討
議する。

5回（9・
10）

実証分析の考え方③ 因子分析・主成分分析等の基本的
な考え方について理解し、論文を
用いてグループで討議する。

6 回
（11・
12）

先行研究論文の発表と
討議

自身の執筆論文に関連した、実証
研究で構成された論文を選び、そ
の分析手法、内容検討結果を発
表、討議する。

7 回
（13・
14）

先行研究論文の発表と
討議

自身の執筆論文に関連した、実証
研究で構成された論文を選び、そ
の分析手法、内容検討結果を発
表、討議する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。事前に配
布する論文を読んでから講義に出席することを前提とする。各自の
研究分野に関する雑誌（査読論文が望ましい）にアクセスし、論文
を検索する習慣を身につけることを勧める。

【テキスト（教科書）】
　教科書はなく、教材を毎回配布する。教材は優れた実証分析で構
成された学術論文を予定している。

【参考書】
浦上昌則・脇田貴文（2021）『心理学・社会科学研究のための調査系
論文の読み方　改訂版』東京図書
小塩真司（2021）『第 3版　 SPSSと Amosによる心理・調査デー
タ解析　因子分析・共分散構造分析まで』東京図書
小塩真司（2021）『研究事例で学ぶ SPSSと Amosによる心理・調
査データ解析』東京図書

【成績評価の方法と基準】
　平常点　５０％
　期末レポート　５０％

【学生の意見等からの気づき】
　特になし

【学生が準備すべき機器他】
　学術雑誌にアクセスし論文検索ができるパソコン。

【その他の重要事項】
　教材で取り上げる論文は、回帰分析、因子分析などの量的分析手
法を用いる研究が多いので、それらの考え方に慣れてほしい。

【Outline (in English)】
　 This course aims to enhance the ability to understand a
paper through fast reading by familiarizing students with the
structures and research methods of reviewed papers. Course
materials will be mostly selected from established journals in
Japanese focusing on empirical research on human resources,
education, welfare, living economy, and consumer life.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

雇用政策研究（マクロ）

石山　恒貴

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　労働市場において働く人々のキャリア形成支援、職業能力開発、若年・女
性・高齢者・外国人などの雇用への対応をめぐる多くの施策の有効な展開は、
日本における喫緊の課題であり、その雇用政策全般 (マクロ）について検討す
る．少子高齢化，グローバル化，知識基盤社会化のなかで，雇用はどのよう
な課題を担い、どのように対策を講ずることが適切であるかを考える。
　様々な組織において、雇用・人事管理施策・人的資源管理にかかわる仕事を
行う実務家、または，これらに興味のある人を念頭に，雇用とはいかにある
べきかを、総論的に検討する．ただし、雇用の実務に直接関係ない院生にも，
雇用に関心があり、仕事経験があれば、もちろん履修可能である。
 
【到達目標】
　雇用プログラムの入門的な位置づけにある科目。雇用・人事管理施策・人的
資源管理の全体的な展望を得ていただくことを目的にする。現状、沿革、国
際比較などについて、総論的な知識を獲得するとともに、雇用を考える際の
勘所を養っていただくことを到達目標に置く。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP3」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
　雇用の歴史的背景、国際比較、職業能力開発、キャリア形成支援、日本的雇
用など、広い視点から、多角的な検討を行う。
　各回の授業は，講義と議論の両者を併用して進める．毎回のテーマにそっ
て講義を進めたのち，関連した課題をめぐり，受講生がいくつかのグループ
をつくって議論し，その結果を報告し，相互に批判的な検討を加えるなどの
ディスカッションを行う．必要なコメントも最後に与える。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

雇用の定義、論点および、
雇用の歴史

–そもそも雇用の定義、範囲は何を意
味するのか。また、当たり前と思い込
んでいる雇用の論点を、あらためて考
え直してみる。また、日本型雇用はい
つ形成されたのか、その歴史を探る。

2 回（3・
4）

日本的雇用と雇用の国際
比較

そもそも、日本的雇用とは何を意味す
るのだろうか。通説は正しいのか。日
本と他国を国際比較すると、本質的な
共通点と違いはどのようなものだろう
かか？

3 回（5・
6）

雇用の流動化、内部労働
市場と外部労働市場

雇用の流動化の必要性が指摘されてい
るが、そもそもその定義、また流動化
がもたらすものとは？ さらに、労働
市場の基本構造を考える

4 回（7・
8）

職業能力開発 職業能力開発とは、通常の人材開発と
なにが違うのか？ 環境変化を踏まえ、
求められる職業能力開発を考える

5 回（9・
10）

非正規雇用、新卒一括採
用、女性活躍、兼業・副
業など柔軟な働き方

非正規雇用という問題が注目されてい
るが、その本質は何か？ 日本特有の
慣行と言われる、新卒一括採用の是非
を検討する。さらに、女性活躍につい
て考える

6回（11・
12）

兼業・副業と雇用によら
ない働き方

兼業・副業、フリーランスなど新しい
柔軟な働き方はなぜ生じたのか、その
効果と課題について分析する。

7回（13・
14）

ミドル・シニアの働き方
とまとめ

日本型雇用において、ミドル・シニア
の現状はどのようなものか。その課題
と今後の方向性を考える。さらに授業
全体のまとめを行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　雇用に関連した事項を広く勉強することが望ましいです。
1. 必須文献として指定された本を選択し、書評レポートを書くこと
2. 授業で配布される資料、論文などに目を通すこと。本授業の準備学習・復
習時間は各 2時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
　特定の教科書を使用しないが，以下に掲げる 7 冊から 1 冊を選び、書評レ
ポートをお願いする（どちらも早目に入手するか、図書館で借りるように）．
このほか別途に挙げる主な参考書，授業でその都度，必要に応じて紹介する
文献などを参照していただく．また，毎回の授業にはレジュメや参考資料を
配付する予定．
1. ピーター・キャペリ（若山由美訳）『雇用の未来』日本経済新聞社,2001 年
2. 清家篤『雇用再生―持続可能な働き方を考える』NHK 出版,2013 年
３. 山田久『失業なき雇用流動化』慶応義塾大学出版会，2016 年
4. 永野仁『労働と雇用の経済学』中央経済社,2017 年
5. 玄田有史『30 代の働く地図』岩波書店,2018 年
6. 山田久『賃上げ立国論』日本経済新聞出版社,2020 年
7．川上淳之『副業の研究』慶應義塾大学出版会，2021 年
【参考書】
・労働経済白書
・『日本労働研究雑誌』などの研究雑誌に掲載される論文
【成績評価の方法と基準】
　評価は，①授業における議論の実施状況による得点（1 回当たり 5 点満点
で計 35 点満点），② 2500 字以上の長さの科目レポートの得点（65 点満点）
で，両者を足した総得点を規定による評価基準にそって評価する．ただし，こ
れ以外に，必須の小レポートとして、書評レポートを課す．終了時に提出を
求める科目レポートは，授業内容を自分なりに消化し，できるだけ自分の最
終課題（修士論文テーマ）に引きつけて書くことが望ましい．
【学生の意見等からの気づき】
　文献は、科目履修を決めた場合、出来るだけ早く図書館などで借り出すか、
入手しておいていただきたい。なお、どうしても入手できない者のために、代
替的な図書を指示することがある。
【学生が準備すべき機器他】
　授業ではパワーポイントを使うことがある．
【その他の重要事項】
　
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of the fundamental principles of
Employment Policy. At the end of the course, participants are
expected to explain the essential concepts of Employment Policy.
Goal
At the end of the course, students are expected to gain an overall
perspective on employment, human resource management policies, and
human resource management.
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
Your overall grade in the class will be decided based on the following
Term-end reports : 65%、in class contribution: 35%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

キャリア理論と統計分析

片岡　亜紀子

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
その他属性：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　論文やレポートを書く際には、先行研究を読む力が求められる。特に統計
分析の手法を用いた論文を読み解くには、統計の知識が必要となる。キャリ
ア理論をベースとした論文には、様々な統計手法を用いた調査・分析が存在
し、豊かで深い知見を示している。
　そこで本授業では、キャリア理論への知見を深めながら、統計手法を学び、
先行研究を読み解く力（理解する力、批判する力）を習得することを目的と
する。
【到達目標】
・統計分析の手法を用いた論文を理解することができる。
・統計分析の手法を用いた論文を批判することができる。
・統計分析の手法を通じ、キャリア理論に関連する様々な考え方を理解するこ
とができる。
At the end of the course, students are expected to be able to understand
papers that use statistical analysis methods., To be able to critique
papers that use statistical analysis methods., and To be able to
understand various ideas related to career theory through the use of
statistical analysis.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP3」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
　 1 回目から 5 回目までは、講義とグループ討議を実施する。授業前半で行
う講義では指定の論文を用いキャリア理論と統計手法を学び、授業後半で行
うグループ討議では指定の論文について議論し各グループの代表者が発表す
る。グループ討議では論文の納得した箇所、疑問、長所、短所を意識し議論
を重ねること。
　 6 回目と 7 回目では、本授業の学びの集大成として受講者自らが選んだ
キャリア理論と統計手法に関する論文を用い事例発表を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

オリエンテーション/
キャリアレジリエンスと
因子分析

　オリエンテーションでは、授業の到
達目標や成績評価、授業の進め方につ
いて簡単に説明する。
　講義では、キャリアレジリエンスを
テーマに据え、因子分析について学ぶ。

2 回（3・
4）

キャリアアダプタビリ
ティと相関

キャリアアダプタビリティをテーマに
据え、相関について学ぶ。

3 回（5・
6）

キャリア焦燥感と t 検
定、分散分析

キャリア焦燥感をテーマに据え、t 検
定、分散分析について学ぶ。

4 回（7・
8）

キャリアプラトーと重回
帰分析

キャリアプラトーをテーマに据え、重
回帰分析について学ぶ。

5 回（9・
10）

キャリア自律と共分散分
析

キャリア自律をテーマに据え、共分散
分析について学ぶ。

6回（11・
12）

事例発表（１） 授業で学んだ分析手法を用いた論文を
選択し、事例発表を行う。

7回（13・
14）

事例発表（２） 授業で学んだ分析手法を用いた論文を
選択し、事例発表を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　日頃から論文や書籍に触れることが望ましい。授業で配布した論文や参考
書をはじめ、関連する論文や書籍を読んでおくこと。
　本授業では、準備学習１.5 時間、復習時間１.5 時間を標準とする。
Before/after each class meeting, students will be expected to spend three
hours to understand the course content
　統計学の知識に不安がある場合は、以下の本を事前に読んでおくことを推
奨する。
・小島寛之『完全独習統計学入門』ダイヤモンド社、2006 年
【テキスト（教科書）】
必要に応じてテーマにあった論文を配布する。
【参考書】
・渡辺三枝子『新版キャリアの心理学』ナカニシヤ出版、2018 年
・宮本聡介・宇井美代子『質問紙調査と心理測定尺度』サイエンス社、2014 年
・石山恒貴『越境的学習のメカニズム』福村出版、2018 年
その他、必要があれば授業内で紹介する。

【成績評価の方法と基準】
次の配分によって成績評価を行う。
①平常点 (授業とグループ討議の参加状況) 40 ％
②事例発表　 60 ％
Your overall grade in the class will be decided based on the following:
40% for attitude toward the class and group discussions, and 60% for
the case study presentation.

【学生の意見等からの気づき】
　グループワークでの意見交換が学びを深めていたことがわかりました。授
業内容によっては時間が短くなる場合もありますが、なるべくグループワー
クの時間を確保してまいります。なお、参加人数が多い場合、第 5 回の後半
部分は事例発表の時間に変わる可能性がございます。ご了承ください。
【学生が準備すべき機器他】
情報収集や発表時にパソコンがあれば望ましい。
【その他の重要事項】
・事例発表が必須であることを考慮し授業に臨むこと。
・質問は、授業開始前と授業終了後に受け付ける。
You are required to present a case study in the class.
I will take questions before and after the class.

【Outline (in English)】
The aim of this course is to learn statistical methods and acquire
the ability to read and understand (understand and criticize) previous
research while deepening knowledge of career theory.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

キャリア政策研究

岸田　泰則

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　世の中の不確実性が高まるなか、個人のキャリア開発はますます
その価値を高めている。本授業では、働く人、個人のキャリア開発
を促す政策について理解を深めることを目的とする。授業では、一
貫して働くことの意味を考えていく。授業では、主に組織行動論、
キャリア心理学の概念を扱う。

【到達目標】
　本授業では、キャリア発達に関する課題への考察を通じて、働くこ
との意味を自ら考えることができるようにする。さらには、個人の
キャリア開発を促す方策についての先行研究（質的研究）を自らの
オリジナルな視点でレビューできることを最終的な到達目標とする。
By the end of the course,students should be able to do the
following:
・Think about the meaning of work by themselves through
consideration of career-related issues.
・Evaluate previous studies in terms of their
metods,results,conclusions and implications.

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」
「DP3」に関連

【授業の進め方と方法】
　各回とも学生が分担して、先行研究（質的研究）をレビューした
結果を発表する。その後、講師が先行研究の基本的な概念と研究方
法について説明を加える。毎回、授業の後半で、いくつかのグルー
プに分かれグループディスカッションを行い、グループごとにその
結果を発表することで理解を深める。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

キャリア発達にかかわ
る学問領域の概要

キャリア発達にかかわる学問領域
として組織行動論、キャリア心理
学を検討するに際して対象の全体
像を確認する。

2回（3・
4）

ゲスト講演 キャリア政策の思想と事例につい
て講演いただく。
　

3回（5・
6）

若年者のキャリア発達 若年者のキャリア発達についての
理解を深める。
質的研究を扱う。

4回（7・
8）

ミドル・シニアのキャ
リア発達

ミドル・シニアのキャリア発達に
ついての理解を深める。
質的研究を扱う。

5回（9・
10）

女性のキャリア発達 女性のキャリア発達についての理
解を深める。
量的研究を扱う。

6 回
（11・
12）

フリーランスのキャリ
ア発達

フリーランスのキャリア発達につ
いての理解を深める。
質的研究を扱う。

7 回
（13・
14）

グローバル人材（外国
人を含む）のキャリア
発達とまとめ

グローバル人材（外国人を含む）
のキャリア発達についての理解を
深める。
量的研究を扱う。
授業全体のふりかえりを行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　授業の準備として事前に指定された先行研究（論文）を読み、自ら
のオリジナルな視点でレビューをし発表することを課題とする。な
お、この課題は分担として、授業 7回の中で 1回は担当するように
したい。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を標準とする。
Students will be expected to read the previous study,review
them from your own original perspective, and present your
findings. 　 Before/after each class meeting,students will be
expected to spend four hours to understand the course content.

【テキスト（教科書）】
　授業において、都度、授業資料と論文（質的研究）を配布する。

【参考書】
近藤龍彰・浅川淳司『心理学論文解体新書―論文の読み方・まとめ
方活用ガイド』ミネルヴァ書房　 2022 年
渡辺三枝子『新しいキャリアデザイン―ニューノーマル時代をサバ
イブする』九州大学出版会　 2021 年

【成績評価の方法と基準】
　次の配分によって成績評価を行う。
①平常点（授業への参加、グループ討議）35 ％
②各自が担当する発表 (中間レポート) 　 30 ％
③最終レポート　 35 ％
　最終レポートとして、キャリア開発に関わる先行研究のレビュー
を 2000 字程度のレポートとして提出する。
Your final grade will be caluculated according to the fol-
lowing process:Usual performance score 35%,mid-term report
30 ％,and 35% final report.

【学生の意見等からの気づき】
　授業の都度、学生から多くの発言が出るように工夫していく。

【学生が準備すべき機器他】
　特にないが、授業時に PC 等を利用することは構わない。

【その他の重要事項】
　オフィス・アワーは、授業開始前と授業終了後とする。

【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acuquire an
understanding of measures to encourage career development
of workers.In this course,we will consider the meaning of work
consistently.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

地域雇用政策事例研究

石山　恒貴

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　地域における雇用につき国内の事例を調査研究する科目。先進的な事例、成
功・失敗事例などの特色ある顕著な例を取り上げて多様なケーススタディを
行う。
　地域活性化における人材育成のあり方、コーディネーターのあり方、実践
共同体などネットワークの構築方法についても議論する。
　地域雇用のあり方を、事例を通じて検討していく。参加型で、受講院生自
身が選択した地域について事例研究をし、報告することを求める。
【到達目標】
　事例を通じて雇用を地域の観点から学習する科目。各人が特定の地域を選
んで報告することが必須要件であるが、それを通じて地域と雇用とキャリア
をみる視点が広がっていくことが主な目的となる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
　広い意味で雇用あるいは地域にかかわる仕事を行うか、または、これらに
興味のある人を念頭に、地域雇用とはいかにあるべきかを、事例分析的に検
討していく。
　受講生がどこか一地域を担当して、その雇用の状況に関して、授業内で発
表していただく。
　
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

地域雇用の定義と背景 そもそも地域雇用の定義、範囲、歴史
とはどのようなものなのか、地域雇用
の成功事例の共通点は何かを考える。

2 回（3・
4）

地域における創造的な人
材の集積

地域雇用においては、如何に創造的な
人材が集まるかによって、競争力が左
右される。UIJ ターンを含め、創造的
な人材を集めた成功例を考える。

3 回（5・
6）

地域のサードプレイスと
関係人口

ゲスト講師の可能性もある。地域にお
いては、その活性化においてサードプ
レイス（NPO、プロボノ、読書会な
ど）や、よそものが地域に関わる関係
人口という考え方が重要になってい
る。この新しい切り口を検討する。

4 回（7・
8）

働き方の形態と地域 地域においては、新しい柔軟な働き方
が生じつつある。二地点居住、副業、
ワーケーション、新しい自営など、働
き方と地域について考える。

5 回（9・
10）

地域雇用の対比 –地域雇
用の諸事例の対比と検討
（その 1）

地域雇用の諸事例を、受講者が発表
し、議論する。

6回（11・
12）

地域雇用の対比 –地域雇
用の諸事例の対比と検討
（その 2）

地域雇用の諸事例を、受講者が発表
し、議論する。

7回（13・
14）

地域雇用の対比 –地域雇
用の諸事例の対比と検討
(その 3）地域雇用の未来
とまとめ

地域雇用の諸事例を、受講者が発表
し、議論する、および授業の総括とし
て地域雇用の未来を議論する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　受講生は以下のような事項に留意することが望まれる。
１．いずれかの地域を選び、その雇用状況と課題について、実地に調べるこ
と（その成果を授業中に発表していただく）
２．地域雇用政策をめぐる記事、番組などに注意を払うこと。本授業の準備
学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　授業の都度配布する講義ノートによって行うので、教科書は使用しない。授
業の際に、参考文献リスト等を配布することがある。
【参考書】
　以下に掲げる主な参考書のほか、授業では地域雇用政策をめぐる各種論文、
資料などを、その都度、必要に応じて紹介する。
石山恒貴編『地域とゆるくつながろう－サードプレイスと関係人口の時代』静
岡新聞社　 2019 年

【成績評価の方法と基準】
　①授業における議論の実施状況による得点（1 回当り 5 点満点で計 35 点
満点）、②各自が分担する地域雇用政策の事例研究の報告による得点（65 点
満点）の合計点を、規程による評価基準に沿って評価する。
　
【学生の意見等からの気づき】
　地域をみる視点が変わってきたとの反応があるので、その到達目標には今
年度も留意したい。
【学生が準備すべき機器他】
　場合によってパワーポイントによる投影などを行う。事例発表の際にパワー
ポイントを用いるか、それともレジュメのみにて行うかは任意。
【その他の重要事項】
　各人の事例研究報告が課されていることに留意して受講すること。
　
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of Regional Employment Policy .At the end of the
course, participants are expected to explain the essential concepts of
Regional Employment Policy.
Goal
At the end of the course, students are expected to gain an overall
perspective on employment and human resource strategies for regional
revitalization.
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
Your overall grade in the class will be decided based on the following:
Presentation of case study assigned by each student: 65%、in class
contribution: 35%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

人材育成論

石山　恒貴

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　経営学における人材育成という観点で、キャリア理論も含めて幅広く議論
する授業である。不確実で変化の激しい環境化において、従来のような長期
的な安定を全体にした人材育成の考え方は通用しなくなってきている。その
ような不確実な環境における人材育成のあり方を、人材育成理論とキャリア
理論を踏まえて考察していく授業。
　参加型とし、受講生自身が選択した人材育成に関する事例（企業、非営利
組織、地域事例、諸外国の事例など）について報告することを求める。
【到達目標】
　不確実で変化の激しい環境化において、従来のような長期的な安定を全体
にした人材育成の考え方は通用しなくなってきている。そのような不確実な
環境における人材育成のあり方を、人材育成理論とキャリア理論を踏まえて
考察できる視点を確立することを目的とする。また国際的な人材育成の視点
を確立することも目的とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP3」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
　人材育成とキャリアに関する幅広い理論と議論を紹介しつつ，日本の現在
における人材育成を考える。また国際的な視点も考慮する。
　各回の授業は、講義と議論の両者を併用して進める。毎回のテーマにそって
講義をしたのち、関連した課題をめぐり、受講生がいくつかのグループをつ
くって議論し、その結果を報告し、相互に批判的な検討を加えるなどのディ
スカッションを行う。
　参加型とし、受講生自身が選択した人材育成に関する事例（企業、非営利
組織、地域事例、諸外国の事例など）について報告することを求める。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

人材育成の定義と能力開
発

人材育成について議論を進めていくた
めに、それらの基本的な考え方、基本
用語の定義、理論枠組みなどを考え
る。また、能力開発の詳細について
も、検討する。

2 回（3・
4）

キャリア理論 人材育成におけるキャリア理論の位置
づけ、実務への応用、発展性について
考える。

3 回（5・
6）

リーダーシップ理論 人材育成におけるリーダーシップ論の
位置づけ、実務への応用、発展性につ
いて考える。

4 回（7・
8）

実践共同体と越境的学習 学習理論の発展とも深い関係がある実
践共同体と越境学習について、特に状
況学習論との関係で考える。

5 回（9・
10）

経験学習とジョブ・クラ
フティングおよび事例発
表

学習理論において大きな比重を占める
経験学習、および近年注目されるジョ
ブ・クラフティングについて考える。
さらに、受講者が、人材育成に関する
事例を発表し、発表し、議論する。

6回（11・
12）

事例発表 受講者が、人材育成に関する事例を発
表し、議論する。

7回（13・
14）

事例発表および人材育成
の未来とまとめ

受講者が、人材育成に関する事例を発
表し、発表し、議論する、および授業
の総括として、人材育成の未来につい
て考える。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　いずれかの人材育成に関する事例（企業、非営利組織、地域事例、諸外国の
事例など）について調査し、授業内で発表する。本授業の準備学習・復習時間
は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　毎回、授業で配布するパワーポイントをテキストとして使用する。
【参考書】
労働政策研究・研修機構『新時代のキャリアコンサルティング』2016 年
石山恒貴『越境的学習のメカニズム』福村出版、2018 年

【成績評価の方法と基準】
　評価は，①授業における議論の実施状況による得点（1 回当たり 5 点満点
で計 35 点満点），②各自が分担する事例発表の得点（65 点満点）で，両者を
足した総得点による。
【学生の意見等からの気づき】
　理論の実務面への応用に受講者の興味・関心があるため、その点を重視し
て進める。
【学生が準備すべき機器他】
　授業でパワーポイントを使うことがある。
【その他の重要事項】
　受講者の事例発表が求められることにご留意いただきたい。
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of the fundamental principles of Human Resource
Development. At the end of the course, participants are
expected to explain the essential concepts of Human Resource
Development.
Goal
At the end of the course, students are expected to gain an overall
perspective on human resource development theory and career theory.
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
Your overall grade in the class will be decided based on the following:
Presentation of case study assigned by each student: 65%、in class
contribution: 35%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl520R1

地域コミュニティ論

中島　由紀

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
群／プログラム：文化・都市・観光／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域コミュニティは多様な使われた方があり、その定義や理解も非常に多岐
にわたる。本講義では、昨今使われている「地域コミュニティ」の本質を複
数の観点から掘り下げていき、最後は最新事例をみながら考察を深める。
▼前半はコミュニティの理論の古典的概念とその変遷を整理していき、それ
らが日本社会でどのように扱われ、それによって社会生活の中でどのような
位置づけで語られてきたかをみていく。
▼後半は、今日的「地域コミュニティ」の課題に焦点を当て、具体的な事例や
現象から「地域コミュニティ」の何が問題で、どう解決していくべきかを考
えていく。特に、コロナは私たちの生活や価値観に大きな影響を与え、この
変化はコミュニティの在り方にも大きく影響を与えている。論点となるのは
ネット社会と新しいコミュニティ形成についてであろう。この点について考
えていく。
▼最終回の 2 回は、コロナ禍を経て、これからの社会に求められているコミュ
ニティの在り方を考えて、グループ討議する。
【到達目標】
①自身の問いが明確になり調査研究の方向性が固まること。
②自身の論文で「地域コミュニティ」を扱う場合に、コミュニティの何にア
プローチし、どの観点から論じるのか、論点が明確になること。
以上の２点が到達できることが目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
・講義形式を中心に、各回のテーマに沿った参考文献、資料、論文を読んだ
り、映像視聴や事例をみていき、適宜グループディスカッション形式も取り
入れる。
・また、講義資料と参考論文から、社会科学でよくでてくるアンケート調査の
統計処理方法を提示する。ここから、論文作成に必要な基礎的な統計データ
の読み方（主にクロス集計、多変量解析）について触れる時間も設けるので、
各自論文作成に役立ててもらいたい。
・事前に読んでおいて欲しい資料は適宜提示する。その場合は、次の講義で同
資料の輪読を中心にディスカッションを行うため必読である。
・毎回、講義終了時にコメントシートを配布するので、授業で得た気づきや疑
問、論点整理などを記載して提出してもらうが、これが出席カードの代わり
となるので留意して記入いただきたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

〇イントロダクション
〇コミュニティとは何
か？ ─理論の系譜─
〇近代から現代の変化

R.M. マッキーバー、F. テンニエス、
ジンメル、ワース、バージェスらの古
典的コミュニティの概念を整理する。
その上で、日本でいかに「コミュニ
ティ」が捉えられ、議論されてきたか
根幹を確認する。
＿＿＿＿＿

2 回（3・
4）

〇近代から現代
都市論からみたコミュニ
ティ
〇日本の共同体から都市
化の変化

第１回に続き、コミュニティ論の変遷
を都市論の観点でみていく。その上
で、日本の共同体の概念から都市化を
経た社会変化を背景に、現代的日本の
課題は何かをディスカッションする。
＿＿＿＿＿

3 回（5・
6）

〇コミュニティ政策の
変遷
〇自治体における地域コ
ミュニティ活性化への取
り組み

1970 年代から始まった旧自治省のコ
ミュニティ政策の変遷をたどり、政府
が意図していたコミュニティの活性化
と現実がどのように乖離したのか、な
ぜ乖離したのかを考えていく。本回は
特に、町内会・自治会といった機能組
織の側面からの変遷を捉えていく。
＿＿＿＿＿

4 回（7・
8）

〇コミュニティ参加の
問題
〇「かかわり」の意識と
「共同性」「公共性」の問
題

日本の NPO や公共を担う団体組織の
現状を概観し、どのような政策が進め
られてきたかをみていく。ここから日
本人の「個」と「共同性」「公共性」の
問題について考える。人々の公共性は
いかに醸成されるのか、行動にうつす
にはどうしたらいいのか。今日的コ
ミュニティへの「参加」の問題を扱う。

5 回（9・
10）

〇日本人の生活と価値観
の変化
〇「ウチ／ソト」「タテ／
ヨコ」社会、「信頼と
安心」
○そして、ネット社会が
もたらしたコミュニティ
の変化

日本的生活様式、価値観はどのように
変化してきたか。生活と価値観の変化
は、そのまま「コミュニティの在り方
の変化」と捉えることができる。
旧来型の地縁型コミュニティの特性は
何か、その後のネット社会とコロナが
あたえたコミュニティへの影響。今日
的地域コミュニティの変化の問題を考
えていく。
＿＿＿＿＿

6回（11・
12）

〇「新しい地域コミュニ
ティ」を考える
〇アフターコロナ時代
に、これから求められて
いるコミュニティの在り
方は？

2020 年以降のコロナ禍は、私たちの
生活様式や価値観に大きな変化を与え
た。さらに、ここ数年連続して起きて
いる自然災害も、然りである。第６回
は「新しいコミュニティ」を考えてい
く。グループに分かれてディスカッ
ションし、各グループが描く「新しい
地域コミュニティの在り方」をまとめ
ていく。
＿＿＿＿＿

7回（13・
14）

〇コミュニティの行方
〇新しいコミュニティの
形はどこへ向かうのか？

第６回目でディスカッションしたグ
ループの「新しい地域コミュニティの
在り方」を発表。
さらに、これからの日本社会におけ
る、新しい地域コミュニティの在り方
を議論していく。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各講義で参考資料や論文を配布するので、それらを次回講義までに必ず読了
しておく。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。
また、授業欠席者は資料を受取れるようにしておくため適宜キャッチアップ
して参加するのが望ましい。
【テキスト（教科書）】
以下の【参考書】の中で「●」は授業中に必ず使う。授業中に使う部分のみ一
部をコピーして配布するが、全文を読了しておくことが望ましいです。
【参考書】
《必読》
●『安心社会から信頼社会へ』山岸俊男,1999（中公新書）
●『共同体の基礎理論』内山節,2010 年（農山漁村文化協会）
●『生き心地の良い町』岡壇,2013（講談社）
『都市コミュニティの社会学』中村八朗, 1973（有斐閣双書）
『都市コミュニティ論』倉田和四生,1985（法律文化社）
『タテ社会の人間関係』中根千枝,1967（講談社現代新書）
『都市的共同性の社会学』中道實、神谷国弘,1997（ナカニシヤ出版）
『われらの子ども　─米国における機会格差の拡大』ロバート・D・パットナ
ム,2017（訳（創元社）
『コミュニティを問いなおす』広井良典,2009（ちくま新書）
『集団と組織の社会学―集合的アイデンティティのダイナミクス』山田真茂
留,2017（世界思想社）
『サードプレイス　「コミュニティの核になるとびきり心地よい場所」』レイ・
オルデンバーグ,2013（みすず書房）
【成績評価の方法と基準】
・授業の参加とコメントシートの提出（60%）
・6 回目のグループワーク＆７回目の発表（20%）
・最終レポート提出（20%）
※グループワークへの参加が難しい場合は個別取組みでの対応も可、但し事
前に要相談
【学生の意見等からの気づき】
●今日的「コミュニティ問題」の扱い方について
コミュニティの変化は時代の変化に呼応している。本講義の後半は今日的「コ
ミュニティの問題」を扱う訳であるが、本講義はシラバス公開後半年以上先
の開講となるため、実際の講義は時代の変化に合わせた内容に適宜変更して
いる。この時代感にマッチした内容の討議、事例の検討が学生からは非常に
有益であったという意見があったため、今年度も継続して行う。
【学生が準備すべき機器他】
授業で使う資料を都度、共有するため、各種資料を正確にダウンロードし一
読した上での受講をお願いする。
【Outline (in English)】
The first half organizes the classic concept of community theory and its
transition.From there, we will look at how it was treated in Japanese
society.The second half will focus on today’s "community" subject. With
reference to concrete examples and phenomena, we will consider how to
solve the "community".By the end of the course, students should be able
to do the following:
· The point of discussion of the "community" will be clarified when
preparing the paper.
· To be clear what you are focusing on in the ambiguous "community".
· Learn the basic knowledge of statistics used in questionnaire surveys.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ECN520R1

消費者政策論

柿野　成美

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　少子高齢化、デジタル化、グローバル化の進展の下で、複雑化・
多様化する消費者問題に対し、消費者政策がどのように対応してい
るのか理解し、SDGs 達成に向けた消費者政策の今後の在り方につ
いて検討する。

【到達目標】
　身近にある消費者問題に気づき、具体的な事例をもとに消費者政
策の現状について理解し、今後の在り方について検討できるように
なることを目標とする。主な論点は、１．消費者被害とその対応、
２．消費者の自立支援（消費者教育・啓発）、３.SDGs 達成に向け
た消費者と企業との共創（エシカル消費・消費者志向経営）である。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP4」
に関連

【授業の進め方と方法】
　授業形態は講義とディスカッションを中心に進める。授業前半で
は、消費者庁幹部等をゲストスピーカーに招聘する他、飯田橋にあ
る東京都消費生活総合センターの実地調査を取り入れる。授業後半
では、各自で消費者政策に関する具体事例を設定し、発表・討議を
行い理解を深める。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

ガイダンス 消費者政策の基本的な考え方や消
費者政策の推進体制について学
ぶ。

2回（3・
4）

消費者と企業の共創：
消費者志向経営とエシ
カル消費

持続可能な社会に向けた企業と消
費者の役割について具体的事例を
用いて検討する。

3回（5・
6）

消費者政策の最前線
（ゲストスピーカー）

消費者庁幹部をゲストスピーカー
に招聘し、消費者政策の最前線に
ついて理解すると共に、これから
の消費者政策の在り方について
ディスカッションする。

4回（7・
8）

地方消費者行政の実際
（現地調査）

東京都消費生活総合センター（飯
田橋）を訪れ、消費者行政の相談
対応の現状と課題について学ぶ。

5回（9・
10）

消費者の自立支援：消
費者教育・啓発

学校、家庭、地域、職域における
消費者教育の現状と課題について
検討する。

6 回
（11・
12）

個人発表・討議 消費者政策に関する具体事例を設
定し、その現状と課題について発
表・討議する。

7 回
（13・
14）

個人発表・討議・まと
め

消費者政策に関わる具体事例を設
定し、その現状と課題について発
表・討議する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。日頃から
新聞等に目を通し、消費者政策に関連ある諸課題に関心を持つよう
にすること。

【テキスト（教科書）】
　『日本の消費者政策―公正で健全な市場をめざして―』樋口一清・
井内正敏、創成社、2020 年、2500 円

【参考書】
　『くらしの豆知識 2022』国民生活センター編集・発行、全国官報
販売協同組合
　『消費者事件　歴史の証言』及川昭伍・田口義明、民事法研究会、
2015 年
　『消費者教育の未来ー分断を乗り越える実践コミュニティの可能
性』柿野成美、法政大学出版局、2019 年

【成績評価の方法と基準】
　レポート課題： 50 ％、平常点： 50 ％
　毎回の講義における議論やリアクションペーパーへの記載等を平
常点として評価する。

【学生の意見等からの気づき】
　特になし

【その他の重要事項】
　

【Outline (in English)】
This course aims to understand how the consumer policy
is responding to the increasingly complex and diversified
consumer issues under the declining birthrate and aging
population, digitalization, and globalization. In addition, we
will consider the remaining issues and the ways to solve them.
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ARSl520R1

生活政策論

柿野　成美

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本授業では公正で持続可能な社会の形成に向けて地域が抱える生
活課題を取り上げ、その課題解決に向けた政策の在り方について議
論することを目的とする。

【到達目標】
　地域における生活課題を設定し、あるべき解決策に向けた政策を
具体的に検討することができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」
「DP4」に関連

【授業の進め方と方法】
　授業形態は講義とディスカッションを中心に進める。講義では具
体的事例を紹介し、ゲストスピーカーによる講義を取り入れる。授
業の後半では、各自で生活に関わる課題を設定し、その解決の方向
性について発表・討議を行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

ガイダンス 公正で持続可能な社会の実現に向
けた生活政策が求められる背景を
理解し、具体的な課題について検
討する。

2回（3・
4）

地域とつながる学校教
育（ゲストスピー
カー）

生活者・消費者・市民を育む家庭
科教育について取り上げ、地域と
学校教育のつながりを創る方策に
ついて議論する。

3回（5・
6）

行政組織をつなぐコー
ディネーター

教育行政と消費者行政のつながり
をつくる消費者教育コーディネー
ターの事例を通じて、連携・協働
のメカニズムを議論する。

4回（7・
8）

消費者と地域企業をつ
なぐ学習プログラム

地域企業と小学生の親子を対象と
したプログラム「SDGs 調査隊」
を事例として、企業と消費者の共
創に向けた学習プログラムについ
て議論する。

5回（9・
10）

市民協働によるエシカ
ル・サステナブルな地
域づくり（ゲストス
ピーカー）

地域でエシカル・サステナブルに
取り組むゲストスピーカーの講義
を聞き、課題解決の方法について
議論する。

6 回
（11・
12）

発表・討議 生活に関する具体課題を設定し、
その処方箋ついて発表・討議す
る。

7 回
（13・
14）

発表・討議・まとめ 生活に関する具体課題を設定し、
その処方箋ついて発表・討議す
る。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。日頃から
経済、社会に関する新聞、雑誌記事、ニュースなどを読み、政策に
関する自分なりの見解を持つ習慣を身につけること。「生活に関る政
策の中で、私が考える最重要課題と解決のための処方箋」について
レポートを作成し発表する。

【テキスト（教科書）】
　毎回、レジュメや参考資料を配布する。

【参考書】
　○政府の白書
　内閣府「高齢社会白書」「少子社会対策白書」「子供・若者白書」「障
害者白書」「経済財政白書」
　厚生労働省「厚生労働白書」「労働経済白書」
　環境省「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」
　消費者庁「消費者白書」等
　〇『消費者教育の未来―分断を乗り越える実践コミュニティの可
能性』柿野成美、法政大学出版局、2019 年

【成績評価の方法と基準】
　授業中の議論への参加度（50％）、最終レポート（50％）を総合
的に勘案する。

【学生の意見等からの気づき】
　特になし

【Outline (in English)】
　 The purpose of this course is to learn about the basic
concepts that contribute to the realization of livelihood policies
for the formation of a fair and sustainable society and to discuss
the state of regional policies through specific examples.

— 25 —
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ARSl520R1

男女共同参画政策論

池永　肇恵

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　性別に関わりなく能力が発揮できる男女共同参画社会は、誰にとっても暮ら
しやすい社会である。海外に比べて日本は男女共同参画で大きく後れをとっ
ている。当授業では、様々な分野における男女共同参画の現状と課題、関連
施策について学び、政策提言に必要な視点や知識を得ることを目的とする。
【到達目標】
　男女共同参画に関するデータから日本の経済社会に潜むジェンダー（社会
的・文化的な性別）のバイアスに気付き、ジェンダーへの感度を高める。家
庭・職場・地域などで、多様な個人を尊重し性別にかかわりなく能力が発揮で
きる、いわゆるダイバーシティ＆インクルージョンに向けた環境づくりに資
する知識や視点を習得する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP4」に関連
【授業の進め方と方法】
　男女共同参画に関するテーマごとに、現状、背景、関連施策などを出来る
限りデータを示して講義する。講義に加えて、受講生によるディスカッショ
ンにより、多様な視点の交換や課題解決の方策を検討する。
　各回の講義については、疑問点、意見等をリアクションペーパーに記載し
提出してもらう。提出されたリアクションぺーパーは次回の授業で適宜取り
上げ、全体にフィードバックする。
　最終授業では、まとめとともに、受講生によるレポートの発表とディスカッ
ションを実施する。
　受講生の参加のしやすさを考慮し、オンライン（Zoom）講義を原則とする
が、レポート発表は対面とする予定。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

導入/経済分野 ジェンダーの概念、ジェンダーギャッ
プ指数、男女の就業状況、女性活躍の
経済への影響、関連法制度などを学ぶ。

2 回（3・
4）

政治分野/ハラスメント 女性議員の状況、政治分野に関する国
内外の関連法制度、セクハラ、マタハ
ラ・パタハラ、DV や性暴力など男女
間の暴力の実態と対応策を学ぶ。

3 回（5・
6）

ワークライフバランス/法
制度の中立性

家事・子育て・介護等と仕事のバラン
ス、社会保障・税制・家族法制等が男
女の行動に及ぼす影響を学ぶ。

4 回（7・
8）

健康・スポーツ/教育・科
学技術

男女の健康・疾病状況、医療分野、教
育・科学技術における女性の参画状況、
多様性とイノベーションなどを学ぶ。

5 回（9・
10）

地域社会/防災 地域社会の様々な分野での担い手、意
思決定過程、防災・被災現場・復興な
ど各過程における女性参画の状況と意
義を学ぶ。

6回（11・
12）

国際動向と残された課題/
最近のトピック

SDGs を含む国際的な関心の高まり、
「意識」の問題、AI やコロナ禍の影響
など新たな課題を学ぶ。

7回（13・
14）

まとめ、レポート発表・
ディスカッション

これまでの講義を振り返る。受講生が
関心を持ったジェンダー課題とその対
応策についてレポートを発表し議論す
る。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　日頃から経済、社会に関する新聞、雑誌記事、ニュースなどに接し、どのよ
うなジェンダー課題があるか、必要な対応はどのようなものかに関して、自
分なりの見解を持つ習慣を身につけること。
　本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　毎回、レジュメを学習支援システムに事前にアップロードするので、受講
生は事前にダウンロードし一読しておくこと。
【参考書】
内閣府「男女共同参画白書」
内閣府男女共同参画局 HP 　 https://www.gender.go.jp/ 　
イリス・ボネット『ワークデザイン』NTT 出版　 2018 年
キャロライン・クリアド＝ぺレス『存在しない女たち』河出書房新社 2020 年
ハーバード・ビジネス・レビュー『女性の力』ダイアモンド社　 2020 年４
月号

前田健太郎『女性のいない民主主義』岩波新書　 2019 年
山口慎太郎『「家族の幸せ」の経済学』光文社新書　 2019 年
【成績評価の方法と基準】
レポート（70 ％）、平常点（30 ％）
　毎回の授業におけるディスカッションへの参加やリアクションペーパーへ
の記載等を授業での学習や参加度（平常点）として評価する。
　受講生自身が関心を持ったジェンダー課題とその解決のための処方箋につ
いてレポートを作成し最終日に発表する。
【学生の意見等からの気づき】
　ディスカッションを通じて多様な背景からなる受講生の意見交換や情報共
有を促したい。リアクションペーパーの提出期限は、受講生の受講スケジュー
ルを考慮する。
【学生が準備すべき機器他】
　オンライン（Zoom）講義が受講できるように、Zoom が利用できる環境を
整えること。
【その他の重要事項】
　
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire the necessary
perspectives and knowledge needed for policy making through learning
the current situation, challenges and related policy measures with
respect to gender equality.
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ARSl520R1

実践地方行政論

池永　肇恵

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　住民の暮らしに身近な存在である自治体は、国が決定した法制度の下で、地
域の実情を踏まえて施策を推進する現場であり、日本が直面する人口減少、少
子・超高齢化などの課題に対して、最前線で取組みを進めている。当授業で
は、地方行政が直面する課題を採り上げ、国の施策や先進事例に触れながら、
自治体の様々な取組を学ぶ。
【到達目標】
　生活者の目線で地方行政の課題と対応する取組を考察することで、自身が
居住する、あるいは関心ある地域の課題を発見し、持続可能な地域づくりに
主体的に関わる視点や知識を習得する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP4」に関連
【授業の進め方と方法】
　地方行政に関するテーマごとに、現状、背景、関連施策などを出来る限り
データを示して講義する。講義に加えて、受講生によるディスカッションに
より、多様な視点の交換や課題解決の方策を検討する。
　各回の講義については、疑問点、意見等をリアクションペーパーに記載し
提出してもらう。提出されたリアクションぺーパーは次回の授業で適宜取り
上げ、全体にフィードバックする。
　最終授業では、まとめとともに、受講生によるレポートの発表とディスカッ
ションを実施する。
　受講生の参加のしやすさを考慮し、オンライン（Zoom）講義を原則とする
が、レポート発表は対面とする予定。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

導入/人口減少の影響 地方公共団体の種類、国と地方公共団
体の役割分担、人口減少のなかでの自
治体運営の方向性を学ぶ。

2 回（3・
4）

財政/健康医療福祉 地方公共団体の財政の特徴や課題、介
護・高齢化対応や健康増進、地域医療
の課題を学ぶ。

3 回（5・
6）

商工・労働/農林水産業 産業振興としての企業誘致、就労支援
策の特徴、農林水産業のスマート化な
ど担い手不足への対応の動きを学ぶ。

4 回（7・
8）

インフラ/防災・防犯 老朽化や人口減少に対応したインフラ
の再構成、災害時、防災・防犯におけ
る行政の役割や取組を学ぶ。

5 回（9・
10）

環境問題/文化・スポー
ツ・多様性への対応

ごみ行政、再生可能エネルギー、地域
の特性を生かした文化・スポーツ、国
籍・性別・障害などの多様性に配慮し
た取組を学ぶ。

6回（11・
12）

住民参加/デジタル化 住民参加の意義や形態、地方議会の状
況、行政手続や業務面などにおける自
治体のデジタル化の動きを学ぶ。

7回（13・
14）

まとめ、レポート発表・
ディスカッション

これまでの講義を振り返る。受講生が
関心を持った地域の課題とその対応策
についてレポートを発表し議論する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　日頃から経済、社会に関する新聞、雑誌記事、ニュース、自治体の広報など
に接し、どのような地域の課題があり、自治体はどのような取組をしている
か、課題と対応に関する自分なりの見解を持つ習慣を身につけること。
　本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　毎回、レジュメを学習支援システムに事前にアップロードするので、受講
生は事前にダウンロードし一読しておくこと。
【参考書】
総務省「地方財政白書」
大森禰・大杉覚「これからの地方自治の教科書」第一法規　 2019 年
【成績評価の方法と基準】
レポート（70 ％）、平常点（30 ％）
　毎回の授業におけるディスカッションへの参加やリアクションペーパーへ
の記載等を授業での学習や参加度（平常点）として評価する。
　受講生自身の居住地あるいは関心のある地域における課題とその解決のた
めの処方箋についてレポートを作成し最終日に発表する。

【学生の意見等からの気づき】
　ディスカッションを通じて多様な背景からなる受講生の意見交換や情報共
有を促したい。リアクションペーパーの提出期限は、受講生の受講スケジュー
ルを考慮する。
【学生が準備すべき機器他】
　オンライン（Zoom）講義が受講できるように、Zoom が利用できる環境を
整えること。
【その他の重要事項】
　
【Outline (in English)】
This course introduces challenges faced by local governments and
their policy choices while referring to national government policies and
examples of advanced cases.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSx520R1

地域社会論

上山　肇

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
群／プログラム：文化・都市・観光／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域社会とまちづくり：地域まちづくりの観点から地域社会を考えます。
【到達目標】
地域社会を形成している諸要素（計画、ルール、コミュニティ、住民参加等）
を認識しつつ、良好な地域社会が具体的にできあがるまでのシステムとプロ
セスを理解します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」に関連
【授業の進め方と方法】
地域社会学のポイントを押さえながら、特に「まちづくり」の観点から具体
的な事例を通して実践的な視点を養います。授業の一部に替えて視察を行う
場合があります。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

はじめに 本授業で取り扱う範囲及び地域社会学
の概論（理論と方法）について話しま
す。

2 回（3・
4）

都市と農村 「都市と農村」の分野の中から、特に
「都市」におる ‘混住地域’ などをテー
マに授業を進めます。事例研究 (1)

3 回（5・
6）

空間と場所 人が「都市」という場・空間でどのよ
うに生きているのかということについ、
‘サスティナブル・シティ’ などに焦点
をあてて授業を進めす。事例研究 (2)

4 回（7・
8）

リージョンとコミュニ
ティ

地域社会学における基本理念である
「リージョンとコミュニティ」の分野
の中から ‘地域社会とまちづくり’ など
に焦点をあてて授業を進めす。事例研
究 (3)

5 回（9・
10）

分権と自治 地域社会形成を考える上で重要なテー
マである「分権と自治」について、自
治体研究
を行い、同時に ‘地方分権権’ や ‘参
加’、‘ルール’ 等について考えます。事
例研究 (4)

6回（11・
12）

開発と福祉 「開発と福祉」というテーマは、地域
社会学の研究の中でも応用的な研究に
なりますが、特に ‘再開発’ や ‘福祉の
まちづくり’ といったことに焦点をあ
てて授業を進めます。事例研究 (5)

7回（13・
14）

土地と環境 論点が広い「土地と環境」の中でも、
特に ‘都市計画’ や ‘景観’ などに焦点を
あてて授業を進めます。事例研究 (6)

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回配布する資料を読んでおくこと。
【テキスト（教科書）】
特に指定しません。
【参考書】
必要に応じて講義中に紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 50%、発言 20%、レポート 30%で行います。
【学生の意見等からの気づき】
受講生が一層活発に議論が展開できるような内容の工夫。
【学生が準備すべき機器他】
　
【その他の重要事項】
皆さんがこれから進めていく研究や論文を書くためのヒントを少しでも多く
与えられればと考えています。受講生と相談した上で、通常授業（1 回程度）
を休日を利用し現地視察に振り替えることがあります。
【Outline (in English)】
[Course Outline]

This course introduces local community and community development to
students taking this course.
[Learning Objectives]
1.Recognize the elements that make up the community (plans, rule
communities, community participation, etc.).
2.Understand the systems and processes that lead to the concrete
formation of a good community.
[Learning activities outside of classroom]
Please read the materials to be distributed.
[Grading Criteria / Policy]
Your final grade will be calculated according to the following process:
Attendance (50%), Comment (20%), and Reports(30%).
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSx520R1

まちづくり事例研究

上山　肇

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：文化・都市・観光／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
具体的な都市や地域を対象として、資料収集やフィールドワークを行い、地
域資源を活用した都市や地域のあり方を提示するとともに、今後の都市再生
やまちづくりの手法を創造します。
【到達目標】
フィールド調査（あるいは資料分析）にもとづいた成果をまとめ、同時にプ
レゼンができる能力を養います。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
これからのまちづくりは、都市や地域に積層する歴史や文化、また地域のコ
ミュニティを活かしながら行っていくことが求められています。都市におけ
る既存の空間や景観に埋もれている資源、地域コミュニティ形成の実態を探
るための調査や分析手法を学び、それらを表現する方法を習得します。学生
による作品提出が課題となるため、受講生と相談したうえで授業を変則で行
う場合があります。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 当科目での課題について説明します。

2 回（3・
4）

テーマ設定 調査対象地（商店街、住宅地、公園、
水辺、地域コミュニティの具体例等）
を選定します。

3 回（5・
6）

事例研究及び作業① 各自の調査対象地の先行研究や情報に
ついて整理します。

4 回（7・
8）

事例研究及び作業② 各自の調査対象地の先行研究や情報に
ついて整理します。

5 回（9・
10）

フィールド調査 調査対象地でのフィールドワークの結
果について整理します。

6回（11・
12）

事例研究及び作業③ 各自の調査対象地の先行研究や情報に
ついて整理します。

7回（13・
14）

発表 各自、事例研究及び作業の成果をプレ
ゼンします。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
調査対象地に関する資料収集とフィールドワーク
【テキスト（教科書）】
特に指定しません。
【参考書】
講義の中で必要に応じて紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 50 ％、発言 20 ％、作品 30 ％で行います。
【学生の意見等からの気づき】
学生が時間内に課題（作品）を作成するための時間を確保しやすくできるよ
う授業を工夫する。
【Outline (in English)】
This course introduces the state of the city and the area utilized
area resources, the technique of the city revival and the community
development to students taking this course.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl520R1

文化基盤形成論

増淵　敏之

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：文化・都市・観光／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域にはそれぞれに文化を育てる基盤がある。それは歴史が作ってきたもの
であり、また他からの文化の流入に注目する必要もあるだろう.。つまり文化
が何らかの形で萌芽するためには、その基盤の形成プロセスを見る必要があ
る。本授業でとくに注目するのはひととひととのネットワークである。毎回、
事例を用いることによって、各地域の文化基盤形成のメカニズムを明らかに
していきたい。
【到達目標】
学習到達点としては現在、地域の文化基盤形成のプロセス、また文化基盤活
用の実践の事例についても理解を促進し、また文化のアーカイブ化の重要性
についても言及していく。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」に関連
【授業の進め方と方法】
ハードパワーからソフトパワーへの転換が注目され、文化の重要性の認識が高
まっている。また地域創生の観点からすれば、地域個々の文化が住民のアイ
デンティティ創出や集客事業においても注目されている。つまり文化が何ら
かの形で萌芽するためには、その基盤の形成プロセスを見る必要がある。具
体的には絵画、映画、小説、マンガ、音楽などのコンテンツに注目し、それら
を文化資源と捉え、その萌芽の基盤となるネットワーク形成やコミュニティ
形成に注目していく。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

文化基盤についての歴史
地理学的なアプローチの
検討/Examining a
historical geographic
approach to cultural
infrastructure

文化基盤の説明と時間と空間の組み合
わせでみる文化基盤形成/Explanation
of cultural infrastructure and
formation of cultural infrastructure
by combining time and space

2 回（3・
4）

文士村、芸術家村、学者
村/Scholar Village,
Yunshujia Village,
Scholar Village

田端、馬込、阿佐ヶ谷等、作家の集住
による文化基盤形成 to
池袋モンパルナス、法政大学村などの
集住による文化基盤形成につい
て/With the formation of a cultural
foundation by the settlement of
Tabata, Magome, Asagaya, and
writers
About the formation of cultural
foundation by the settlement of
Ikebukuro Montparnasse and
Hosei University village

3 回（5・
6）

サロンという場とスト
リートという場/A place
called a salon and a
place called a street

サロンの形成、その事例紹介/ストリー
トにおけるコミュニケーション/Salon
formation, case studies / street
communication

4 回（7・
8）

札幌における文化基盤形
成のプロセス/The
process of forming a
cultural foundation in
Sapporo

札幌農学校を軸にした文化基盤形成/産
業創出への展開/Development of
cultural infrastructure formation /
industry creation centered on
Sapporo Agricultural College

5 回（9・
10）

福岡における文化基盤形
成のプロセスと大連にお
ける文化基盤形成のプロ
セス/The process of
forming a cultural
foundation in Fukuoka
and the process of
forming a cultural
foundation in Dalian

ポップミュージックを軸にした文化基
盤形成/戦前期大連における日本人の文
化ネットワーク/Forming a cultural
foundation centered on pop music /
Japanese cultural network in
prewar Dalian

6回（11・
12）

海外での文化基盤形成の
事例/Examples of
cultural infrastructure
formation overseas

ロンドン・チェルシー、ニューヨー
ク・グリニッジビレッジ、ミュンヘ
ン・シュワビング等の紹
介/Introducing London Chelsea,
New York Greenwich Village,
Munich Schwabing, etc.

7回（13・
14）

履修学生の出身地におけ
る文化基盤形成の事例の
発表/Presentation of
examples of cultural
foundation formation
in the hometown of
students

履修学生の発表を行う/Announce
students

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。13/14 回目に履修学
生の発表を行ってもらう。その発表をもとに各自レポート作成、提出のこと。
【テキスト（教科書）】
とくになし
【参考書】
今橋映子『異都憧憬日本人のパリ』平凡社
増淵敏之『湘南の誕生　音楽とポップ・カルチャーが果たした役割』リットー
ミュージック
【成績評価の方法と基準】
平常点（発表含む）30 ％、レポート 70 ％
【学生の意見等からの気づき】
より具体例を挙げ、実務的な視点からも興味の持てる内容にする。適宜、タ
イムリーな話題提供を心がける。
【学生が準備すべき機器他】
とくになし
【その他の重要事項】
新しいアプローチの領域なので、履修学生とともに知見を共有、蓄積してい
きたい。基本的には対面で実施するが、状況に応じてオンラインで実施する
こともある。オフィスアワー：月 16 － 18 時。
【Outline (in English)】
Each region has its own culture-growing base. It is a history that has
been created, and it will be necessary to pay attention to the influx of
culture from others. Of particular interest in this class is the network of
people. I would like to clarify the mechanism of cultural base formation
in each region by using examples every time.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl520R1

コミュニティーメディア論

北郷　裕美

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：文化・都市・観光／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域社会を含む様々なコミュニティに帰属する一人の市民として、各々が多
様な活動を行う際の、異なったセクター同士を結ぶコミュニケーションツー
ルとしてのメディアの在り方、捉え方を考える。メディアも時代とともに多
様化し、インターネットの普及でグローバルな発信のメディアとして市民が
活用する機会・環境も生まれてきた。そこで市民社会 (特に地域社会) の課題
を前提に、如何様にコミュニケーション手段としてのコミュニティーメディ
ア、市民のメディアを捉えるべきか，を考える。
【到達目標】
本講義は毎回テーマ文脈を埋めながらメディア・コミュニケーションの歴史
等も時系列的に捉えなおし、最終的に、受講者に市民メディアの役割を理解
してもらうとともに、理想的な市民社会のコミュニケーション・モデル (規範
モデル) を考えることを目標とする。現状認識としてマス・メディアと市民メ
ディアの定義や機能・役割の違い、及び課題に焦点を当て比較検討し、その
視点を基にメディア相互の特性や機能についても考察していく。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」に関連
【授業の進め方と方法】
基本的に講義は対面、オンラインどちらの場合も、パワーポイント及びウェ
ブサイト・リンクや視聴覚教材を使った形式を取る。必要に応じて音声や画
像、You tube、DVD 動画の視聴等も取り入れる。授業計画にあるような全
体を繋ぐテーマを毎回設定しているため、講義後に提出いただく受講生のコ
メントや質問からピックアップした内容を基に、毎回講義内容を反映したＱ
＆Ａやディスカッションも盛り込もうと考えている。これらのことは講義に
おける双方の重要なコミュニケーションの一つと考えている。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス～地域情報・
コミュニケーションの過
去と現在（失われた空間
の意味するところ）：マ
ス・メディアの発展と限
界

本講義の前提となる社会状況を俯瞰す
る：高度経済成長期の花形メディアは
今いかなる状況にあるかを考える

2 回（3・
4）

市民メディアの種類と歴
史：パブリックアクセス
を学ぶ

多様なコミュニティメディアの役割を
時系列で総論的に扱う：市民メディア
のキーワードである『パブリックアク
セス』について考える

3 回（5・
6）

映画視聴①：ディスカッ
ションと解説

米国映画 (Public Access）を視聴する
：米国映画 (Public Access）について
の意見交換と解説

4 回（7・
8）

映画視聴②：ディスカッ
ションと解説

邦画 (コミュニティ放送前夜の時代を
描いた作品）を視聴する：日本のコ
ミュニティ・メディアを念頭に映画に
ついての意見交換と解説

5 回（9・
10）

動画視聴講義コミュニ
ティ放送を観る：コミュ
ニティ放送の概要と機能
　公共性指標

日本のコミュニティ FM 放送を取材し
た NHK ドキュメンタリーほか動画視
聴　意見交換と解説：北海道のコミュ
ニティ FM 放送調査を事例に解説

6回（11・
12）

コミュニティ放送の運営
課題：コミュニティ放送
と防災

日本のコミュニティ FM 放送の組織
経営の在り方と課題について：様々な
事例より、コミュニティメディアの防
災側面　リスク最大値からの教訓を考
える

7回（13・
14）

動画視聴講義テロ事件を
テーマとしたメディアリ
テラシー：ネット社会と
コミュニティメディア

映像をまじえて『メディアリテラ
シー』全般について考える：コミュニ
ティメディアのインターネット空間へ
の広がりにおける可能性と将来的な課
題を探る

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習のために、毎回事前に講義用のレジュメを学習支援システムにアップ
する。講義後はコメントシート作成も兼ねて授業の復習は十分お願いしたい。
また参考になる書籍やウェブサイト等を講義内で紹介するので適宜閲覧願う。
【テキスト（教科書）】
・『コミュニティ FM の可能性: 公共性・地域・コミュニケーション
　―』(北郷裕美著　青弓社）

【参考書】
・『日本のコミュニティ放送－理想と現実の間で－』（北郷裕美共著　晃洋書房）
・『新・公共経営論』（北郷裕美共著　ミネルヴァ書房）
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 ％、レポート試験 70 ％を原則的な配分として評価する。
【学生の意見等からの気づき】
毎回受講生のコメントや質問を参考にしながらその内容を具体的な事例を中
心に講義内で扱っていく。
【学生が準備すべき機器他】
講義は原則として、毎回 PC 機器、視聴覚機器（DVD 等）を使ったプレゼン
テーション型の講義を PPT で行う。受講生が PC を用意して講義ノートを
作成することは差し支えない。
【Outline (in English)】
The purpose of this lecture is to think about how community media as
communication means should be grasped on the premise of the problem
of civil society (especially local, 　 regional community).
Your overall grade in the class will be decided
based on the following:
- Class attendance and attitude in class: 30%
- Term-end examination reports: 70%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl520R1

都市文化論

増淵　敏之

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：文化・都市・観光／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
都市と文化の関わりについての議論を学際的に行っていくが、基本的に経年
的なアプローチを重視していく。都市の拡大とともに変容していく文化の諸
相の考察が本授業のテーマになる。学生には都市文化を学んでいくための幅
広い知識の習得を期待している。
【到達目標】
都市論の様々な議論を前提にした文化創出の政策的な手法、方法を理解する
ことを到達目標としたい。とくに都市政策の面においても文化の活用は重要
になってきているので、学生は具体的な事例を知識として習得することが必
要で、それを自分なりに多角的に考察する姿勢を身につけて欲しい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
都市政策を考える上で、都市が内包する文化を把握することが極めて重要であ
る。特にコミュニティ形成や新たな産業創出の上でも比重が高まってきてい
るといえるだろう。本授業では 1960 年代以降に日本で盛んになってきた都
市論全般を見ていくことから始めていくが、特に文化との関係性の強いものを
中心に取り上げていく。文化面が強調されていくのは 1980 年以降になるが、
前田愛、吉見俊哉などのいわゆるテクスト分析型の都市論、そして 1990 年
代以降のカルチュラルスタディーズ、文化社会学領域での都市論までを概観
していく。また都市文化を象徴する都市装置（劇場、映画館、カフェなど）に
も着目、都市文化の生成に果たした役割も見ていきたい。ポップカルチャー
もひとつの都市の文化として扱っていく。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンスと都市論の系
譜/Genealogy of
guidance and urban
studies

都市文化に関する基礎知識/Basic
knowledge about urban culture

2 回（3・
4）

近代においての都市形成
と博覧会の果たした役
割/The role played by
urban formation and
expositions in modern
times

都市形成とイベント/City formation
and events

3 回（5・
6）

「考現学入門」解読とカ
フェ論/Deciphering
"Introduction to
Thinking and
Learning" and Cafe
Theory

フィールドワークの事例紹介と都市文
化装置としてのカフェ/Case study of
fieldwork and cafe as an urban
cultural device

4 回（7・
8）

百貨店論、東京への文化
的装置の集
中/Department store
theory, concentration of
cultural equipment in
Tokyo

都市文化装置としての百貨店、文化装
置の東京への集中過程/Department
store as an urban cultural device,
the process of concentrating
cultural devices in Tokyo

5 回（9・
10）

東京への文化的装置の集
中、映画や小説の中の東
京/Concentration of
cultural equipment in
Tokyo, Tokyo in movies
and novels

文化装置の東京への集中過程、映画や
小説の中に見る東京の変容/The
process of concentration of cultural
equipment in Tokyo, the
transformation of Tokyo seen in
movies and novels

6回（11・
12）

アジアの諸都市/Asian
cities

アジアの諸都市にみられる文化の変容
を見ていく、例：バンコク、マニ
ラ/Look at the cultural
transformations of Asian cities, eg
Bangkok, Manila

7回（13・
14）

都市と異文化受容、都市
というメディア/The
media of cities,
cross-cultural
acceptance, and cities

異文化の受容による都市文化の変容、
都市をメディアととらえるアプロー
チ/Transformation of urban culture
by accepting different cultures,
approach to seeing cities as media

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
復習をしてきてください。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準と
します。

【テキスト（教科書）】
レジュメを使用
【参考書】
授業中に適宜、紹介する。
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 ％、レポート 70 ％
【学生の意見等からの気づき】
都市文化を地域再生に結びつける方策について適宜、議論していく。授業の
内容も適宜、工夫していく。
【学生が準備すべき機器他】
PC.DVD の使用もある。
【その他の重要事項】
多少、内容等が変わる可能性もある。基本的には対面で実施するが、状況に
応じてオンラインで実施することもある。オフィスアワー：月 16 － 18 時。
【Outline (in English)】
Discussions on the relationship between cities and culture will be
conducted interdisciplinaryly, but basically we will emphasize aging
approaches. The theme of this lesson is the consideration of various
aspects of culture that transforms as the city expands. I expect students
to acquire a wide range of knowledge to learn urban culture.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

SOC520R1

文化社会学

宮入　恭平

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：文化・都市・観光／
その他属性：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
文化社会学は、経済学、哲学や政治学からメディア研究やカルチュラル・スタ
ディーズにいたるまで、さまざまな領域を横断する学問分野です。したがっ
て、学際的な視座が必要になります。この授業では、基本的な理論を理解し
ながら、社会科学の文脈から文化を分析するための方法を学びます。
【到達目標】
修士論文を書くために必須となる、論理的かつ批判的な視座からの思考を身
につけます。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に関連
【授業の進め方と方法】
授業は資料と教科書を使って進めます。1 回につき 2 コマ分の授業をおこな
います。なお、資料の配布、およびリアクションペーパーとレポートの提出
には「学習支援システム」を利用します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

イントロダクション／
「結合と分離」

この授業について／教科書 Part1

2 回（3・
4）

「アイデンティティ」、「嘘
と秘密」

教科書 Part1

3 回（5・
6）

「羨望と嫉妬」、「楽しみと
退屈」

教科書 Part2

4 回（7・
8）

「病と死」、「コミュニ
ティ」

教科書 Part2、Part3

5 回（9・
10）

「仕事と生活」、「異文化コ
ミュニケーション」

教科書 Part3

6回（11・
12）

「メディア」、「ネット社
会」

教科書 Part4

7回（13・
14）

「ステレオタイプ」／まと
め

教科書 Part4 ／全体のまとめ

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
教科書、配布資料やノートを使って、授業内容の確認をしてください。本授
業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
渡辺潤（監修）『新版コミュニケーション・スタディーズ』世界思想社、2021年
【参考書】
授業中に紹介します。
【成績評価の方法と基準】
リアクションペーパー（50%）、レポート（50%）
【学生の意見等からの気づき】
質問など学生からの声に耳をかたむけ、建設的に反映させます。
【その他の重要事項】
・教科書が必須になるので必ず用意してください。
・資料の配布、およびリアクションペーパーとレポートの提出は「学習支援シ
ステム」を利用します。
【Outline (in English)】
Sociology of culture is a discipline which includes many different fields
from economics, philosophy and politics to media studies and cultural
studies. Therefore, an interdisciplinary perspective will be needed. In
this course, we will discuss about the relationship between culture and
society while understanding the basic theories. The aim of this course is
to help students acquire how to analyze “culture” in the context of social
science.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

TRS520R1

コンテンツツーリズム論

増淵　敏之

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：文化・都市・観光／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
現在、コンテンツツーリズムが注目を集めてきている。従来的にいえば「聖
地巡礼」ということになるのであろうが、ファンがコンテンツ作品に興味を
抱いて、その舞台を巡るというものである。こうして記すと別に目新しいも
のではないという見方もできるであろうが、現在のコンテンツツーリズムは
単に観光文脈だけではなく、地域の再生や活性化と結びついている点が重要
である。本講義では国内の事例を中心にその展開過程、また今後の国の捉え
方や新たなスキーム創出までを射程に入れて論じていく。
【到達目標】
到達目標としてはそれぞれの事例を分析し、評価できる能力をつけることに
置く。特にコンテンツ作品に対する理解、地域でのコンテンツ創出の可能性、
クールジャパンの政策枠組みの理解、幅広い知見の習得に努めてもらいたい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」に関連
【授業の進め方と方法】
観光文脈でのコンテンツの効用を考察していく。授業はコンテンツツーリズ
ムの定義付けからこれまでの流れ、そして最近の事例を紹介しながら進めて
いく。地域振興としては新たなアプローチといえるので、課題も当然、様々
存在することから、適宜の議論を交えていく。またコンテンツ作品そのもの
の紹介も行っていきたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス、コンテン
ツ・ツーリズム概
要/Guidance and
Content Tourism
Overview

ガイダンス、コンテンツ―リズムの定
義/Guidance, Content-Definition of
Rhythm

2 回（3・
4）

コンテンツ・ツーリズム
の歴史、『北の国から』の
魅力/History of content
tourism, the charm of
"From the North
Country"

コンテンツツーリズムのこれまでの経
緯、テレビドラマによる観光創出の事
例紹介/Introducing the history of
content tourism and examples of
tourism creation through TV
dramas

3 回（5・
6）

大河ドラマの魅力、韓流
ドラマ『冬のソナタ』の
魅力/The charm of the
taiga drama, the charm
of the Korean drama
"Winter Sonata"

テレビドラマによる観光創出の事例紹
介、韓流ブーム/Introducing
examples of tourism creation
through TV dramas, Korean
cultural boom

4 回（7・
8）

「水木しげるロード」がで
きた理由、『らき☆すた』
現象/The reason why
"Mizuki Shigeru Road"
was created, the
"LuckiStar"
phenomenonc

マンガ、アニメによる観光創出、アニ
メツーリズム/Tourism creation
through manga and anime, anime
tourism

5 回（9・
10）

司馬遼太郎と藤沢周平、
コンテンツがつくるイ
メージ/Ryotaro Shiba
and Shuhei Fujisawa,
the image created by
the content

歴史小説及びその映像化による観光創
出の事例紹介、イメージの形成につい
て/Introducing examples of tourism
creation through historical novels
and their visualization, and
forming images

6回（11・
12）

ご当地ソング考、「鬼滅の
刃」を巡る/Around the
local song, "Kimetsu no
Yaiba"

ご当地ソングによる観光創出、小説の
ツーリズム具体例/Tourism creation
by local songs, concrete examples of
novel tourism

7回（13・
14）

新海誠作品を巡る、長井
龍雪作品を巡る/Makoto
Shinkai’s work,
Ryusetsu Nagai’s work

現在のアニメツーリズムの動向、イン
バウンド観光への影響/Current
trends in anime tourism, impact on
inbound tourism

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業の復習をしてきて下さい。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標
準とします。
【テキスト（教科書）】
レジュメを中心に授業を進める。

【参考書】
「物語を旅するひとびと」増淵敏之, 彩流社
「物語を旅するひとびと 2」増淵敏之, 彩流社
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 ％、レポート 70 ％
【学生の意見等からの気づき】
具体的な事例を中心にした学生の発表も交えていく。
【学生が準備すべき機器他】
PC、DVD を使用することもある。
【その他の重要事項】
多少、内容が変わることもある。基本的には対面で実施するが、状況に応じ
てオンラインで実施することもある。オフィスアワー：月 16 － 18 時。
【Outline (in English)】
Currently, content tourism is attracting attention. Conventionally
speaking, "pilgrimage to the Holy Land" will be to be understood, but
fans are interested in content works and go through the stage. In this
way it will be possible to think that it is not a novelty, but it is important
that current content tourism is not only related to the tourism context
but also to the revitalization and revitalization of the region. In this
lecture, we focus on domestic cases and discuss the development process,
the way of capturing the future of the country and the creation of new
schemes in the range.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

TRS520R1

観光開発論

北郷　裕美

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：文化・都市・観光／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
観光開発、観光振興、地域振興の全体を俯瞰しながら、地域の観光化の功罪
についても考察する。観光の歴史や観光産業の実態を検証しながら、観光は
生活文化主体の地域文化であることを再確認する。さらにこの問題を最終的
には政策や制度の問題と結びつけて観光開発のこれからを考える。
【到達目標】
この授業では、観光開発がもたらす社会問題に目を向け、それを観光地住民
の課題として考える。観光開発の功罪という両側面から見ることで、最終的
には、観光文化の意義、意味をネガティブなものからポジティブなものへと
転換し、観光地住民の手で観光を創造するにはどのような方法があり得るの
か、あるいはどのように支援することができるのかを学修する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP4」に関連
【授業の進め方と方法】
各自の論文執筆にどう活かせるかを学ぶ。教員のこれまでの具体的な調査活
動や研究実績を基にして、基本的に座学で行うが、各自の研究テーマに沿った
形ディスカッションやワークショップを試みたい。具体的な講義形式は、毎回
スクリーンにパワーポイント及びウェブサイト・リンクを使った形式で投影
しておこなう。必要に応じてレジュメの配布（学習支援システムに事前アッ
プ）、板書、音声や画像、DVD 動画の視聴等も取り入れる。また課題提出を
毎回課す。詳細はガイダンス時に行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス　観光開発と
は

最初に授業全体を概観し、本講義の目
的や到達点を確認する
観光開発とは何かという原点を共有す
る

2 回（3・
4）

観光開発における功と罪
　地域創生における観光

観光の意味を再確認しながら観光化に
おけるメリット、デメリットを考察
する
観光資源の在り方を通して地域創生の
課題を考える

3 回（5・
6）

サスティナブルツーリズ
ム

現在盛んに語られている SDGs につ
いて再考し、そこと観光の関連を通し
て「サスティナブルなツーリズム」の
意義を考える

4 回（7・
8）

日本の観光開発の歴史 明治期から現在に至るまでの日本の観
光開発の歴史を俯瞰していく
過去から現在、未来へとその足跡を
辿っていくことで観光開発について再
考する

5 回（9・
10）

観光産業の成り立ち 旅行業の在り方に関して、産業面での
捉え方を前提に具体的な交通手段、宿
泊施設について「観光産業論」として
検証する

6回（11・
12）

地域振興と観光　具体的
な観光課題の検証（アク
ティブラーニング）

東北の K 市の観光政策を事例として
検証し簡単なワークショップを行う
この回の準備学習等は事前に告知する

7回（13・
14）

ホスピタリティと観光行
政　これからの観光を考
える

「おもてなし」の意味を再検証し、正し
く「ホスピタリティ」について考える
　地域振興との関連から、観光を政策
や制度面から捉えなおし、現状を踏ま
えた「観光開発のこれから」を考える

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習のために、毎回事前に講義用のレジュメを学習支援システムにアッ
プする。講義後はコメントシート作成も兼ねて授業の復習は十分お願いした
い。また参考になる書籍やウェブサイト等を講義内で紹介するので適宜閲覧
し、授業時間以外に学修してもらうことを望む。本授業の準備学習・復習時
間は各 2時間を標準とする。ただし普段から社会全体で議論されている内容
（報道等）には注意深くあって欲しい。
【テキスト（教科書）】
特には設けないが毎回作成する PPT を通して独自のノートを作成してほしい
　文献等はその都度紹介していく

【参考書】
ジョン・アーリ、加太宏邦訳『観光のまなざしー現代社会におけるレジャー
と旅行』法政大学出版、1995 年
須藤廣、遠藤英樹『観光社会学 2.0 ―拡がりゆくツーリズム研究』明石書店、
2018 年
長谷政広『観光振興論』税務経理協会 1998 年
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 点、レポート 70 点
【学生の意見等からの気づき】
コメントシート又は対面による学生の感想・意見を聞きながら授業を行う
【Outline (in English)】
With overlooking tourism development, tourism promotion, and
regional promotion, we consider the advantages and disadvantages of
regional tourism. 　 In addition, in this lecture, it is important to
examine the history of tourism and the actual situation of the tourism
industry. Therefore, it is possible to reconfirm that tourism is a local
culture centered on daily life. 　 Ultimately, we will consider the future
of tourism development by linking this issue with policy and system
issues.
Your overall grade in the class will be decided
based on the following:
- Class attendance and attitude in class: 30%
- Term-end examination reports: 70%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

BSP520R1

フィールドワーク論

北郷　裕美

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：文化・都市・観光／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義では、フィールドワーク (現地調査）の理論と基本技術を身に付けるこ
とを目的とする。この講義では基本的に質的調査に軸足を置く予定である。
【到達目標】
フィールドワークの技法にはさまざまな種類があるが、まずはそれらを体系
的に理解し、最終的には各自の研究テーマに合った調査法を選択すべきであ
る。論文執筆にあたり、全体構成の中でフィールドワークの役割と位置づけ
を構築し、実践できるようになることが到達目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP2」に関連
【授業の進め方と方法】
フィールドワークには様々なアプローチがあるが、論文執筆にそれをどう生か
すかについて学んでもらう。具体的な講義形式は、毎回スクリーンにパワー
ポイント及びウェブサイト・リンクを使った形式で投影しておこなう。必要
に応じてレジュメの配布（学習支援システムに事前アップ）、板書、音声や画
像、DVD 動画の視聴等も取り入れる。また課題提出を毎回課す。また、新型
コロナ感染対応の状況次第であるが、合同でフィールドワークも実践したい。
詳細はガイダンス時に行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンフィールドワー
クの基本

授業の目的と到達目標を確認し、講義
全体を俯瞰する
質的研究（調査）の再評価を中心に歴
史や意義を学ぶ

2 回（3・
4）

フィールドワーク概論① 定性調査を基に、フィールドワークの
理論や概念、仮説の立て方等を学ぶ

3 回（5・
6）

フィールドワーク概論② 理論に基づいた事例研究に際し、方法
論（調査技法）の長所短所について検
証する

4 回（7・
8）

フィールドワーク　具体
的手法①

テキストベースの文献調査、アクショ
ンとしての参与観察等を通して手法の
実際を学ぶ

5 回（9・
10）

フィールドワーク　具体
的手法②

アンケート・インタビュー手法を中心
に具体的なシミュレーションを行う
ロールプレイ的に簡単なワークショッ
プも想定している

6回（11・
12）

CASE 　 STUDY(事例
をもとに)

フィールドワークの実際について、事
例を基に学ぶ
例）『暴走族のエスノグラフィー（佐
藤郁哉著）』
例）『コミュニティ FM の可能性（北
郷裕美著）』を用いて視覚的に解説する

7回（13・
14）

総括　資料作りと様々な
フィールドワーク・ツー
ル

これまでの学びを通して、収集した資
料の分類・整理から生まれる新たな知
見や理論構築について再考する
またデータ分析等に用いる様々なツー
ル（ハード機器　ソフトウェア）を情
報リテラシーを用いて整理し、受講生
各自の今後のフィールドワーク活動に
ついての方針や計画についての発表を
行う

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習のために、毎回事前に講義用のレジュメを学習支援システムにアッ
プする。講義後はコメントシート作成も兼ねて授業の復習は十分お願いした
い。また参考になる書籍やウェブサイト等を講義内で紹介するので適宜閲覧
し、授業時間以外に学修してもらうことを望む。本授業の準備学習・復習時
間は各 2時間を標準とする。ただし普段から社会全体で議論されている内容
（報道等）には注意深くあって欲しい。
【テキスト（教科書）】
特には設けないが毎回呈示する PPT を通して独自のノートを作成してほしい
【参考書】
佐藤郁也 (2008）「質的データ分析法―原理・方法・実践』新曜社
北郷裕美（2015）『コミュニティ FM の可能性』青弓社
佐藤郁哉（1984-2011）『暴走族のエスノグラフィー』新曜社

【成績評価の方法と基準】
平常点 30%、レポート 70%

【学生の意見等からの気づき】
コメントシート又は対面による学生の感想・意見を聞きながら授業を行う
【Outline (in English)】
The aim of this lecture is to acquire the theory and basic techniques
of fieldwork (fieldwork).This lecture will basically focus on qualitative
research.
Your overall grade in the class will be decided
based on the following:
- Class attendance and attitude in class: 30%
- Term-end examination reports: 70%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

TRS520R1

観光マーケティング論

青木　洋高

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：文化・都市・観光／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「観光」は不況、人口減少、高齢化など厳しい環境下におかれた我が国にとっ
ての救世主として注目されている領域である。とりわけ疲弊した地方都市の
「活性化」という側面ではその期待も大きい。
一方で、旅行者のニーズは多様化し、さらにインターネットの普及で旅行者
個人による情報収集や手配が可能になり旧来の旅行代理店の優位性が崩れつ
つあるほか、地域の実態に即した「持続可能な観光」形態が求められてきた
ことなど、時代の変化による様々な要因を背景にその観光スタイルも変化し
つつある。これら多種多様な旅行者のニーズを的確に捉え、旅行者の満足を
最大化し、「持続可能な観光」を維持、発展させるためには「マーケティング」
の発想が欠かせない。この授業では、「マーケティング」についての基礎的な
理論を把握したうえで、観光産業における具体的な事例を交えながら、その
プロセスを学習していく。
成長産業と位置付けられていた「観光」も、このコロナ禍において、そのポジ
ショニングがあらためて見直されている。「新たな日常」のなかで「観光」が
どのように変容をしていくのか、という視点を織り交ぜていきたい。
【到達目標】
観光マーケティングの基礎的な理論を習得し、その役割や重要性を理解する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
観光マーケティングの理論を考察する。観光産業における具体的な事例を積
極的に紹介し、ケーススタディを交えながら進めていく。共通テーマでのディ
スカッションなどを取り入れた双方向な授業を目指す。
講義のなかで複数回、実務者のゲスト講師を迎えて講義・討議を行う（詳細
は初回講義時に説明。そのため授業計画の順序は変更になる場合がある）。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス、授業の進め
方

観光マーケティングとは何か、観光の
「いま」を知る。

2 回（3・
4）

デスティネーションにお
けるマーケティング戦略
①

具体的事例をベースに各地域の取り組
みと課題を考察する。

3 回（5・
6）

航空会社におけるマーケ
ティング戦略

激動の航空業界の現況を理解する。Ｌ
ＣＣとＦＳＡ、プライシング戦略など。

4 回（7・
8）

鉄道会社におけるマーケ
ティング戦略

観光需要の創造、地域振興に対する鉄
道会社の取り組みを把握する。

5 回（9・
10）

旅行会社におけるマーケ
ティング戦略

旅行会社のプロモーション戦略、旅行
商品の流通、これからの旅行業界の姿
などを学ぶ。

6回（11・
12）

宿泊施設におけるマーケ
ティング戦略

多様化するホテル、旅館業界について
学ぶ。宿泊施設の収益モデル、外資系
ホテルの参入など。

7回（13・
14）

デスティネーションにお
けるマーケティング戦略
②

具体的事例をベースに各地域の取り組
みと課題を考察する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
講義で取り扱った内容を各自の研究テーマとリンクさせながら復習し、次の
講義に臨むこと。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
レジュメを中心に授業を進める。
【参考書】
講義の中で、適宜紹介する。
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 ％、レポート 70 ％。
【学生の意見等からの気づき】
各回の冒頭で理解の確認を図るための振り返りの時間を確保したい。

【Outline (in English)】
“Tourism” is a field currently gaining a significant attention as a savior
of Japan in the tough environments such as economic depression,
population decline, and aging. In particular, it has particularly large
expectations for the aspect of “Revitalization” in exhausted local cities.
On the other hand, needs of tourists become diversified and traditional
travel agencies have been losing their advantageous grounds due
to information collection and travel arrangement by each individual
tourist himself through the wide spread of the Internet while the
tourism style itself has also been changing on the background of
various factors with the change of the times such as requiring a form
of “Sustainable tourism” in harmony with actual local conditions. It
will absolutely need a concept or idea of “Marketing” when accurately
comprehending a large variety of tourist needs, maximizing the tourist
satisfaction, and then developing “Sustainable tourism”. In this class,
on the basis of understanding the basic theory of “Marketing”, you will
learn the process of tourism industry by examining particular cases
in the industry. 　"Tourism" once positioned as a growing industry,
has been re-positioned in the current Covid-19 epidemic. I like to
incorporate how "sightseeing" will shift in the "new daily routines".
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

地域経営戦略論

橋本　正洋

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義は、霞が関及び地方の政策責任者をはじめ、地域政策研究の
第一人者、地方創生の担い手、地方の産業指標の見える化の専門家
をゲストに迎え、地方創生に必要な取り組みを経済産業政策、企業
経営戦略などの側面から多面的に考える。これにより、得た内容を
実務（政策立案・運営、企業戦略）に活かすことを目指す。

【到達目標】
具体的に、日本経済の状況を踏まえたうえで、各地方における政策、
取り組みなどを把握し、どのような成功例、課題があるかを理解す
ることを目指す。その上で、地方経済再生のための戦略論を考察す
ることを目指す。特に、地域経営とは何か、受講者自らが定義を示
すことが重要である。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP3」
「DP4」に関連

【授業の進め方と方法】
イントロダクションにより地域経営戦略に関する概要を理解したう
えで、官界、学界、実践家の第一人者からのレクチャーを受け、グ
ループディスカッションを行い、今後の地方行政、政策運営、企業
の経営戦略などに必要な発想、取り組みを考察する。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション 地域経営戦略とは何か。

2回（3・
4）

地域経営と政策 ゲスト講師からのプレゼンテー
ションを基に、わが国の経済政策
（マクロ、地方振興策など）の方
向性、特徴を確認する。その中
で、地方の活性化、地方創生など
のためにどのような政策が行われ
ているか理解する。

3回（5・
6）

地域経営戦略① 地域政策研究の第一人者からの講
義を基に議論する。

4回（7・
8）

地域経営戦略② 国の地域イノベーション政策担当
責任者からの講義を基に、地域に
おけるイノベーション創生の議論
を行う。

5回（9・
10）

地域経営戦略③ 地域行政の責任者を招き、地域行
政の進め方、課題についての講義
に基づき議論する。

6 回
（11・
12）

地域経営戦略④ 地域の様々なデータの分析手法に
ついて専門家からの講義を受け演
習を行う。

7 回
（13・
14）

まとめ 一連の講義を通して、地域地方経
営に必要な政策等を受講者間で議
論する。また、地域経営に関する
疑問を解決し、更なる学習への橋
渡しを行う機会とする。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日常起きている経済活動や経済事象について関心を高め、それが地
方の経済、社会動向などと、どのような関係にあるか、深く検討す
ることが必要。すべての履修者は、そうした検討に基づいてプレゼ
ンテーション、ディスカッションに参加することが求められる。

【テキスト（教科書）】
教員、ゲスト受講者から資料を提示する。

【参考書】
授業の進展に伴い、適切な参考図書等を提示する。

【成績評価の方法と基準】
平常点 (授業中の発表・ディスカッションへの参加等)（おおむね５
０％）、プレゼンテーション（おおむね５０％）とする。

【学生の意見等からの気づき】
グループディスカッションへの積極的参加が重要。
地域経営戦略分析に有効な手法に関する講義を含む。

【学生が準備すべき機器他】
一部遠隔講義がありうるので、パソコンを持参すること。

【その他の重要事項】
今年度限りの貴重なゲストもおられるので、受講機会を逃さないよ
うに。

【Outline (in English)】
In this lecture, we welcomed leaders in regional policy
research, leaders in regional revitalization, and experts in
visualization of regional industrial indicators, as well as
Kasumigaseki and regional policy managers. We consider
initiatives from multiple perspectives, such as economic and
industrial policy and corporate management strategy. Through
this, we aim to utilize what we have learned in practice (policy
planning and management, corporate strategy).

— 38 —



政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl520R1

地域イノベーション論

橋本　正洋

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義は、国の政策全般を俯瞰したうえで、イノベーション政策にフォー
カスする。研究に政策要素（国、自治体の関与）がある学生には履修を
推奨する。
　ここでは、地域における経済再生戦略に必要な、国や地域のイノベー
ション政策のうち重要なものを取り上げ、それらの歴史的背景と現在の
課題について検討する。これに基づき、地域イノベーションを創成する
ための地域産業政策の在り方、地域経済再生のための戦略論について考
察する。
　

【到達目標】
政策立案の仕組みを明らかにするとともに、イノベーションとは何かを
踏まえ、日本のイノベーション政策の大きな流れ、特に構造改革型政策
を理解し、地域イノベーションとの関係を認識できるようにする。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
政策の仕組みとイノベーション創生のモデルを理解したうえで、関係す
るイノベーション政策について概観したうえで、グループワークにより
個別の政策、システムについて検討し、グループ及び全体で討議するこ
とにより本質的な理解を得る。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

ガイダンスとイントロ
ダクション

講義の目的、進め方について説明
し、イノベーションに関する基本的
概念とモデルを説明する。

2回（3・
4）

政策プロセスとイノ
ベーション政策概観　

日本の政策プロセスとイノベーショ
ン政策を概観し、重要な事項につい
て解説する。グループ分けを行い課
題を選択する・

3回（5・
6）

イノベーション政策１ 科学技術基本法制定、総合科学技
術・イノベーション会議設置と日本
のイノベーション政策

4回（7・
8）

イノベーション政策２ 大学等技術移転促進法制定（ＴＬＯ
法）、99 年：産業活力再生特別措置
法制定（日本版ﾊﾞｲﾄﾞｰﾙ）と大学技
術移転、大学発ベンチャー

5回（9・
10）

イノベーション政策３ 国立大学法人化・大学改革

6 回
（11・
12）

イノベーション政策４ 産業クラスター・地域イノベーショ
ン政策

7 回
（13・
14）

イノベーション政策５ 省庁再編・独法改革

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日常起きている産業経済活動や政策について関心を高め、それが国全体
及び地方の政策、産業社会と、どのような関係にあるかを常に考えること
が必要。すべての履修者は、そうした検討に基づいてプレゼンテーショ
ン、ディスカッションに参加することが求められる。

【テキスト（教科書）】
講義の際に配布する。

【参考書】
講義の際に適宜資料を紹介する。

【成績評価の方法と基準】
グループディスカッションによるプレゼンテーション、講義への貢献及
び必要に応じ最終課題（実施の場合およそ 50 ％）により採点する。

【学生の意見等からの気づき】
毎回講義後にアンケートによりフィードバックを行い、講義の内容を調
整する。

【学生が準備すべき機器他】
プレゼン用のパソコン等を用意すること。

【その他の重要事項】
実務経験のある教員による授業です。経済産業省における実経験とその
ネットワークにより内容を構成します。

【Outline (in English)】
This lecture will focus on innovation policy after taking a bird’s-eye
view of national policies in general。 Students who have policy
elements(involvement of national or local governments) in their
research are recommended to take this course.Innovation that
occurs in a company is strongly influenced by the environment of
each country (National Innovation System) in the company. This is
due to the establishment of legal systems, tax systems, intellectual
property systems, finance, and support organizations that differ
from country to country. In order to bring about innovation in the
region, it is necessary to establish appropriate innovation policies
at the national and regional levels. In this lecture, we will take
up important national and regional innovation policies necessary
for regional economic revitalization strategies, and examine their
historical background and current issues. Based on this, we
will consider the ideal way of regional industrial policy to create
regional innovation and the strategic theory for regional economic
revitalization.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

商店街活性化論

井上　善海

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
人口減少、大型店の郊外進出、コンビニの出現・増加、ネット通販の拡大等、
商店街を取り巻く経営環境は、それぞれの時代において大きく変化してきま
した。それに対し、政府は各種の中心市街地政策や商店街政策を講じてきま
したが、これらの政策が目に見える効果を上げてきたかどうかは議論が分か
れるところです。
本講義では、商店街が今後も地域コミュニティの担い手として期待される役
割を発揮していくためには、どのような政策や取り組みが必要かについて考
察していきます。
【到達目標】
①地域経済における商店街の役割について説明できる。
②ショッピングセンター等の商業集積とは異なった商店街の経営特性につい
て説明できる。
③経営環境の変化に対応し、存続・成長を続けていくための商店街活性化策
ついて説明できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
講義は配布資料をもとに進めます。また、講義の内容をもとにしたディスカッ
ションも行います。理解度を把握するため、定期的に講義の中でミニレポー
トを課します。講義内容に関する質問は、講義中以外にも、オフィスアワー
やメール等で受け付けます。質問への回答は受講者全員で共有するため講義
に反映させます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

流通革命と中小小売業 消費者サイドが市場を定義する主役と
なる第三次流通革命の進展と中小小売
業の対応について。

2 回（3・
4）

商店街の現状と歴史 小売立地の構造的変化と商店街の衰
退、規制緩和と競争激化、業種から業
態への変化、ネットワーク化への対応
といった中小小売業の経営危機につい
て。

3 回（5・
6）

商業集積としての商店街 自然発生的な日本の商店街と計画形成
的な米国発祥のショッピングセンター
との経営特性の違いについて。

4 回（7・
8）

地域経済における商店街
の役割

地域コミュニティの核となる商店街の
果たすべき社会的、公共的役割の向上
を通じて、商店街に賑わいを創出し活
性化を図ることについて。

5 回（9・
10）

商店街活性化政策①
「商店街活性化計画」

商店街のもつ限られた経営資源を効率
良く活用するするための「商店街活性
化計画」について。

6回（11・
12）

商店街活性化政策②
「空き店舗対策・個店の魅
力アップ」

商店街は個店の集積であり、魅力ある
個店が増えることで商店街が活性化す
ることについて。

7回（13・
14）

商店街活性化政策③
「後継者育成」

若手・後継者などの内部人材を商店街
の新たな担い手として発掘・育成する
ことについて。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習ではシラバスをもとに参考図書等を用い事前学習をしておいてくだ
さい。復習では目安となる水準を講義中に示します。本授業の準備学習・復
習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
講義の際に資料を配布します。
【参考書】
中小企業庁編『中小企業白書』（各年度版）
その他、講義テーマごとに適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
本講義の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、講義内での平常点（講
義内での発言・貢献度）４０％、講義内で課す課題レポート６０％により成
績評価を行います。

【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline (in English)】
The business environment surrounding shopping districts has changed
dramatically in each era, such as population decrease, the expansion of
large stores in the suburbs, the appearance and increase of convenience
stores, and the expansion of online mail order. On the other hand,
the government has taken various central city policies and shopping
street policies, but it is a matter of argument whether these policies
have made visible effects.In this lecture, we will consider what policies
and initiatives are necessary for the shopping district to continue to
demonstrate the role expected as a carrier of the local community.

— 40 —



政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

新産業創出論

井上　善海

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：経済・社会・雇用／
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
IoT、ビッグデータ、人工知能（AI）、ロボットに代表される技術革新によっ
て新産業が生まれる第 4 次産業革命が、想定外のスピードとインパクトで進
行しています。第 4 次産業革命は、大企業だけでなく中小企業や地域経済へ
も大きな影響を与えています。
本講義では、第 4 次産業革命に対応した地域経済の発展と中小企業に焦点を
当て、地域の産業資源を最大限に活用した新産業創出のあり方やそれを支援
する政策について考察を行います。
【到達目標】
①第 4 次産業革命の地域経済や中小企業への影響について説明できる。
②新産業創出の外発的、内発的な政策について説明できる。
③新産業創出のための支援機関や自治体の独自政策の必要性について説明で
きる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
5 回の授業は、外部からゲスト講師を招いて、多角的な視点から新産業の創出
について考察を行います。また、授業の内容をもとにしたディスカッション
も行います。理解度を把握するため、授業内容に関する質問は、授業中以外
にも、オフィスアワーやメール等で受け付けます。質問への回答は受講者全
員で共有するため講義に反映させます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

第 4 次産業革命と新産業
創出

第 4 次産業革命が新産業創出に及ぼす
影響について。

2 回（3・
4）

多様なイノベーションの
組み合わせによる新産業
創出

製造業のイノベーションについて。
【ゲスト講師：未定】

3 回（5・
6）

オープンイノベーション
による新産業創出

イノベーションを加速化するための
オープンイノベーションシステムにつ
いて。
【ゲスト講師：大手メーカー R&D 担
当】

4 回（7・
8）

新産業創出支援機関の役
割

中小機構の新事業創出支援の役割、商
工会議所のビジネスサポートデスクの
役割、事例
【ゲスト講師：元公的支援機関職員・現
金融機関シンクタンクコンサルタント】

5 回（9・
10）

新産業創出と知的財産権 迅速かつ柔軟な新産業創出を可能とす
る知的財産戦略について。
【ゲスト講師：特許事務所長・弁理士】

6回（11・
12）

IT 投資による新産業創出 新産業創出における IT 投資の重要性
について。
【ゲスト講師：元外資系企業 IT 担当・
現 IT コンサルタント】

7回（13・
14）

産学連携による新産業創
出

大学研究室と地域企業との連携による
様々な製品開発や実用化研究について。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習ではシラバスをもとに参考図書等を用い事前学習をしておいてくだ
さい。復習では目安となる水準を講義中に示します。本授業の準備学習・復
習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
講義の際に資料を配布します。
【参考書】
講義テーマごとに適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
本講義の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、講義内での平常点（講
義内での発言・貢献度）４０％、講義内で課す課題レポート６０％により成
績評価を行います。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし

【Outline (in English)】
The 4th industrial revolution where new industries are born by IoT,
big data, artificial intelligence (AI), technological innovation typified by
robot is progressing with unexpected speed and impact. The Fourth
Industrial Revolution has great influence not only on large enterprises
but also on SMEs and regional economies. In this lecture, we focus
on the development of regional economies that respond to the Fourth
Industrial Revolution and focus on small and medium enterprises and
consider how to create new industries that maximally utilize local
industrial resources and policies that support them .
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

アントレプレナーシップ論

田中　克昌

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
アントレプレナー（entrepreneur）は、企業家や起業家と訳されて
います。そのため、アントレプレナーシップ（entrepreneurship）
は起業家精神、あるいは、企業家精神とされていますが、本来的に
は、事業を創造し挑戦する能力や姿勢をあらわしています。授業で
は、アントレプレナーシップに関する先行研究を踏まえた上で、企
業家による事業創造や、起業家によるスタートアップ企業の立ち上
げについて学修します。

【到達目標】
・アントレプレナーに関する先行研究を理解し、論文執筆に活用で
きるようになる。
・企業の事業創造やスタートアップの起業について幅広い事例を通じ
た学修により、自らの研究及び実務に応用し活用できるようになる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP4」
に関連

【授業の進め方と方法】
授業はテキストと講師が提供する資料をもとに行います。授業で学
修した内容の定着と実践的な活用を図るため、グループディスカッ
ション等により実践的に考察を深めます。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

アントレプレナーシッ
プとは

アントレプレナー／アントレプレ
ナーシップに関する多様な研究者
の理論について学修し、研究の特
徴や変遷について考察します。

2回（3・
4）

事業創造と事業機会 企業が事業創造するための事業機
会の発見や評価の方法について学
修します。また、その事業機会か
ら事業アイデアを創出する方法に
ついても学修します。

3回（5・
6）

事業創造とビジネスモ
デル構築①

企業の事業創造におけるプロセス
について学修します。事業アイデ
アをもとに事業コンセプトを定義
し、経営資源を見極めるプロセス
について学修します。

4回（7・
8）

事業創造とビジネスモ
デル構築②

企業の事業創造におけるプロセス
について学修します。事業コンセ
プトと経営資源の見極めをもと
に、ビジネスモデルを構築しま
す。

5回（9・
10）

起業と理念 0から 1を起こす起業の視点から
アントレプレナーシップについ
て、起業にあたってのパーパス、
ミッションやビジョンについて学
修します。

6 回
（11・
12）

スタートアップ企業へ
の進展

起業後、スタートアップ企業とし
て成長を果たすための取り組みで
あるマーケティング、人的資源管
理、資金調達と運用について学修
します。

7 回
（13・
14）

アントレプレナーシッ
プの実践

事業創造と起業（スタートアップ
企業）に関する学修を踏まえて、
ビジネスモデルの構築やビジネス
プランの作成に取り組みます。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回の授業の前後に、各 2 時間ほどかけて授業内容を理解すること
を目安とします。

【テキスト（教科書）】
井上善海・田中克昌編著『事業創造と起業入門』中央経済社。
授業内容によっては、講師が資料を用意します。

【参考書】
適宜、授業の中で提示します。

【成績評価の方法と基準】
課題レポート６０％、授業への貢献度４０％

【学生の意見等からの気づき】
本年度新規担当科目につきアンケートを実施していません。

【学生が準備すべき機器他】
本授業は対面形式を予定していますが、COVID-19 の感染状況に
よってはオンライン授業となることも想定しています。その際には、
各自 PC環境を用意ください。

【その他の重要事項】
実務経験のある教員による授業：担当教員は大手電機メーカー勤務
経験を有し、経営戦略の策定と実行にも携わった経験がある。また、
博士学位（経営学）とともに、経営コンサルティングの国家資格で
ある中小企業診断士としても活動し、2030SDGs公認ファシリテー
ター、2050カーボンニュートラル公認ファシリテーターとしても活
動している。これらの経験を活かし、理論と実践を融合した観点か
らアントレプレナーシップについて学修機会を提供できる。

【Outline (in English)】
Entrepreneurship is essentially the capability and attitude
to create and challenge businesses. In this course, students
learn about business creation and start-up companies by en-
trepreneurs, based on previous research on entrepreneurship.
Students are expected to spend about 2 hours before and after
each class to familiarize themselves with the course content.
The overall grade for the class will be as follows. Report 60%;
Contribution to class 40%.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

経営戦略論

井上　善海

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義は、経営戦略に関するこれまでの論点と研究成果を体系的に提示する
とともに、その理論的枠組みを考察していくことをねらいとしています。こ
のため、経営戦略の中でも事業戦略に焦点を当て、その策定・実行・評価のプ
ロセスに従い、戦略の基礎理論とケーススタディを組み合わせ講義を進めま
す。これにより、伝統的理論からどのようにして現代の新しい戦略論が抽出・
形成されてきたのかを理解していただきます。
【到達目標】
①経営戦略論の史的変遷を説明できる。
②経営戦略の策定・実行・評価のプロセスを説明できる。
③経営戦略の理論を実践（ケーススタディ）で検証できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」に関連
【授業の進め方と方法】
講義はテキストをもとに進め、補足資料についてはパワーポイントで示しま
す。また、講義の内容をもとにしたディスカッションも行います。理解度を
把握するため、定期的に講義の中でミニレポートを課します。講義内容に関す
る質問は、講義中以外にも、オフィスアワーやメール等で受け付けます。質
問への回答は受講者全員で共有するため講義に反映させます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

経営戦略とは
ミッション

企業経営における経営戦略の役割と企
業活動レベルごとの戦略の広がりと深
さについて。
ミッションの明確化が戦略策定の最初
の段階に位置付けられ、最も重要な戦
略要素となることについて。

2 回（3・
4）

ドメイン
環境・資源分析

ドメインにコア・コンピタンスの考え
方が深くかかわっていることについて。
経営環境と経営資源をマトリックスで
分析することについて。

3 回（5・
6）

成長ベクトル
多角化

製品と市場の組み合わせにより、企業
の成長戦略を 4 つに分類できることに
ついて。
成長戦略のなかでもリスクの高い多角
化について。

4 回（7・
8）

製品ポートフォリオ・マ
ネジメント
成長戦略の展開

2 次元マトリックスによる複数の事業
や製品に対する資源配分決定について。
グローバル戦略、戦略提携について。

5 回（9・
10）

業界の構造分析
競争の基本戦略

5 つの競争要因分析について。
競争の基本戦略の役割と競争地位ごと
に採用する戦略の違いについて。

6回（11・
12）

バリューチェーン
競争戦略の展開

バリューチェーンの構成とコーペティ
ション戦略について。
タイムベース戦略、ディファクトスタ
ンダード戦略、ブルーオーシャン戦略
について。

7回（13・
14）

経営戦略の実行と評価 戦略は計画的に策定され、創発的に形
成されなければならないことについて。
戦略評価について。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習ではシラバスをもとにテキストや参考図書等を用い事前学習をして
おいてください。復習では目安となる水準を講義中に示します。本授業の準
備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
井上・大杉・森（2022）『経営戦略入門』中央経済社（2,200 円）
【参考書】
井上善海・佐久間信夫編（2008）『よくわかる経営戦略論』ミネルヴァ書房
（2,500 円）
その他、各回の講義テーマごとに適宜指示します。

【成績評価の方法と基準】
本講義の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、講義内での発言・貢
献度（４０％）、講義内で課す課題レポート（６０％）により成績評価を行い
ます。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline (in English)】
This lecture aims to systematically present past issues and research
results on management strategy and to examine its theoretical
framework. For this reason, we will focus on business strategy
among management strategies, and pursue a lecture that combines
the basic theory of strategy and case study according to the process of
formulation, execution and evaluation. By doing this, you understand
how the modern new strategy theory has been extracted and formed
from traditional theory.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

ESG投資と企業経営

小方　信幸

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
当授業では、ESG投資家と企業経営者が建設的な対話を行うことに
より、企業は持続可能な成長を実現し、投資家は長期投資で高いリ
ターンを実現することを理解する。その結果、社会の持続可能性が
高まる仕組みを理解する。

【到達目標】
学生は下記 3 点について理解できる。
（１）投資の意思決定の際に、環境（Environment, E）、社会 (Social,
S）、ガバナンス（Governance, G）の３つの非財務要因（ESG 要
因）を考慮する ESG 投資と、ESG 投資市場について理解できる。
（２）ESG 投資が生まれた歴史的背景を理解できる。
（３）ESG 投資家と企業経営者が ESG 要因について建設的な対話
を行うことにより、持続可能な社会を実現できる論理を理解できる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」
「DP4」に関連

【授業の進め方と方法】
授業の前半では理論と事例についての講義を行い、後半では講義の
内容に沿った内容でグループ討議と全体討議を行う。講義とグルー
プ討議を通じ、ESG投資と企業経営の関係を理解できるように授業
を進める。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション （１）講義の進め方
（２）講義： ESG 投資の概要と
歴史
（３）欧米と日本の ESG 投資市
場の概要

2回（3・
4）

ESG 投資家の企業評
価のポイント

（１）企業評価の基礎
（２）証券投資理論の基礎

3回（5・
6）

ESG 投資市場におけ
るアセットオーナーの
役割

（１）講義：欧米と日本の年金基
金の比較
（２）ケース：わが国の年金基金
の課題

4回（7・
8）

ESG 投資市場にける
アセットマネジャーの
役割

ESG 投資を行うアセットマネ
ジャーの具体的な取り組みを学ぶ

5回（9・
10）

統合報告書 ESG 投資家と企業経営の建設的
対話のツールである統合報告書に
ついて学ぶ

6 回
（11・
12）

ESG 投資家によるエ
ンゲージメント

欧米と日本の ESG 投資によるエ
ンゲージメントの実際

7 回
（13・
14）

責任投資報告書 ESG 投資家が発行する責任投資
報告書から、投資先企業の問題点
を考える。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
（１）配布資料を事前に読んで、授業で発言できるよう準備する。
（２）授業を振り返り、論点を整理する。
本授業の準備学習および復習の時間は各２時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
毎回資料を配布する。

【参考書】
小方信幸（2016）『社会的責任投資の投資哲学とパフォーマンスー
ESG 投資の本質を歴史からたどる―』同文舘出版
アムンディ・ジャパン（2021）『社会を変える投資　 ESG入門（新
版）』日本経済新聞出版
その他の参考書は都度紹介する。

【成績評価の方法と基準】
平常点　４０％、期末レポート　６０％

【学生の意見等からの気づき】
学生から講義とグループ討議の組み合わせが理解を深めるとのフィー
ドバックがあったので、本年度も同様の授業スタイルを継続する。

【その他の重要事項】
ゲストスピーカー招聘を検討する。ゲストスピーカー招聘の場合は、
授業計画を一部変更することがある。

【Outline (in English)】
In this class, students will understand that constructive dia-
logue between ESG investors and corporate management will
enable companies to achieve sustainable growth and investors
to realize higher returns on their long-term investments. As a
result, they will understand how sustainability is enhanced.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

SDGsと企業経営

小方　信幸

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
当授業では、国連が持続可能な開発目標（Sustainable Development
Goals, SDGs）を制定した歴史的背景を理解することを目的とする。
併せて、SDGs の 17 目標について理解し、さらに、SDGs とサス
テナビリティ経営の関係を理解することも目的とする。

【到達目標】
（１）国連が持続可能な開発目標（SDGs）を制定した歴史的背景を
理解できる。
（２）SDG ｓの 17 の目標を理解できる。
（３）SDG ｓとサステナビリティ経営の関係を理解できる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP4」
に関連

【授業の進め方と方法】
授業の前半は主に講義を行い、後半は講義内容に沿ったテーマでグ
ループ討議を行う。講義とグループ討議を通じて、SDGｓと企業の
サステナビリティ経営との関係を理解できるように授業を進める。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション （１）国連の理念
（２）SDGs 誕生の歴史的背景
（３）企業が SDG ｓに取り組む
理由

2回（3・
4）

SDGs の人々
（People）に関する目
標（１）

SDG ｓ目標１-6
（１）人権についての基本的な理
解を深める
（２）ネスレの児童労働撲滅の取
り組み

3回（5・
6）

SDGs の人々
（People）に関する目
標（２）

SDG ｓ目標１-6
貧困問題に取り組むソーシャルビ
ジネスの可能性を考える。

4回（7・
8）

SDGs の繁栄
（Prosperity）に関す
る目標（１）

SDGs 目標 7-11
企業におけるジェンダーダイバー
シティ

5回（9・
10）

SDGs の繁栄
（Prosperity）に関す
る目標（２）

SDGs 目標 7-11
（１）従業員の働き方改革
（２）人的資本経営

6 回
（11・
12）

SDGs の地球
（Planet) に関する目
標（１）

SDGs 目標 12-15
（１）気候変動
（２）脱炭素

7 回
（13・
14）

SDGs の地球
（Planet) に関する目
標（２）

SDGs 目標 12-15
（１）廃棄物
（２）生物多様性

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
毎回の授業で資料を配布する。

【参考書】
都度紹介する。

【成績評価の方法と基準】
平常点　４０％、期末レポート　６０％

【学生の意見等からの気づき】
学生から講義とグループ討議の組み合わせが理解を深めるという
フィードバックがあったので、今年度も同様の授業スタイルを継続
する。

【その他の重要事項】
ゲストスピーカー招聘を検討する。ゲストスピーカー招聘の場合は、
授業計画を変更することもある。

【Outline (in English)】
The first objective of this class is to understand the historical
background of the Sustainable Development Goals (SDGs)
established by the United Nations. The next objective
is to understand the 17 goals of the SDGs, and then
to understand the relationship between the SDGs and
sustainability management.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

ダイバーシティ経営

斎藤　悦子

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
少子高齢化による労働力人口の減少、人々の労働観の変化、消費者の
多様化、グローバルな社会環境における企業競争の激化といった現象
が、日本企業にダイバーシティ経営を求めている。本講義では、企業
の社会的責任論の立場からダイバーシティ経営の必要性を ISO26000
の中核主題など（特に人権、労働慣行、消費者課題、コミュニテイ
への参画・発展）に基づき検討し、議論する。

【到達目標】
ダイバーシティ経営の概念を理解する。概念の理解と同時に企業の
社会的責任に関する最新の動向（人権と労働慣行、消費者課題、コ
ミュニティの側面）からダイバーシティ経営の必要性を考察する。
また、ダイバーシティ経営が、企業経営のみならず個人の生活のあ
り方や地域の持続可能性に大きな影響を与えていることを学ぶ。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」
「DP4」
に関連

【授業の進め方と方法】
毎回の授業では、前半は講義を行い、後半は受講生の発表とディス
カッションを行なう。最終回はケースを用いて、受講生がダイバー
シティ経営に関わる場面を想定し、自らが考えた意思決定と実践方
法を全員で共有し、議論により深める。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション （１）授業の進め方（２）ダイ
バーシティ経営の概要と本授業で
とりあげる ISO26000 について

2回（3・
4）

日本社会とダイバーシ
ティ

（１）講義　日本社会の現状（２）
ディスカッション：日本社会の現
状と多様性について考える

3回（5・
6）

生活におけるダイバー
シティ

（１）講義：生活時間から見たダ
イバーシティ（２）ディスカッ
ション：生活のダイバーシティに
企業はどうかかわるのか

4回（7・
8）

ISO26000 を用いて
―中核課題（人権・労
働慣行）

（１）講義： ISO26000 について
（２）ディスカッション：人権・
労働慣行とダイバーシティ

5回（9・
10）

ISO26000 を用いて
―中核課題（消費者課
題）

１）講義；現在の日本における消
費者課題（２）ディスカッション
：消費者課題とダイバーシティ

6 回
（11・
12）

ISO26000 を用いて
―中核課題（コミュニ
テイへの参画・発展）

（１）講義：企業は地域コミュニ
ティにいかに関わるのか（２）
ディスカッション：グローバル企
業と各国の文化

7 回
（13・
14）

ダイバーシティ＆イン
クルージョン

（１）講義：ダイバーシティ＆イ
ンクルージョンとは（２）ケース
メソッド：「ケース　ダイバーシ
ティ部門の苦悩」

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日常的に国内外企業のダイバーシティ経営や CSR 活動に関心をも
つように心掛けてほしい。毎回とりあげるテーマについて、準備学
習として企業の事例を 1 社ほど検討して授業に参加する。また、復
習として毎回のディスカッションで得られた知見を自分なりにまと
める、準備学習と復習には各 2 時間程度が必要となる。

【テキスト（教科書）】
毎回、PPT を配布する。

【参考書】
山口一男著『ダイバーシティ（豊かな個性は価値創出の泉）―生き
る力を学ぶ物語』東洋経済新報社、2008 年
関正雄『ISO26000 を読む』日科技連、2011 年
E.H. シャイン『企業文化改訂版: ダイバーシティと文化の仕組み』
白桃書房、2016 年
尾崎俊哉著『ダイバーシティ・マネジメント入門｜経営戦略として
の多様性』ナカニシヤ出版、2017 年

【成績評価の方法と基準】
各回、企業の社会的責任に関する最新動向に基づきダイバーシティ
経営のあり方を検討する。その際、担当者を決めて企業事例を報告
してもらい、全員でディスカッションをするが、その報告とディス
カッションへの貢献を評価全体のうちの 50 ％とする。
全体を通じて、最も関心のある分野を選び、その分野における優れ
た企業事例を報告する期末レポートの評価を 50 ％とする。

【学生の意見等からの気づき】
本講義について特に多くの意見があったのは、生活におけるダイバー
シティとそれに関連する女性の働き方や若者の働き方に関してでし
た。ワーク・ライフ・バランスの現状を生活時間で示しながら説明
しましたが、こうしたデータの存在について関心をもったという意
見が多くありました。家庭での時間の過ごし方は、経営学の領域外
なので新鮮に感じられたのだと思います。今後も積極的に近接する
学問分野の知見を加え、豊かなダイバーシティ経営論にしていきた
いと考えています。

【Outline (in English)】
Japanese society is facing the declining workforce, changing
people’s value to work, diversifying consumption and intensify-
ing corporate competition. Under the circumstances, diversity
management is required for Japanese companies. This course
deal with diversity management from the theory of social
responsibility and ISO26000.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

コーポレートガバナンス

林　順一

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義では、コーポレートガバナンスとサステナビリティの基礎と最新の動
向について学習します。学習に際して、グローバルな視点や実務の観点を取
り入れ、また事例を用いて理解を深めます。
【到達目標】
コーポレートガバナンスとは何か、どのような論点があるのか、またサステ
ナビリティのいくつかの論点について、具体的に理解し、自らの考えがまと
められる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
授業の前半では、講師作成のレジメに基づいた講義を行い、後半では、グルー
プディスカッションなどの参加型授業を行い、理解を深めます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

イントロダクション （１）授業の進め方の説明とその確認
（２）最近のコーポレートガバナンス
に関するトピックスに関する議論

2 回（3・
4）

米国のコーポレートガバ
ナンス

（１）米国のコーポレートガバナンス
の変遷（1930 年代から現在まで、事
例を含む)（２）最近の動き（ビジネ
ス・ラウンド・テーブルの「会社の目
的」の変更とその意味など）

3 回（5・
6）

英国のコーポレートガバ
ナンス

（１）伝統的な英国のコーポレートガ
バナンスの仕組み（機関投資家の役割
の重視など）（２）最近の動き（コーポ
レートガバナンス・コードの改訂とそ
の意義など）

4 回（7・
8）

わが国のコーポレートガ
バナンス

（１）外国人機関投資家の圧力と日本
企業の対応の歴史（２）アベノミクス
のガバナンス改革の概要と現在の課題

5 回（9・
10）

ドイツのコーポレートガ
バナンス、サプライ
チェーンの人権問題

（１）ドイツのコーポレートガバナン
スの特徴と課題（２）サプライチェー
ンの人権問題への対応

6回（11・
12）

フランスのコーポレート
ガバナンス、社会的企業

（１）フランスのコーポレートガバナ
ンスの特徴（２）ベネフィットコーポ
レーション、ダノンの事例分析など

7回（13・
14）

ESG 投資と SDGs、ダ
イバーシティ、コンプラ
イアンスとリスク管理

（１）ESG 投資と SDGs（２）ダイ
バーシティ、コンプライアンスとリス
ク管理

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
（１）事前配布資料がある場合には、事前に読んで、授業で発言できるように
準備してください。（２）授業を振り返り、論点を整理してください。（３）期
末レポートの作成があります。
【テキスト（教科書）】
毎回資料を配布します。
【参考書】
林順一（2022）『コーポレートガバナンスの歴史とサステナビリティ－会社の
目的を考える』文眞堂。
【成績評価の方法と基準】
平常点（５０％）、期末レポート（５０％）
【学生の意見等からの気づき】
コーポレートガバナンスに馴染みのない受講生にも理解しやすいよう、丁寧
な説明を心がけています。また受講生の要望に柔軟に対応します。
【学生が準備すべき機器他】
該当ありません。
【その他の重要事項】
※「実務経験のある教員による授業」に該当する場合
実務家教員（非常勤）。銀行・証券業界 28 年、不動産・資産運用会社 10 年
余の実務経験（コーポレートガバナンス関連の実務経験を含む）を活かして、
実務家の視点を踏まえた授業を行います。

【Outline (in English)】
This course introduces the foundation of and recent trends in corporate
governance and sustainability to students. In order to better
understand the global and practical perspectives, a case study will be
introduced.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN520R1

企業活動と社会Ⅰ

小方　信幸

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
企業活動において法令遵守は最低限の企業の社会的責任といる。し
かし、国内外を問わず非倫理的行為である企業不祥事は後を絶たな
い。そこで、当授業では、ケースメソッドを用い、企業の非倫理的
行為について考察し、本来あるべき経営倫理のフレームワークを理
解する。授業の前半は主に講義を行う。後半はケース・メソッドで
授業を進め、さらにグループディスカッションを行う。

【到達目標】
（１）経営倫理のフレームワークを理解できる。
（２）現実のビジネスで企業が非倫理的行為を行う原因を理解できる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」
「DP4」に関連

【授業の進め方と方法】
当科目では最初に規範倫理学の基礎理論を学ぶ。そのうえでケース
メソッドを用いて企業の非倫理的行為について考察し、本来あるべ
き経営倫理のフレームワークを理解する。授業前半は主に講義を行
い、後半はケース・メソッドで授業を進める。グループ討議、全体
討議を通じて、経営倫理についての理解を深める。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション
経営倫理の理論（１）
功利主義と現代社会

（１）講義：倫理的利己主義と功
利主義
（２）ケース：フォード・ピント
のケース

2回（3・
4）

経営倫理の理論（２）
カント「義務論」

（１）講義：カント「義務論」
（２）ケース：ブレント・スパー
の処理を巡るケース

3回（5・
6）

経営倫理の理論（３）
ロールズ「正義論」

（１）講義：ロールズ「正義論」
（２）ケース：貧富の差について
考える

4回（7・
8）

経営倫理の実践（１）
ロールズ「正義論」の
視点で米国社会の現状
を考える。

経済的格差の是正に必要なことは
何か。

5回（9・
10）

経営倫理の実践（２）
顧客関連の倫理

（１）講義
（２）ケース：シアーズ自動車セ
ンター

6 回
（11・
12）

経営倫理の実践（３）
従業員関連の倫理

（１）講義
（２）ケース：ソーラーブライン
ド

7 回
（13・
14）

経営倫理の実践（４）
国際経営の倫理

（１）講義：児童労働
（２）ケース：ネスレの児童労働
廃絶への取り組み

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
（１）配布資料を事前に読み、授業で発言できるように準備する。
（２）授業を振り返り、論点を整理する。本授業の準備学習・復習時
間は各２時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
毎回資料を配布する。

【参考書】
梅津光弘（2002）『ビジネスの倫理学』丸善出版、1,900 円＋税
マイケル・サンデル（訳）鬼澤忍（2011）『これからの「正義」の話
をしよう』早川書房（ハヤカワ・ノンフィクション文庫）、900円＋
税　その他の参考書は都度紹介します。

【成績評価の方法と基準】
平常点４０％、期末レポート６０％を基準に評価する。

【学生の意見等からの気づき】
ゲストスピーカーを招聘したところ、企業倫理に対する理解が深まっ
たというフィードバックがあった。今年度もゲストスピーカー招聘
を検討する。また、講義とグループ討議の組み合わせは理解を深め
るとのフィードバックがあったので、今年度も同様の授業スタイル
を継続する。

【その他の重要事項】
ゲスト・スピーカー招聘を検討する。ゲストスピーカー招聘の場合
は、授業計画を一部変更することもある。

【Outline (in English)】
In corporate activities, compliance with laws and regulations
is the minimum social responsibility of a company. However,
there has been no end to the number of corporate scandals,
both in Japan and abroad, involving unethical behavior. In
this class, we will use the case method to examine unethical
corporate behavior and understand the framework of corporate
ethics as it should be. The first half of the class will consist
mainly of lectures. In the second half of the class, the case
method will be used and group discussions will be held.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSI520R1

地域活性特論Ⅰ

橋本　正洋

科目分類：プログラム科目（選択） ｜ 単位：2 単位
群／プログラム：地域産業・企業／
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域の活性化の取り組みについて、各地域で活躍するキーパーソン
をゲスト講師にお招きし、課題、成功の要因を講義していただき、そ
れを基に受講生と討議をお粉形式の講義とする。ゲストには、この
分野で著名な有識者、行政、地域のリーダーにお願いする。
本講義は来年度は開講しない（原則隔年で実施）。

【到達目標】
地域における最新の取り組みを理解し、その戦略の在り方等につい
て考察を深めることにより、自らの課題等の研究活動に活用できる
よう努める。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
イントロダクションに続いて、各界の識者から講義及び討議テーマ
をいただき、それについてグループディスカッションを進め、全体
で討議を行う。必要に応じ、現地での実習を行うこともある。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション 地域活性化に関する基本的な問題
点を俯瞰する。
招聘講師について書斎を提示す
る。

2回（3・
4）

地域活性化ケース 1 具体的な地域活性化プロジェクト
に関するケースを紹介し、討議す
る

3回（5・
6）

地域活性化ケース２ 具体的な地域活性化プロジェクト
に関するケースを紹介し、討議す
る

4回（7・
8）

地域活性化ケース３ 具体的な地域活性化プロジェクト
に関するケースを紹介し、討議す
る

5回（9・
10）

地域活性化ケース４ 具体的な地域活性化プロジェクト
に関するケースを紹介し、討議す
る

6 回
（11・
12）

地域活性化ケース５ 具体的な地域活性化プロジェクト
に関するケースを紹介し、討議す
る

7 回
（13・
14）

地域活性化ケース６ 具体的な地域活性化プロジェクト
に関するケースを紹介し、討議す
る

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
ゲスト講師を事前に提示するので、予習しておくこと。講義後には、
毎回アンケート形式のレポートにより、コメントを提出する。

【テキスト（教科書）】
講義の際に講師より配布、提示する。

【参考書】
講義の際に紹介する。

【成績評価の方法と基準】
グループディスカッション、講義への貢献及び必要に応じ最終課題
（実施する場合はおよそ 50 ％）により採点する。

【学生の意見等からの気づき】
他では得られない講師の講義を受講できる。

【学生が準備すべき機器他】
ゲスト講師が遠隔で講義する場合もあるので、パソコンを持参する
こと。

【その他の重要事項】
本講義は原則隔年で行うが、他の講義との関係で、2025年度の開講
は未定であり注意すること。

【Outline (in English)】
In this lecture, key persons who are active in each region
are invited as guest lecturers to discuss regional revitalization
efforts. The guests will be prominent intellectuals, government
officials and community leaders in this field. In principle, this
lecture will be held every other year.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ECN500R1

経済学

梅溪　健児

科目分類：導入科目（選択） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では入門レベルの経済学（ミクロ経済学が中心）を学ぶ。入門経済
学については多数の教材が存在するが、本講義では政策創造研究科の研究に
必要と考えられる論点に絞ってそのポイントを学ぶ。授業の目的は３点にま
とめられる。第一に、当研究科の研究に関連が深い経済学の基本的な考え方
を習得する（注：担当教員の指導経験の範囲内にとどまる）。第二に、今日の
経済社会の問題に対処するために経済学の手法が適用されている実例を理解
する。第三に、経済学を用いた論文執筆において共有されている論理と習慣
を理解する。
　これまで経済学を履修したことのない学生の受講を想定するが、すでに履
修経験のある学生にとっても本講義が研究の前進に少しでも役立つことを期
待しているので受講を歓迎する。
【到達目標】
　本講義の目標は、①経済学が日常生活の利便性を高めたり地域社会の困難
に対処するために適用されている最近の事例（例．ダイナミックプライシン
グ）をレポートにまとめ、授業内で発表できること、②経済学の手法で書かれ
た研究論文を読解する基礎力を涵養できること、③経済学と他学問分野（例．
社会学の一部分）を比較し研究手法の共通点と差異を理解できることの３点
である。
　なお、各自の必要に応じて、経済学の研究手法と合わせて補完的に習得す
べきスキル（例．量的調査の実施、統計分析の知識、エクセル等の技能）を認
識できることが望まれる。数学や統計学については初級レベルの内容を授業
の中で紹介するにとどまる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」「DP4」に関連
【授業の進め方と方法】
　経済学の全体像を把握できるように授業の進行は入門テキストに基づくが、
すべての内容を順を追って取り上げるのではなく、必要な部分を抽出した教
材を配布して講義を行う。そして、受講生の理解を促すため、①講義におい
て輪読または質疑応答と意見交換を行う（必要な教材は一部を除いて１週間
前に配布）。②毎回の講義において復習テストを出題し次回講義にてフィード
バックを行う。③論文執筆のイメージづくりに役立つ理論やモデルを具体例
に則して毎回時間をとって紹介し、それらを第６回講義で総括する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

経済学の問題意識
消費者行動

需要と供給による市場の均衡を理解
する。
需要曲線、無差別曲線、限界効用、効
用の最大化、消費者余剰などを学ぶ。

2 回（3・
4）

企業行動 供給曲線、利潤の最大化、生産関数、
限界費用、生産者余剰、余剰分析、労
働需要などを学ぶ。

3 回（5・
6）

市場の均衡と市場の失敗 部分均衡と一般均衡、競争による資源
配分の最適化、外部経済効果、規模の
経済、公共財、公共政策などを学ぶ。

4 回（7・
8）

情報の経済学とゲームの
理論（基礎）

情報の非対称性、モラルハザード、逆
選択、シグナリング、囚人のディレン
マなどを学ぶ。

5 回（9・
10）

オークションとマッチン
グ（ゲームの理論
（応用））
輪読

マーケットデザイン、耐戦略性、勝者
の呪い、受入れ保留アルゴリズムなど
を学ぶ。
後半は全員参加の輪読を行う。

6回（11・
12）

経済学に則った研究論文
執筆の特徴

問題意識、リサーチクエスチョン、先
行研究、分析データ、分析手法、推
定・予想、分析結果、考察・ディス
カッション、結論、残された課題など
の特徴を学ぶ。

7回（13・
14）

レポート発表・討議 共通課題に関するレポートを発表し討
議を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。日頃からニュース
や記事に接する時に、経済学が問題解明や政策立案にどのように貢献してい
るのかに関心を持つことを勧める。チケットのダイナミック・プライシング、
交通渋滞に対処するピークロード・プライシング、ゲームの理論を用いたマッ
チングの最適化などが経済学の今日的な適用例である。
　

【テキスト（教科書）】
伊藤元重（2015）『入門経済学（第 4 版）』日本評論社
【参考書】
市村英彦・岡崎哲二他編（2020）『経済学を味わう』日本評論社
伊藤元重（2021）『ビジネス・エコノミクス』（第 2 版）日本経済新聞出版
神取道宏（2014）『ミクロ経済学の力』日本評論社
坂井豊貴（2013）『マーケットデザイン』ちくま新書
坂井豊貴（2017）『ミクロ経済学入門の入門』岩波新書
筒井淳也他編（2015）『計量社会学入門』世界思想社
【成績評価の方法と基準】
復習テスト 5 回（50 ％)、輪読（10 ％）、レポート（40 ％）の合計
【学生の意見等からの気づき】
　復習テストは最初は重荷に感じたが、回を重ねるごとに知識の習得に効果
が出てきたとの意見があったので継続する。身近な事例の紹介は経済学の理
解にとても役立つとの指摘があったので引き続き行う。講義内の意見交換が
貴重だとの意見があったので、これまでよりもその機会を確保したい。
【学生が準備すべき機器他】
　教材は学習支援システム（Hoppii）に掲載し、また、各自作成した図表を
レポート作成と発表に用いるのでパソコンが必要。
【その他の重要事項】
　対面授業を基本とする。なお、コロナ禍の状況によっては授業形態を変更
する。
【Outline (in English)】
　 This is an introductory course of economics aiming to encourage
students who have not studied economics at university to acquire basic
principles of economics. The goal of this course is to understand
the intellectual contribution of the economics to the solution of social
problems and the policy proposals among conflicting interests of people.
Students are expected to prepare for the class by studying the course
materials for two hours prior to the class and to follow up each class
with two hours of review. Students are graded according to the following
scales: 5 take-home exams (50%), in-class discussion (10%) and the term
paper (40%).
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

SOC500R1

社会学

高岡　文章

科目分類：導入科目（選択） ｜ 単位：2 単位
その他属性：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
「見えない社会を見る」をテーマに、近現代社会を理解するために必
要な社会学のエッセンスを学ぶ。
　
　

【到達目標】
①合理性、再帰性、権力、消費、コミュニケーションなど社会学の
基礎的な概念を理解する。
②社会学の批判的な思考法を習得する。
③社会学の概念や理論を用いて近現代社会を分析する手法を身につ
ける。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に
関連

【授業の進め方と方法】
講義と演習を組み合わせる。
演習では、前の週の講義で学んだ社会学の概念や理論を用いて、受
講生が近現代社会を分析し、発表する。
また受講生同士のディスカッションをおこなう。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

ガイダンス 社会学の「感じ」をつかむ。
①資本主義、官僚制などをテーマ
に、社会学が「批判の学」である
ことを理解する。
②ジェンダー、エスニシティ、階
層などをテーマに、社会学が「暴
露の学」であることを理解する。
③儀礼的無関心や感情労働などを
テーマに、社会が私たちの身の周
りに遍在していることを理解す
る。

2回（3・
4）

合理性 第 3 回は前回講義を踏まえた演
習とする。
第 4回は合理性をテーマに、近現
代社会の特質を理解する。マック
ス・ヴェーバー、ハンナ・アレン
ト、ジョージ・リッツァらの議論
をとりあげる。

3回（5・
6）

権力 第 5 回は前回講義を踏まえた演
習とする。
第 6回は権力をテーマに、近現代
社会の特質を理解する。ミシェ
ル・フーコーらの議論をとりあげ
る。

4回（7・
8）

再帰性 第 7 回は前回講義を踏まえた演
習とする。
第 8回は再帰性をテーマに、近現
代社会の特質を理解する。アンソ
ニー・ギデンズ、ウルリッヒ・
ベックらの議論をとりあげる。

5回（9・
10）

消費 第 9 回は前回講義を踏まえた演
習とする。
第 10 回は消費をテーマに、近現
代社会の特質を理解する。ソース
タイン・ヴェブレン、マックス・
ホルクハイマー＆テオドール・ア
ドルノ、ジャン・ボードリヤー
ル、ピエール・ブルデュー、見田
宗介らの議論をとりあげる。

6 回
（11・
12）

コミュニケーション 第 11 回は前回講義を踏まえた演
習とする。
第 12 回はコミュニケーションや
コミュニティをテーマに、近現代
社会の特質を理解する。アンソ
ニー・ギデンズ、ジグムント・バ
ウマン、ジョン・アーリらの議論
をとりあげる。

7 回
（13・
14）

総括 第 13 回は前回講義を踏まえた演
習とする。
第 14 回は授業内容を総括し、受
講者の今後の学習・研究を展望す
る。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業のなかで紹介する参考書を読んでおくこと。
本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。
受講生は授業時間外の学習成果を授業内で随時発表する必要がある。

【テキスト（教科書）】
『現代社会の理論』（見田宗介、岩波新書、1996 年）

【参考書】
『社会学（新版）』（長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、有
斐閣、2019 年）
『社会学史』（大澤真幸、講談社現代新書、2019 年）

【成績評価の方法と基準】
レポート（70%）、平常点（30%）。
　

【学生の意見等からの気づき】
受講生の意見等を参考にしながら授業を運営する。

【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students learn the essence of
sociological concepts and theories.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

BSP500R1

レポートライティング

佐藤　雄一郎

科目分類：導入科目（選択） ｜ 単位：2 単位
その他属性：

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本授業は、修士論文を書くために必要な基本的な知識・スキルを習得す
ることを目的とする。具体的には、論文執筆に必要な①事前準備の諸要
素、②論文の骨格・構成、③細部のチェックポイントについて学習する。

【到達目標】
学術論文の形式に関する知識をもとに、自ら設定したテーマに関する論
文を書く力をつける。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP2」「DP3」
に関連

【授業の進め方と方法】
各回とも講義とグループワークの併用により進める。講義については論
文執筆に必要な知識を主に扱い、グループワークで当研究科における過
去の優秀論文を参照しながら、自身の研究の進め方や論文執筆の具体的
なイメージを持てるように進める。また、レポート作成により実際に手
を動かし知識を活用することを励行する。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション ・授業の進め方及びテキスト・参考
書の紹介
・過去の優秀論文のテーマ・概要を
見てみよう
・自分の研究テーマや問題意識を整
理してみよう

2回（3・
4）

論文の基礎事項 ・論文の構成
・論証の方法
・自分の研究の「問い」（明らかにし
たいこと）を考えてみよう

3回（5・
6）

序論の記述 ・論文における序論の役割
・問題提起と背景の説明
・先行研究の記述とリサーチクエス
チョンの設定

4回（7・
8）

本論の記述 ・序論から本論へ
・本論の役割と記述
・様々な研究手法
・調査結果の記述方法

5回（9・
10）

結論の記述 ・本論から結論へ
・結論の役割と記述
・結果と結論の違い
・研究の限界と課題について　

6 回
（11・
12）

優秀論文から自分の研
究へ

・優秀論文についてのまとめ
・改めて自分の研究のアウトライン
を考えてみよう

7 回
（13・
14）

まとめ ・読みやすい文章とは
・パラグラフ・ライティング
・授業全体の振り返りとまとめ

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業後の課題、および最終レポートを作成し提出する。

【テキスト（教科書）】
小熊英二『基礎からわかる　論文の書き方』講談社現代新書 2022 年
授業時にレジュメを毎回配布する。
当研究科の優秀論文を扱う。

【参考書】
戸田山和久『新版論文の教室－レポートから卒論まで』NHK出版 2012年.

吉田健正『大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方（第 2版）』
ナカニシヤ出版 2017 年.
木下是雄『レポートの組み立て方』ちくま学芸文庫 1994 年.
ダン・レメニイほか著・小樽商科大学ビジネス創造センター訳『社会科
学系大学院生のための研究の進め方修士・博士論文を書く前に』同文館
出版 2003 年
レスリー-ジェーン・イーグルズ-レイノルズ他著・楠見孝・田中優子訳
『大学生のためのクリティカルシンキング̶学びの基礎から教える実践
へ』北大路書房 2019 年.

【成績評価の方法と基準】
次の配分によって成績評価を行う。
①平常点（授業への参加、グループワーク、課題）30 ％
②最終レポート 70 ％

【学生の意見等からの気づき】
今年度から担当するため、現段階では特になし。

【学生が準備すべき機器他】
（対面授業の場合）受講者に常時の PC 機器の使用を求めることはない
が、授業メモのために PC を使うことは構わない。
（オンライン授業の場合）スマホやタブレットではなく PC からの参加が
望ましい。

【その他の重要事項】
課題および最終レポートは手書きでなく原則 Word により作成し、学習
支援システムによる提出を求める。
オフィスアワーは授業後に設ける。

【Outline (in English)】
The purpose of this class is to acquire the basic knowledge and
skills necessary to write a master’s thesis. Specifically, students
intended to understand elements of the preinclination necessary
for article making, the constitution of the article and a checkpoint
for the article completion.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

柿野　成美

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　修士論文、政策研究論文の完成に向けて、論文作成の基礎知識、質的及び
量的調査の手法を習得するとともに、関連する分野の文献購読等を行い、論
文作成の知識と研究スキルを身に付ける。
【到達目標】
　研究スキルの習得及び修士論文の完成
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
　基本文献の輪読、ゲストを招いてのディスカッション、校外学習、参加者
による発表及び討論などにより、各自の研究テーマを設定し深める。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 授業の進め方、各自の研究テーマに
沿って年間スケジュールについて確認
する

2 回（3・
4）

論文作成の基礎 論文作成に関する基礎的な知識を講義
し、討議を行う。

3 回（5・
6）

論文作成の基礎 論文作成に関する基礎的な知識を講義
し、討議を行う。

4 回（7・
8）

研究テーマの選定 各自が研究テーマを選定し、研究テー
マに関する討議を行う。

5 回（9・
10）

先行研究の検討 先行研究のサーベイ方法と記述方法を
学ぶ。

6回（11・
12）

先行研究の検討 各自の研究テーマに関係する先行研究
の発表と討議を行う。

7回（13・
14）

基本文献の精読 共通の基本文献を精読し、クリティカ
ルリーディングを身に付ける。

8回（15・
16）

基本文献の精読 共通の基本文献を精読し、クリティカ
ルリーディングを身に付ける。

9回（17・
18）

リサーチクエスチョンの
検討

先行研究を踏まえ、リサーチクエス
チョンを設定する方法を理解し、各自
検討する。

10 回
（19・20）

質的調査の方法 質的調査の基本知識を理解し、研究へ
の活用を討議する。

11 回
（21・22）

量的調査の方法 量的調査の基本知識を理解し、研究へ
の活用を討議する

12 回
（23・24）

調査方法の検討 各自の研究テーマにおいてどのような
調査方法がふさわしいのかを討議する。

13 回
（25・26）

研究発表 各自の研究計画について発表し、討議
する。

14 回
（27・28）

研究発表 各自の研究計画について発表し、討議
する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　文献の精読、発表に向けたプレゼンテーションの準備等、事前に充分な準
備を行うこと。復習の具体的内容については、授業内に指示する。本授業の
準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　ゼミ生の研究の進捗状況に合わせて適宜指定する。
【参考書】
　ゼミ生の研究の進捗状況に合わせて適宜指定する。
【成績評価の方法と基準】
　授業への参加貢献（50 ％）と個人発表内容（50 ％）に基づき総合的に判
断する。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし
【学生が準備すべき機器他】
　必要に応じて、ＰＣを接続して画面をスクリーンに表示してプレゼンテー
ションを行う。受講生がネットに接続して情報検索できる環境が必要である。
【その他の重要事項】
　校外学習、ゲストスピーカーの招聘を予定している。その場合、授業計画
を変更することがある。

【Outline (in English)】
The purpose of this course is to master the basic knowledge of academic
papers, the method of a qualitative and quantitative survey. Students
can acquire knowledge and research skills for preparing master’s
theses by subscribing to previous literature and presenting research
presentations.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

柿野　成美

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　修士論文、政策研究論文の完成に向けて、論文作成の基礎知識、質的及び
量的調査の手法を習得するとともに、関連する分野の文献購読等を行い、論
文作成の知識と研究スキルを身に付ける。
【到達目標】
　研究スキルの習得及び修士論文の完成
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
　基本文献の輪読、ゲストを招いてのディスカッション、校外学習、参加者
による発表及び討論などにより、各自の研究テーマを深め、表現する。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 授業の進め方について確認する。夏休
み期間の研究の進捗状況を報告する。

2 回（3・
4）

研究内容・方法の検討 各自の研究テーマに沿って年間スケ
ジュールについて研究内容と方法の見
直し・検討をする

3 回（5・
6）

文献・査読論文の輪読 文献・査読論文を選んで輪読し、発表
する。

4 回（7・
8）

文献・査読論文の輪読 文献・査読論文を選んで輪読し、発表
する。

5 回（9・
10）

ゲスト講師による講義・
ディスカッション

執筆論文のテーマに関するゲスト講師
を招聘し、論文作成への視座を獲得す
る。

6回（11・
12）

文献・査読論文の輪読 文献・査読論文を選んで輪読し、発表
する。

7回（13・
14）

中間レビュー 研究計画の発表・見直しを行う。

8回（15・
16）

論文の記述方法の確認 序論・本論・結論の書き方や具体的な
記述方法について確認する

9回（17・
18）

ゲスト講師による講義・
ディスカッション

執筆論文のテーマに関するゲスト講師
を招聘し、論文作成への視座を獲得す
る。

10 回
（19・20）

文献・査読論文の輪読 文献・査読論文を選んで輪読し、発表
する。

11 回
（21・22）

文献・査読論文の輪読 文献・査読論文を選んで輪読し、発表
する。

12 回
（23・24）

研究発表 各自の研究計画について発表し、討議
する。

13 回
（25・26）

研究発表 各自の研究計画について発表し、討議
する。

14 回
（27・28）

研究発表 各自の研究計画について発表し、討議
する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　文献の精読、発表に向けたプレゼンテーションの準備等、事前に充分な準
備を行うこと。復習の具体的内容については、授業内に指示する。本授業の
準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。
【テキスト（教科書）】
　ゼミ生の研究の進捗状況に合わせて適宜指定する。
【参考書】
　ゼミ生の研究の進捗状況に合わせて適宜指定する。
【成績評価の方法と基準】
　授業への参加貢献（50 ％）と個人発表内容（50 ％）に基づき総合的に判
断する。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし
【学生が準備すべき機器他】
　必要に応じて、ＰＣを接続して画面をスクリーンに表示してプレゼンテー
ションを行う。受講生がネットに接続して情報検索できる環境が必要である。
【その他の重要事項】
　校外学習、ゲストスピーカーの招聘を予定している。また、ゼミ生の進捗
状況によって授業計画を変更することがある。

【Outline (in English)】
The purpose of this course is to master the basic knowledge of academic
papers, the method of a qualitative and quantitative survey. Students
can acquire knowledge and research skills for preparing master’s
theses by subscribing to previous literature and presenting research
presentations.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

石山　恒貴

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　広い意味での「雇用、キャリア、人材育成、人的資源管理」をめぐる修士論
文・政策研究論文の作成に向けた体系的な知的作法の訓練をゼミ形式で行う。
最低限の調査手法と調査研究論文・政策提言論文を作成する方法を勉強し、自
立した調査研究のできるようにする。そのために演習は毎週２コマ連続で開
催する。
【到達目標】
　「雇用、キャリア、人材育成、人的資源管理」だけでなく、研究にあたり必
要な知識と技術とセンスを育成することが目的となる。
　また、論文に必要な、研究手法の選択、リサーチクエスチョンの設定、論文
の表記、構成、定量調査の手法、定性調査の手法、考察の行い方について、包
括的に習得できることを到達目標とする。
　そのために演習は毎週２コマ連続で開催する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
　資料の探し方、読み方、調査の方法、調査結果の分析法などの講義や討論。
参加者による報告と相互の質疑応答、コメント。全体にゼミ形式で進める。
　論文に必要な、研究手法の選択、リサーチクエスチョンの設定、論文の表
記、構成、定量調査の手法、定性調査の手法、考察の行い方について、包括的
に習得できるための内容も軸となる。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

演習運営への導入 演習の進め方に関する基本方針の検討

2 回（3・
4）

研究テーマの選定方法 研究テーマの選び方の検討

3 回（5・
6）

研究テーマの調査方法
（その１）

選んだ研究テーマの調査方法の検討
（その１）

4 回（7・
8）

研究テーマの調査方法
（その２）

選んだ研究テーマの調査方法の検討
（その２）

5 回（9・
10）

研究テーマの調査方法
（その３）

選んだ研究テーマの調査方法の検討
（その３）

6回（11・
12）

調査結果の分析方法（そ
の１）

調査結果の分析手法の検討（その１）

7回（13・
14）

調査結果の分析方法（そ
の２）

調査結果の分析手法の検討（その２）

8回（15・
16）

調査結果の分析方法（そ
の３）

調査結果の分析手法の検討（その３）

9回（17・
18）

調査結果から考察する方
法（その１）

調査結果から考察する手法の検討（そ
の１）

10 回
（19・20）

調査結果から考察する方
法（その２）

調査結果から考察する手法の検討（そ
の２）

11 回
（21・22）

調査結果から考察する方
法（その３）

調査結果から考察をする手法の検討
（その３）

12 回
（23・24）

提言の検証方法（その１） 提言を検証する方法の検討（その１）

13 回
（25・26）

提言の検証方法（その２） 提言を検証する方法の検討（その２）

14 回
（27・28）

調査と研究についてのま
とめ

調査と研究を実践できることの確認

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　実際には、通年で 30 数回の演習がなされるが、そのために
１．自身の調査研究テーマの推進
２．ゼミ全体の調査テーマなどへの参画
３．各人に与えられた課題の処理
４．合宿等のゼミ行事への参加に努めること。本授業の準備学習・復習時間
は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　その都度、必要な共通テキストを指定する。なお、必要な論文や資料はコ
ピーして配布する。
【参考書】
　参考書リストなどは別途配布する予定。文献の調べ方を教示し、各人で自
分のテーマにそった文献を探し出すことを重視する。

【成績評価の方法と基準】
　大学院の基準に従い、ゼミ活動への発言と作業状況と論文準備作業などを
もとに総合的に評価する。
　特に、ゼミの演習で課す課題対処の水準について重視する。
【学生の意見等からの気づき】
　論文作成に向けた個別指導時間を多く設けるように努める。
【学生が準備すべき機器他】
　毎回持参する必要はないにしても、パソコンおよび一定のソフトの知識は
必要である。パワーポイントも使っていただく。
【その他の重要事項】
　ゼミ全体としての共同作業から得られるところは大きい。個人作業だけで
なく、共同作業にもできるかぎり参加することを望む。
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of employment policy, career theory, human resource
development and human resource management.
Goal
At the end of the course, students are expected to acquire the knowledge
and skills necessary for research.
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
In accordance with the standards of the graduate school, students will
be evaluated comprehensively based on their comments and work status
in seminar activities and preparation work for the paper.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

石山　恒貴

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　広い意味での「雇用、キャリア、人材育成、人的資源管理」をめぐる修士論
文・政策研究論文の作成に向けた体系的な知的作法の訓練をゼミ形式で行う。
最低限の調査手法と調査研究論文・政策提言論文を作成する方法を勉強し、自
立した調査研究をできるようにする。そのために演習は毎週２コマ連続で開
催する。
【到達目標】
　「雇用、キャリア、人材育成、人的資源管理」だけでなく、研究にあたり必
要な知識と技術とセンスを育成することが目的となる。
　また、論文に必要な、研究手法の選択、リサーチクエスチョンの設定、論文
の表記、構成、定量調査の手法、定性調査の手法、考察の行い方について、包
括的に習得できることを到達目標とする。
　そのために演習は毎週２コマ連続で開催する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
　資料の探し方、読み方、調査の方法、調査結果の分析法などの講義や討論。
参加者による報告と相互の質疑応答、コメント。全体にゼミ形式で進める。
　論文に必要な、研究手法の選択、リサーチクエスチョンの設定、論文の表
記、構成、定量調査の手法、定性調査の手法、考察の行い方について、包括的
に習得できるための内容も軸となる。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

演習運営への導入 演習の進め方に関する基本方針の検討

2 回（3・
4）

研究テーマの選定方法 研究テーマの選び方の検討

3 回（5・
6）

研究テーマの調査方法
（その１）

選んだ研究テーマの調査方法の検討
（その１）

4 回（7・
8）

研究テーマの調査方法
（その２）

選んだ研究テーマの調査方法の検討
（その２）

5 回（9・
10）

研究テーマの調査方法
（その３）

選んだ研究テーマの調査方法の検討
（その３）

6回（11・
12）

調査結果の分析方法（そ
の１）

調査結果の分析手法の検討（その１）

7回（13・
14）

調査結果の分析方法（そ
の２）

調査結果の分析手法の検討（その２）

8回（15・
16）

調査結果の分析方法（そ
の３）

調査結果の分析手法の検討（その３）

9回（17・
18）

調査結果から考察する方
法（その１）

調査結果から考察する手法の検討（そ
の１）

10 回
（19・20）

調査結果から考察する方
法（その２）

調査結果から考察する手法の検討（そ
の２）

11 回
（21・22）

調査結果から考察する方
法（その３）

調査結果から考察をする手法の検討
（その３）

12 回
（23・24）

提言の検証方法（その１） 提言を検証する方法の検討（その１）

13 回
（25・26）

提言の検証方法（その２） 提言を検証する方法の検討（その２）

14 回
（27・28）

調査と研究についてのま
とめ

調査と研究を実践できることの確認

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　実際には、通年で 30 数回の演習がなされるが、そのために
１．自身の調査研究テーマの推進
２．ゼミ全体の調査テーマなどへの参画
３．各人に与えられた課題の処理
４．合宿等のゼミ行事への参加に努めること。本授業の準備学習・復習時間
は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　その都度、必要な共通テキストを指定する。なお、必要な論文や資料はコ
ピーして配布する。
【参考書】
　参考書リストなどは別途配布する予定。文献の調べ方を教示し、各人で自
分のテーマにそった文献を探し出すことを重視する。

【成績評価の方法と基準】
　大学院の基準に従い、ゼミ活動への発言と作業状況と論文準備作業などを
もとに総合的に評価する。
　特に、ゼミの演習で課す課題対処の水準について重視する。
【学生の意見等からの気づき】
　論文作成に向けた個別指導時間を多く設けるように努める。
【学生が準備すべき機器他】
　毎回持参する必要はないにしても、パソコンおよび一定のソフトの知識は
必要である。パワーポイントも使っていただく。
【その他の重要事項】
　ゼミ全体としての共同作業から得られるところは大きい。個人作業だけで
なく、共同作業にもできるかぎり参加することを望む。
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of employment policy, career theory, human resource
development and human resource management.
Goal
At the end of the course, students are expected to acquire the knowledge
and skills necessary for research.
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
In accordance with the standards of the graduate school, students will
be evaluated comprehensively based on their comments and work status
in seminar activities and preparation work for the paper.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

高尾　真紀子

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　論文の基礎知識、質的及び量的調査の手法の習得するとともに、関連する
分野の文献購読等を行い、修士論文作成の知識と研究スキルを身に着ける。
【到達目標】
　修士論文の作成。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
　基本文献の輪読、ゲストを招いての質疑応答、現場視察、参加者による発
表及び討論などにより、各自の専攻分野における研究を深める。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 授業の進め方、各自の研究テーマに
沿って年間スケジュールについて調整
する

2 回（3・
4）

論文作成の基礎 論文作成に関する基礎的な知識を講義
し、討議を行う。

3 回（5・
6）

研究テーマの選定 各自が研究テーマを選定し、研究テー
マに関する討議を行う。

4 回（7・
8）

先行研究のサーベイ 先行研究のサーベイの方法を学び、各
自の研究テーマに関係する先行研究の
発表と討議を行う。

5 回（9・
10）

先行研究のサーベイ 先行研究のサーベイの方法を学び、各
自の研究テーマに関係する先行研究の
発表と討議を行う。

6回（11・
12）

文献購読 共通の基本文献を輪読し、各自の研究
に活用する。

7回（13・
14）

文献購読 共通の基本文献を輪読し、各自の研究
に活用する。

8回（15・
16）

リサーチクエスチョンの
設定

先行研究を踏まえ、研究テーマからリ
サーチクエスチョンを設定する

9回（17・
18）

リサーチクエスチョンの
設定

先行研究を踏まえ、研究テーマからリ
サーチクエスチョンを設定する

10 回
（19・20）

質的調査の方法 質的調査の基本知識を講義し、研究へ
の活用を討議する。

11 回
（21・22）

量的調査の方法 量的調査の基本知識を講義し、研究へ
の活用を討議する

12 回
（23・24）

調査方法の検討 各自の研究テーマにおいてどのような
調査方法がふさわしいのかを討議する。

13 回
（25・26）

研究発表 各自の研究計画について発表し、討議
する。

14 回
（27・28）

研究発表 各自の研究計画について発表し、討議
する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　発表および討論のための十分な準備を行うこと。
その他、必要に応じて指示する。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を
標準とします。
【テキスト（教科書）】
　その都度指定する。
【参考書】
秋吉貴雄『入門公共政策学-社会問題を解決する「新しい知」』2017 年，中公
新書
伊藤修一郎『政策リサーチ入門―仮説検証による問題解決の技法』2011 年,
東京大学出版会
上野千鶴子『情報生産者になる』2018 年，ちくま新書
岡田正毅編著『働くひとの生涯発達心理学　 M-GTA によるキャリア研究』
2017 年，晃洋書房
佐藤郁哉「社会調査の考え方 (上下）」2015 年、東京大学出版会
その他についてはその都度指定する。
【成績評価の方法と基準】
　演習への参加による。
【学生の意見等からの気づき】
　研究の基礎的な考え方、質的・量的調査手法の実践的方法を講義する。学
生の多様な意見が反映されるようにディスカッションを活発化させる。

【学生が準備すべき機器他】
　必要に応じて、ＰＣを接続して画面をスクリーンに表示できる設備を使用。
受講生がネットに接続して情報検索できる環境。
【その他の重要事項】
※講義概要は変更が起こりうる場合があります。
【Outline (in English)】
The purpose of this course is to master the basic knowledge of academic
paper, the method of qualitative and quantitative survey. Students
can acquire knowledge and research skills for preparing master’s
theses by subscribing to previous literature and presenting research
presentations.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

高尾　真紀子

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　論文の基礎知識、質的及び量的調査の手法の習得するとともに、関連する
分野の文献購読等を行い、修士論文作成の知識と研究スキルを身に着ける。
【到達目標】
　修士論文の作成。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
　基本文献の輪読、ゲストを招いての質疑応答、現場視察、参加者による発
表及び討論などにより、各自の専攻分野における研究を深める。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

質的調査の方法 半構造化インタビュー、参与観察など
質的調査の方法を学ぶ。

2 回（3・
4）

フィールドワーク フィールドワークにより質的調査の方
法を実践的に習得する。

3 回（5・
6）

文献購読 基礎的文献の輪読を行い、フィールド
ワークのまとめ方を学ぶ。

4 回（7・
8）

文献購読 基礎的文献の輪読を行い、フィールド
ワークのまとめ方を学ぶ。

5 回（9・
10）

フィールドワーク結果の
分析

フィールドワーク結果をもとにグルー
プワークで分析を実施する。

6回（11・
12）

フィールドワーク結果の
発表

フィールドワークの分析結果を発表す
る

7回（13・
14）

量的調査の方法 質問票の作り方等、量的調査の方法を
学ぶ。

8回（15・
16）

量的調査の分析 量的調査の分析手法を学び、実際の
データを使ってスキルを習得する。

9回（17・
18）

量的調査の分析 量的調査の分析手法を学び、実際の
データを使ってスキルを習得する。

10 回
（19・20）

調査結果の考察と提言 研究テーマに沿って調査結果の考察と
提言を発表し討議する。

11 回
（21・22）

調査結果の考察と提言 研究テーマに沿って調査結果の考察と
提言を発表し討議する。

12 回
（23・24）

論文作成の方法 論文作成の方法について学ぶ。

13 回
（25・26）

研究発表 各自の研究について発表し、討議する。

14 回
（27・28）

研究発表 各自の研究について発表し、討議する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　発表および討論のための十分な準備を行うこと。
その他、必要に応じて指示する。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を
標準とします。
【テキスト（教科書）】
　その都度指定する。
【参考書】
秋吉貴雄『入門公共政策学-社会問題を解決する「新しい知」』2017 年，中公
新書
伊藤修一郎『政策リサーチ入門―仮説検証による問題解決の技法』2011 年,
東京大学出版会
岡田正毅編著『働くひとの生涯発達心理学　 M-GTA によるキャリア研究』
2017 年，晃洋書房
【成績評価の方法と基準】
　演習への参加による。
【学生の意見等からの気づき】
　研究の基礎的な考え方、質的・量的調査手法の実践的方法を講義する。学
生の多様な意見が反映されるようディスカッションを活発化させる。
【学生が準備すべき機器他】
　必要に応じて、ＰＣを接続して画面をスクリーンに表示できる設備を使用。
受講生がネットに接続して情報検索できる環境。
【その他の重要事項】
※講義概要は変更が起こりうる場合があります。

【Outline (in English)】
The purpose of this course is to master the basic knowledge of academic
paper, the method of qualitative and quantitative survey. Students
can acquire knowledge and research skills for preparing master’s
theses by subscribing to previous literature and presenting research
presentations.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

増淵　敏之

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
修士 1 年次の学生には専門性の高い教育に慣れてもらうために、導入的に文
献購読、調査法、分析法の習得、そして修士論文の構成作業を通じて、論文執
筆に当たっての基礎的な知識の習得を目標にし、学生の研究発表の機会にお
いて修士論文のベーシックな形を作ることを目標にする。
【到達目標】
学生が 2 年次に速やかに調査、研究に臨めるような基盤を作るようにするこ
とを到達目標にする。春学期ではその目的達成のための導入に充てる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
文献輪読、研究発表を中心にフィールドワークも適宜、実施したい。学際的
な研究は多様な文献を読まなければならず、また変化する時代の理解も深め
なければならない。その点に留意して授業を進めたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1-2 ガイダンス/guidance 授業の進め方について説明を行

う/Explain how to proceed with the
class

3-4 研究計画の発
表/Announcement of
research plan

研究計画の発表/Announcement of
research plan

5-6 研究計画の発
表/Announcement of
research plan

研究計画の発表/Announcement of
research plan

7-8 文献購読/Literature
subscription

文献購読による発表、議
論/Presentation and discussion by
subscribing to literature

9-10 文献購読/Literature
subscription

文献購読による発表、議
論/Presentation and discussion by
subscribing to literature

11-12 研究発表/Research
presentation

研究発表/Research presentation

13-14 まとめ/summary まとめ/summary

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
文献を事前に読むことは必要、また研究発表のための資料作成等も事前に用意
すること。また授業内容も適宜、変更することもあり得るので留意されたし。
【テキスト（教科書）】
とくになし。必要に応じて適宜、紹介する。
【参考書】
とくになし。必要に応じて適宜、紹介する。
【成績評価の方法と基準】
研究発表による評価 50 ％、平常点 50 ％
【学生の意見等からの気づき】
授業に参加している学生が活発に自由に発言できる環境作りに留意したい。
【学生が準備すべき機器他】
映像資料等を使用する場合もある。
【その他の重要事項】
オフィスアワー：毎週月曜日 16 － 18 時、基本的には対面で実施するが、状
況に応じてオンラインで実施することもある。
【Outline (in English)】
Basic knowledge of writing a dissertation through introductory
literature reading, research and analysis methods, and the construction
of a master’s dissertation so that students in the first year of the
master’s course can become accustomed to highly specialized education.
The goal is to create a basic form of master’s thesis at the opportunity
for students to present their research.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

増淵　敏之

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
修士 1 年次の学生には専門性の高い教育に慣れてもらうために、導入的に文
献購読、調査法、分析法の習得、そして修士論文の構成作業を通じて、論文執
筆に当たっての基礎的な知識の習得を目標にし、学生の研究発表の機会にお
いて修士論文のベーシックな形を作ることを目標にする。
修士 2 年次の学生には具体的に修士論文を執筆することを目標にする。
【到達目標】
修士 1 年次の学生は 2 年次に速やかに調査、研究に臨めるような基盤を作る
ようにすることを到達目標にする。春学期ではその目的達成のための導入に
充てる。
修士 2 年次の学生は修士論文の完成が到達目標になる。学生は修士論文とし
て認められるものを完成させる。春学期では事前調査、本調査のための準備
に充てる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
文献輪読、研究発表を中心にフィールドワークも適宜、実施したい。学際的
な研究は多様な文献を読まなければならず、また変化する時代の理解も深め
なければならない。その点に留意して授業を進めたい。また修士 2 年次の学
生には修士論文執筆のための個別指導を授業以外にも行う。内容が変更の場
合もあり得る。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス/guidance 授業の進め方について説明を行
う/Explain how to proceed with the
class

2 回（3・
4）

研究計画の発
表/Announcement of
research plan

研究計画の発表/Announcement of
research plan

3 回（5・
6）

研究計画の発
表/Announcement of
research plan

研究計画の発表/Announcement of
research plan

4 回（7・
8）

論文の書き方/How to
write a dissertation

論文執筆の手順と方法/Procedure and
method of writing a dissertation

5 回（9・
10）

形式要件及び参考文
献/Formal
requirements and
references

論文の形式要件及び参考文献リストの
作成法/Format requirements for
papers and how to create a
bibliography

6回（11・
12）

研究発表/Research
presentation

研究発表/Research presentation

7回（13・
14）

研究発表/Research
presentation

研究発表/Research presentation

8回（15・
16）

文献購読/Literature
subscription

文献購読/Literature subscription

9回（17・
18）

文献購読/Literature
subscription

文献購読/Literature subscription

10 回
（19・20）

研究発表/Research
presentation

研究発表/Research presentation

11 回
（21・22）

研究発表/Research
presentation

研究発表/Research presentation

12 回
（23・24）

研究発表/Research
presentation

研究発表/Research presentation

13 回
（25・26）

ゲスト講師による授
業/Class by guest
lecturer

ゲスト講師による授業/Class by guest
lecturer

14 回
（27・28）

まとめ/summary 本年度の振り返り/Looking back on
this year

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
文献を事前に読むことは必要、また研究発表のための資料作成等も事前に用
意すること。また授業内容も適宜、変更することもあり得るので留意された
し。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
とくになし。必要に応じて適宜、紹介する。
【参考書】
とくになし。必要に応じて適宜、紹介する。

【成績評価の方法と基準】
研究発表による評価 50 ％、平常点 50 ％
【学生の意見等からの気づき】
授業に参加している学生が活発に自由に発言できる環境作りに留意したい。
【学生が準備すべき機器他】
映像資料等を使用する場合もある。
【その他の重要事項】
オフィスアワーは毎週月曜日 16 － 18 時。基本的には対面で実施するが、状
況に応じてオンラインで実施することもある。
【Outline (in English)】
Basic knowledge of writing a dissertation through introductory
literature reading, research and analysis methods, and the construction
of a master’s dissertation so that students in the first year of the
master’s course can become accustomed to highly specialized education.
The goal is to create a basic form of master’s thesis at the opportunity
for students to present their research.
The goal of second-year master’s students is to write a master’s thesis.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

上山　肇

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
論文作成に向けた演習
【到達目標】
各自の論文作成に向けた情報・知識の習得と論文の作成
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
まちづくり等に関し、教員から提示された課題あるいは持ち寄り課題につい
ての議論や基本図書の輪読等を通し、各自の論文作成に向けた情報や知識を
習得します。また、その都度各自の論文の進捗状況について発表を通して確
認していきます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス プログラム演習の進め方について説明
します。

2 回（3・
4）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

3 回（5・
6）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

4 回（7・
8）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

5 回（9・
10）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

6回（11・
12）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

7回（13・
14）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

8回（15・
16）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

9回（17・
18）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

10 回
（19・20）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

11 回
（21・22）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

12 回
（23・24）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

13 回
（25・26）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

14 回
（27・28）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
発表に向けた準備。
【テキスト（教科書）】
特になし
【参考書】
必要に応じて提示します。
【成績評価の方法と基準】
発表や議論の場での発言、研究成果によって評価します。
【学生の意見等からの気づき】
共同研究・勉強会を通して他ゼミ等と交流を図ります。

【Outline (in English)】
[Course Outline]
This course introduces about writing method of a thesis to students
taking this course.
[Learning Objectives]
Acquisition of information and knowledge for writing your own
dissertation
[Learning activities outside of classroom]
Preparation for presentation.
[Grading Criteria / Policy]
Evaluation will be made based on the statements made at the
presentations and discussions, and the research results.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

上山　肇

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
論文作成に向けた演習
【到達目標】
各自の論文作成に向けた情報・知識の習得と論文の作成
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
まちづくり等に関し、教員から提示された課題あるいは持ち寄り課題につい
ての議論や基本図書の輪読等を通し、各自の論文作成に向けた情報や知識を
習得します。また、その都度各自の論文の進捗状況について発表を通して確
認していきます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス プログラム演習の進め方について説明
します。

2 回（3・
4）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

3 回（5・
6）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

4 回（7・
8）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

5 回（9・
10）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

6回（11・
12）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

7回（13・
14）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

8回（15・
16）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

9回（17・
18）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

10 回
（19・20）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

11 回
（21・22）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

12 回
（23・24）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

13 回
（25・26）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

14 回
（27・28）

各自の論文執筆に必要な
情報・知識の習得

教員が提示する課題に関する議論や基
本図書の輪読、参加者による発表、論
文指導等を行います。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
発表に向けた準備。
【テキスト（教科書）】
特になし
【参考書】
必要に応じて提示します。
【成績評価の方法と基準】
発表や議論の場での発言、研究成果によって評価します。
【学生の意見等からの気づき】
共同研究・勉強会を通して他ゼミ等と交流を図ります。

【Outline (in English)】
[Course Outline]
This course introduces about writing method of a thesis to students
taking this course.
[Learning Objectives]
Acquisition of information and knowledge for writing your own
dissertation
[Learning activities outside of classroom]
Preparation for presentation.
[Grading Criteria / Policy]
Evaluation will be made based on the statements made at the
presentations and discussions, and the research results.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

北郷　裕美

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この演習では、論文作成のための知識と研究スキルを習得する。特に観光学、
メディア学、社会学の包括的な知識を学修する。このゼミナールのテーマは
観光・メディアである。
【到達目標】
論文を作成する際に必要なスキルを習得する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
授業は、講義、受講者の研究発表・プレゼン、ディスカッションなどを中心に
進める。また、個人の進度に応じた個別指導を並行して行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 演習の編成に関する方針とスケジュー
ル

2 回（3・
4）

論文作成に向けた演習 論文作成に関する基礎的な知識を講義
し、討議を行う。
個人発表とディスカッション、研究ス
キルの学習、論文の形式について概説

3 回（5・
6）

論文作成に向けた演習 論文作成に関する基礎的な知識を講義
し、討議を行う。
個人発表とディスカッション、研究ス
キルの学習、論文の形式について概説

4 回（7・
8）

各々の研究テーマ　計画
発表

各々の研究テーマと計画について発表
する

5 回（9・
10）

各々の研究テーマ　計画
発表

各々の研究テーマと計画について発表
する

6回（11・
12）

各々の研究テーマ　計画
発表

各々の研究テーマと計画について発表
する

7回（13・
14）

観光社会学を踏まえた社
会学思考についての学び
とディスカッション①
『文献購読』『映画視聴』

購読、視聴後グループディスカッショ
ン

8回（15・
16）

観光社会学を踏まえた社
会学思考についての学び
とディスカッション②
『文献購読』『映画視聴』

購読、視聴後グループディスカッショ
ン

9回（17・
18）

観光社会学を踏まえた社
会学思考についての学び
とディスカッション③
『文献購読』『映画視聴』

購読、視聴後グループディスカッショ
ン

10 回
（19・20）

観光社会学を踏まえた社
会学思考についての学び
とディスカッション④
『文献購読』『映画視聴』

購読、視聴後グループディスカッショ
ン

11 回
（21・22）

観光社会学を踏まえた社
会学思考についての学び
とディスカッション⑤
『文献購読』『映画視聴』

購読、視聴後グループディスカッショ
ン

12 回
（23・24）

各々の研究テーマ考察① 各々の研究テーマについて検討する

13 回
（25・26）

各々の研究テーマ考察② 各々の研究テーマについて検討する

14 回
（27・28）

夏休みの研究の準備 各々が夏休み中にどのような調査研究
を行うのかプランを検討する

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各自の調査研究テーマにそった学習を行う。本授業の準備学習・復習時間は
各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
西村大志・松浦雄介編『映画は社会学する』法律文化社
そのほか各回の演習に必要な論文や資料は毎回コピーして配布する。
【参考書】
その都度提示する　基本的に観光社会学・メディア論関連書籍を予定している

【成績評価の方法と基準】
観光学、観光社会学の視点と調査方法をどの程度身につけたのかを評価する。
また、ゼミ参加と論文作成の進捗状況なども評の対象とする。
【学生の意見等からの気づき】
個人の関心や研究分野にしたがった指導を行う。受講生との対話によって柔
軟に対応する。
【Outline (in English)】
In this seminar, you will acquire knowledge and research skills
for writing a thesis. In particular, students acquire comprehensive
knowledge of tourism studies, media studies, and sociology. The theme
of this seminar is tourism and media.

— 63 —



政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

北郷　裕美

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
この演習では、論文作成のための知識と研究スキルを習得する。特に観光学、
メディア学、社会学の包括的な知識を学修する。このゼミナールのテーマは
観光・メディアである。
【到達目標】
論文を作成する際に必要なスキルを習得する。
修士 1年次の学生は 2年次に速やかに調査、研究に臨めるような基盤を作る
ようにすることを到達目標にする。
修士 2年次の学生は修士論文の完成が到達目標になる。学生は修士論文とし
て認められるものを完成させる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
学生の発表を基本に進める。校外学習（フィールドワーク）も行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス
夏休み中の研究について
の結果発表

演習の編成に関する方針とスケ
ジュール
受講生各々が研究発表を行う

2 回（3・
4）

論文作成に向けた演習 受講生の個人発表とディスカッショ
ン、研究スキルの学習

3 回（5・
6）

観光社会学を踏まえた社
会学思考についての学び
とディスカッション①
『既存先行論文購読』

先行研究を踏まえ、研究テーマから全
体でディスカッションする

4 回（7・
8）

観光社会学を踏まえた社
会学思考についての学び
とディスカッション②
『既存先行論文購読』

先行研究を踏まえ、研究テーマから全
体でディスカッションする

5 回（9・
10）

観光社会学を踏まえた社
会学思考についての学び
とディスカッション③
『既存先行論文購読』

先行研究を踏まえ、研究テーマから全
体でディスカッションする

6回（11・
12）

観光社会学を踏まえた社
会学思考についての学び
とディスカッション④
『既存先行論文購読』

先行研究を踏まえ、研究テーマから全
体でディスカッションする

7回（13・
14）

観光社会学を踏まえた社
会学思考についての学び
とディスカッション⑤
『既存先行論文購読』

先行研究を踏まえ、研究テーマから全
体でディスカッションする

8回（15・
16）

観光社会学を踏まえた社
会学思考についての学び
とディスカッション⑥
『既存先行論文購読』

先行研究を踏まえ、研究テーマから全
体でディスカッションする

9回（17・
18）

観光社会学を踏まえた社
会学思考についての学び
とディスカッション⑦
『既存論文　購読』

先行研究を踏まえ、研究テーマから全
体でディスカッションする

10 回
（19・20）

修士論文構想確認 修士論文の構想を受講生各々が発表

11 回
（21・22）

修士論文の進捗状況報告
①

修士論文に向けた研究の進捗状況につ
いて各々が報告する。

12 回
（23・24）

修士論文の進捗状況報告
②

修士論文に向けた研究の進捗状況につ
いて各々が報告する。

13 回
（25・26）

修士論文内容発表会① 修士論文執筆者が修士論文の内容を発
表する。論文の形式の確認。指導。

14 回
（27・28）

修士論文内容発表会② 修士論文執筆者が修士論文の内容を発
表する。論文の形式の確認。指導。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各自の調査研究テーマにそった学習を行う。本授業の準備学習・復習時間は
各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
演習に必要な論文や資料は毎回コピーして配布する。

【参考書】
その都度提示する　基本的に観光社会学・メディア論関連書籍を予定してい
る　また関連する既存の各種論文を読み解く機会も設けたい
【成績評価の方法と基準】
観光学、観光社会学の視点、その調査方法をどの程度身につけたのかを評価
の基準とする。また、ゼミ参加と論文作成の進捗状況なども評価対象とする。
【学生の意見等からの気づき】
個人の関心や研究分野にしたがった指導を行う。受講生との対話によって柔
軟に対応する。
【学生が準備すべき機器他】
情報機器（パソコン、タブレット等）を使用することがある。
【その他の重要事項】
ゼミへの積極的な参加を望む。
【Outline (in English)】
In this seminar, you will acquire knowledge and research skills
for writing a thesis. In particular, students acquire comprehensive
knowledge of tourism studies, media studies, and sociology. The theme
of this seminar is tourism and media.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

橋本　正洋

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
修士論文・政策研究論文の作成に向けた研究指導を演習（ゼミ）形式で行う。
研究計画書の作成、研究テーマの選定、先行研究のレビュー、調査分析手法
（定性的・定量的）、調査結果の考察など、論文作成のための知識や研究スキ
ルを習得する。
【到達目標】
①論文作成のための基礎的な知識を習得する
②研究に必要な先行研究レビューや調査分析手法を習得する
③調査分析結果の考察方法を習得する
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
演習（ゼミ）方式で、各自が研究テーマに沿った研究成果を順次発表し、全員
で議論することで、研究内容を充実する。また、輪読などを行い、研究に必
要な理論・分析手法などの習得をめざす。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 演習（ゼミ）の進め方についての説明。

2 回（3・
4）

論文作成の基礎知識① 問題意識について。問題意識がなぜ必
要なのか。

3 回（5・
6）

論文作成の基礎知識② 資料・文献の収集方法について。理論
研究と実証研究について。

4 回（7・
8）

論文作成の基礎知識③ 研究論文執筆上のマナー（剽窃、注、
参考文献）について。

5 回（9・
10）

研究テーマの設定方法
個人研究発表

研究ネタの集め方について。各自の研
究テーマに関する発表と討議を行う。

6回（11・
12）

研究テーマの発表
個人研究発表

研究ネタの整理と集約について。各自
の研究テーマに関する発表と討議を行
う。

7回（13・
14）

研究計画書の作成方法
個人研究発表

研究計画書の内容について。各自の研
究テーマに関する発表と討議を行う。

8回（15・
16）

研究計画書の発表
個人研究発表

研究計画書の構成について。各自の研
究テーマに関する発表と討議を行う。

9回（17・
18）

先行研究レビューの方法
個人研究発表

文研研究の方法について。各自の研究
テーマに関する発表と討議を行う。

10 回
（19・20）

定性的調査の方法
個人研究発表

事例研究、ヒヤリングの方法につい
て。各自の研究テーマに関する発表と
討議を行う。

11 回
（21・22）

定量的調査の方法
個人研究発表

アンケート調査、統計分析の方法につ
いて。各自の研究テーマに関する発表
と討議を行う。

12 回
（23・24）

調査結果の分析手法
個人研究発表

事例記述、統計解釈について。各自の
研究テーマに関する発表と討議を行う。

13 回
（25・26）

調査分析結果の考察
個人研究発表

論証と理論展開について。各自の研究
テーマに関する発表と討議を行う。

14 回
（27・28）

まとめ 論文の書き方についての最終確認を行
う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習では、文献の精読、研究発表のための資料作成等を重視する。復習
では目安となる水準を演習中に提示する。また、プレゼンテーションの実施
によって、ロジカルに見解を伝えるスキルを習得することを目指す。本授業
の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
ゼミ生の研究の進捗状況等に合わせて、必要な教材を紹介する。
【参考書】
各回の演習テーマごとに適宜指示する
【成績評価の方法と基準】
本演習の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、演習内での発言・貢
献度（５０％）、研究発表内容（５０％）により成績評価を行う。
【学生の意見等からの気づき】
講義と異なり、ゼミは、学生自らが運営するとの意識をもって望むことが必要。
【学生が準備すべき機器他】
ゼミにはパソコンを用意すること。HDMI 端子があることが望ましい。

【その他の重要事項】
ゼミの日程は、研究の進捗状況により変更するので、橋本研の googledribe を
確認すること。
【Outline (in English)】
The seminar will be run in order to accomplish master thesis. The
goal of the seminar is to learn research planning, selection of research
themes, reviews on the previous works and methodologies on analytic
skills.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

橋本　正洋

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
修士論文・政策研究論文の作成に向けた研究指導を演習（ゼミ）形式で行う。
研究計画書の作成、研究テーマの選定、先行研究のレビュー、調査分析手法
（定性的・定量的）、調査結果の考察など、論文作成のための知識や研究スキ
ルを習得する。
【到達目標】
①論文作成のための基礎的な知識を習得する
②研究に必要な先行研究レビューや調査分析手法を習得する
③調査分析結果の考察方法を習得する
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
演習（ゼミ）方式で、各自が研究テーマに沿った研究成果を順次発表し、全員
で議論することで、研究内容を充実する。また、輪読などを行い、研究に必
要な理論・分析手法などの習得をめざす。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 演習（ゼミ）の進め方についての説明。

2 回（3・
4）

論文作成の基礎知識① 問題意識について。問題意識がなぜ必
要なのか。

3 回（5・
6）

論文作成の基礎知識② 資料・文献の収集方法について。理論
研究と実証研究について。

4 回（7・
8）

論文作成の基礎知識③ 研究論文執筆上のマナー（剽窃、注、
参考文献）について。

5 回（9・
10）

研究テーマの設定方法
個人研究発表

研究ネタの集め方について。各自の研
究テーマに関する発表と討議を行う。

6回（11・
12）

研究テーマの発表
個人研究発表

研究ネタの整理と集約について。各自
の研究テーマに関する発表と討議を行
う

7回（13・
14）

研究計画書の作成方法
個人研究発表

研究計画書の内容について。各自の研
究テーマに関する発表と討議を行う

8回（15・
16）

研究計画書の発表
個人研究発表

研究計画書の構成について。各自の研
究テーマに関する発表と討議を行う

9回（17・
18）

先行研究レビューの方法
個人研究発表

文研研究の方法について。各自の研究
テーマに関する発表と討議を行う

10 回
（19・20）

定性的調査の方法
個人研究発表

事例研究、ヒヤリングの方法につい
て。各自の研究テーマに関する発表と
討議を行う。

11 回
（21・22）

定量的調査の方法
個人研究発表

アンケート調査、統計分析の方法につ
いて。各自の研究テーマに関する発表
と討議を行う。

12 回
（23・24）

調査結果の分析手法
個人研究発表

事例記述、統計解釈について。各自の
研究テーマに関する発表と討議を行う。

13 回
（25・26）

調査分析結果の考察
個人研究発表

論証と理論展開について。各自の研究
テーマに関する発表と討議を行う。

14 回
（27・28）

まとめ 論文の書き方についての最終確認を行
う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習では、文献の精読、研究発表のための資料作成等を重視する。復習
では目安となる水準を演習中に提示する。また、プレゼンテーションの実施
によって、ロジカルに見解を伝えるスキルを習得することを目指す。本授業
の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
ゼミ生の研究の進捗状況等に合わせて、必要な教材を紹介する。
【参考書】
各回の演習テーマごとに適宜指示する
【成績評価の方法と基準】
本演習の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、演習内での発言・貢
献度（５０％）、研究発表内容（５０％）により成績評価を行う。
【学生の意見等からの気づき】
講義と異なり、ゼミは、学生自らが運営するとの意識をもって望むことが必要。

【Outline (in English)】
The seminar will be run in order to accomplish master thesis. The
goal of the seminar is to learn research planning, selection of research
themes, reviews on the previous works and methodologies on analytic
skills.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

井上　善海

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
修士論文・政策研究論文の作成に向けた研究指導を演習（ゼミ）形式で行い
ます。研究計画書の作成、研究テーマの選定、先行研究のレビュー、調査分
析手法（定性的・定量的）、調査結果の考察など、論文作成のための知識や研
究スキルを習得していただきます。
【到達目標】
①論文作成のための基礎的な知識を習得できている。
②研究に必要な先行研究レビューや調査分析手法を習得できている。
③調査分析結果の考察方法を習得できている。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
演習（ゼミ）方式で、各自が研究テーマに沿った研究成果を順次発表し、全員
で議論することで、研究内容を充実させていきます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 演習（ゼミ）の進め方についての説明。

2 回（3・
4）

論文作成の基礎知識① 問題意識について。問題意識がなぜ必
要なのか。

3 回（5・
6）

論文作成の基礎知識② 資料・文献の収集方法について。理論
研究と実証研究について。

4 回（7・
8）

論文作成の基礎知識③ 研究論文執筆上のマナー（剽窃、注、
参考文献）について。

5 回（9・
10）

研究テーマの設定方法
個人研究発表

研究ネタの集め方について。各自の研
究テーマに関する発表と討議を行う。

6回（11・
12）

研究テーマの発表
個人研究発表

研究ネタの整理と集約について。各自
の研究テーマに関する発表と討議を行
う

7回（13・
14）

研究計画書の作成方法
個人研究発表

研究計画書の内容について。各自の研
究テーマに関する発表と討議を行う

8回（15・
16）

研究計画書の発表
個人研究発表

研究計画書の構成について。各自の研
究テーマに関する発表と討議を行う

9回（17・
18）

先行研究レビューの方法
個人研究発表

文研研究の方法について。各自の研究
テーマに関する発表と討議を行う

10 回
（19・20）

定性的調査の方法
個人研究発表

事例研究、ヒヤリングの方法につい
て。各自の研究テーマに関する発表と
討議を行う。

11 回
（21・22）

定量的調査の方法
個人研究発表

アンケート調査、統計分析の方法につ
いて。各自の研究テーマに関する発表
と討議を行う。

12 回
（23・24）

調査結果の分析手法
個人研究発表

事例記述、統計解釈について。各自の
研究テーマに関する発表と討議を行う。

13 回
（25・26）

調査分析結果の考察
個人研究発表

論証と理論展開について。各自の研究
テーマに関する発表と討議を行う。

14 回
（27・28）

まとめ 論文の書き方についての最終確認を行
う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習では、文献の精読、研究発表のための資料作成等をしていただきま
す。復習では目安となる水準を演習中に示します。本授業の準備学習・復習
時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
演習に必要な資料を毎回配布します。
【参考書】
各回の演習テーマごとに適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
本演習の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、演習内での発言・貢
献度（４０％）、研究発表内容（６０％）により成績評価を行います。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし。

【Outline (in English)】
We will conduct research guidance for preparing master thesis and
policy research papers in a seminar (seminar) format. Students should
acquire knowledge and research skills for preparing papers such as
preparation of research plan, selection of research theme, review of
prior research, survey analytical method (qualitative / quantitative),
examination of survey results.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

井上　善海

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
修士論文・政策研究論文の完成に向けた研究指導を演習（ゼミ）形式で行いま
す。各自の論文執筆状況を報告してもらい、それを皆で討議することで、論
文の完成度を高めていきます。
【到達目標】
①研究の方法論を理解したうえで、論文を完成させている。
②研究に必要な先行研究レビューや調査分析手法を踏まえたうえで論文を完
成させている。
③調査分析結果を考察した論文を完成させている。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」
「DP4」「DP5」に関連
【授業の進め方と方法】
演習（ゼミ）方式で、各自が論文執筆状況を順次報告し、全員で議論すること
で研究内容を充実させていきます。また、論文執筆のための個別指導を授業
以外でも随時行っていきます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 演習（ゼミ）の進め方についての説明
を行う。

2 回（3・
4）

論文執筆状況の報告と討
議①

各自の論文執筆状況を報告し、全員で
討議を行い、論文の完成度を高める。

3 回（5・
6）

論文執筆状況の報告と討
議②

各自の論文執筆状況を報告し、全員で
討議を行い、論文の完成度を高める。

4 回（7・
8）

論文執筆状況の報告と討
議③

各自の論文執筆状況を報告し、全員で
討議を行い、論文の完成度を高める。

5 回（9・
10）

論文執筆状況の報告と討
議④

各自の論文執筆状況を報告し、全員で
討議を行い、論文の完成度を高める。

6回（11・
12）

論文執筆状況の報告と討
議⑤

各自の論文執筆状況を報告し、全員で
討議を行い、論文の完成度を高める。

7回（13・
14）

論文執筆状況の中間報告 各自の論文執筆状況の中間報告を行う。

8回（15・
16）

論文の見直し、修正① 中間報告を受けて、論文執筆の見直
し、修正を行っていく。

9回（17・
18）

論文の見直し、修正② 中間報告を受けて、論文執筆の見直
し、修正を行っていく。

10 回
（19・20）

論文の見直し、修正③ 中間報告を受けて、論文執筆の見直
し、修正を行っていく。

11 回
（21・22）

完成論文の最終チェック
①

論文草稿をもとに、論文の完成度を
チェックしていく。

12 回
（23・24）

完成論文の最終チェック
②

論文草稿をもとに、論文の完成度を
チェックしていく。

13 回
（25・26）

完成論文の最終チェック
③

論文草稿をもとに、論文の完成度を
チェックしていく。

14 回
（27・28）

まとめ 論文提出の準備を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習では、論文執筆状況報告のためのプレゼン資料等を作成していただ
きます。復習では目安となる水準を演習中に示します。 本授業の準備学習・
復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
論文執筆に必要な資料を毎回配布します。
【参考書】
各自の研究内容に沿った参考図書を適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
本演習の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、演習内での発言・貢
献度（５０％）、研究発表内容（５０％）により成績評価を行います。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline (in English)】
We will conduct research guidance to complete master’s thesis / policy
research paper in a seminar (seminar) form. We will report the status
of writing their own papers and discuss them with everyone to improve
the completeness of the thesis.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

小方　信幸

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
修士論文の完成を目的とし、そのための指導を演習（ゼミ）形式で
行う。ゼミは学生による発表を中心に行い、全員が意見を述べ討論
することを基本とする。具体的には、文献調査の方法、論文の引用・
研究倫理、先行研究レビュー、分析の対象、データ、方法（定性分
析・定量分析）など論文作成の方法論を学ぶ。また、学生は定期的
に自らの研究成果を発表することが求められる。

【到達目標】
（１）研究の方法論を理解することができる。
（２）修士論文を作成することができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」
「DP3」「DP4」「DP5」に関連

【授業の進め方と方法】
「学習支援システム」に資料を掲載するので、事前学習を励行して頂
きたい。
授業内容は、学生による発表を中心としたゼミ形式で行う。発表者
に対し全員が意見を述べ討論を行うことを基本とする。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

ガイダンス 学術論文を書くことの意義

2回（3・
4）

論文の書き方
個人研究発表

（１）研究の進め方
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

3回（5・
6）

論文の書き方
個人研究発表

（１）論文の構成
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

4回（7・
8）

論文の書き方
個人研究発表

（１）論文の引用、研究倫理
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

5回（9・
10）

論文の書き方
個人研究発表

（１）先行研究レビュー
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

6 回
（11・
12）

論文の書き方
個人研究発表

（１）分析対象、データ、方法
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

7 回
（13・
14）

論文の書き方
個人研究発表

（１）定性的方法論
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

8 回
（15・
16）

論文の書き方
個人研究発表

（１）定量的方法論
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

9 回
（17・
18）

文献講読
個人研究発表

（１）学生の研究テーマに沿った
論文
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

10 回
（19・
20）

文献講読
個人研究発表

（１）学生の研究テーマに沿った
論文
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

11 回
（21・
22）

文献講読
個人研究発表

（１）学生の研究テーマに沿った
論文
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

12 回
（23・
24）

文献講読
個人研究発表

（１）学生の研究テーマに沿った
論文
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

13 回
（25・
26）

文献講読
個人研究発表

（１）学生の研究テーマに沿った
論文
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

14 回
（27・
28）

文献講読
個人研究発表

（１）学生の研究テーマに沿った
論文
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
（１）配布資料、指定する文献、論文等を事前に読み、ゼミで発言が
できるよう準備する。
（２）ゼミを振り返り論点を整理する。
（３）常に自分の研究テーマに沿った文献、論文を読む時間を確保し
ていただきたい。本授業の準備学習・復習時間は各２時間を標準と
する。

【テキスト（教科書）】
毎回資料を配布する。

【参考書】
都度紹介する。

【成績評価の方法と基準】
平常点５０％、個人研究発表５０％、

【学生の意見等からの気づき】
学期初めからゼミで研究法を学んだことにより、学術論文に対する
理解が深まったとの意見があった。今年度も学期初から研究方法に
ついて学ぶ。

【その他の重要事項】
ゲストスピーカー招聘を検討する。ゲストスピーカー招聘の場合は、
授業計画を変更することがある。授業外でのゼミ合宿、企業訪問に
加え、他ゼミの学生も参加することができる横断ゼミを検討する。

【Outline (in English)】
The aim of this seminar is to help students complete master
thesis. Students are required to understand the method
of the literature survey, citation, research ethics, previous
research reviewing, method of both qualitative of quantitative
analysis. Students are also required to make presentations
on their research results. Students are also required to make
presentations on their research results, regularly.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR600R1

プログラム演習

小方　信幸

科目分類：演習科目（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
修士論文の完成を目的とし、そのための指導を演習（ゼミ）形式で
行う。ゼミは学生による発表を中心に行い、全員が意見を述べ討論
することを基本とする。具体的には、文献調査の方法、論文の引用・
研究倫理、先行研究レビュー、分析の対象、データ、方法（定性分
析・定量分析）など論文作成の方法論を学ぶ。また、学生は定期的
に自らの研究成果を発表することが求められる。

【到達目標】
（１）研究の方法論を理解することができる。
（２）修士論文を作成することができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」
「DP3」「DP4」「DP5」に関連

【授業の進め方と方法】
学生の発表を中心にゼミを行う。発表者に対し全員が意見を述べ討
論を行うことを基本とする。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

ガイダンス
個人研究発表

（１）教員による授業の進め方
（２）研究計画、修士論文の進捗
状況

2回（3・
4）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

3回（5・
6）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

4回（7・
8）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

5回（9・
10）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

6 回
（11・
12）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

7 回
（13・
14）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

8 回
（15・
16）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

9 回
（17・
18）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

10 回
（19・
20）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

11 回
（21・
22）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

12 回
（23・
24）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

13 回
（25・
26）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

14 回
（27・
28）

個人研究発表 修士論文の進捗状況

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
（１）配布資料、指定文献・論文等を事前に読み、ゼミで発言できる
よう準備する。
（２）ゼミを振り返り、論点を整理する。
（３）常に自分の研究テーマに沿った文献、論文を読む時間を確保す
る。本授業の準備学習・復習時間は各２時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
毎回資料を配布する。

【参考書】
都度紹介する。

【成績評価の方法と基準】
平常点　５０％、個人研究発表５０％

【学生の意見等からの気づき】
ゲストスピーカー招聘の希望があるので、ゼミ生の研究に参考とな
る専門性の高い方の招聘を検討する。

【その他の重要事項】
ゲスト・スピーカー招聘を検討する。ゲスト・スピーカー招聘の場
合、授業計画を変更することがある。授業外でのゼミ合宿、企業訪問
に加え、他ゼミの学生も参加することができる横断ゼミを検討する。

【Outline (in English)】
The aim of this seminar is to help students complete master
thesis. Students are required to understand the method
of the literature survey, citation, research ethics, previous
research reviewing, method of both qualitative of quantitative
analysis. Students are also required to make presentations
on their research results. Students are also required to make
presentations on their research results, regularly.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

BSP580R1

研究法

石山　恒貴、増淵　敏之、北郷　裕美、柿野　成美、井上
　善海、高尾　真紀子、小方　信幸、橋本　正洋
科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
博士論文を執筆するために社会科学研究及び政策研究の基礎について学習す
る。より円滑かつ的確に博士論文を執筆できるように博士論文の執筆過程を
イメージしながら基礎的な事項を確認していく。
【到達目標】
・政策を研究する際或いは社会科学分野の研究を行う際に必要な知識、技術、
勘所等について、基本的な水準に到達すること。
・各自の博士論文について、今後の作成計画や構想を具体的にイメージできる
ようになること。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」に関連
【授業の進め方と方法】
必要事項の講義、講義に基づく討論・グループ討論、課題についてのペーパー
ワーク等により進める。また、博士論文を執筆した先輩の経験談を聞く。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

研究のプロセスおよびリ
サーチデザイン（石山）

博士論文を書くうえで、自身の研究領
域および存在論・認識論の観点で、ど
のようなリサーチデザイン、分析を行
うべきか考える。また、研究のプロセ
スのあり方について考える。

2 回（3・
4）

博士論文における文献
サーベイ（増淵）
博士論文の構成（北郷）

博士論文には独創性が求められる。先
行研究のサーベイを通じてのテーマ設
定及び着眼点について議論していく。
典型的な博士論文を読み、その構成に
ついて考える。

3 回（5・
6）

社会人博士の取り方（橋
本）

社会人経験を有する学生を中心とし
て、学位取得に向けた自身の経験を踏
まえたガイダンスを行うとともにディ
スカッションを通して、研究テーマ、
研究の進め方など論文執筆に有益な機
会とすることを目指す。

4 回（7・
8）

計量経済学的手法の活用
（小方）

計量経済学の手法を用いた査読論文を
教材とし、査読プロセスを踏まえた上
で、データ・分析手法・結論の導出な
どの特徴について議論する。

5 回（9・
10）

量的調査（質問紙調査）
の方法（高尾）

過去の博士論文を参照しながら、特に
質問紙調査の実施にあたっての留意点
や分析手法について講義し、各自の問
題意識に沿って議論する。

6回（11・
12）

「研究方法」「論文執筆」
等に関する再確認（上山）

この時期だからこそ再度、研究の基本
に立ち返る。「研究とは」「論文執筆の
注意点」「査読論文」等について考え
る。

7回（13・
14）

質的調査（事例調査）の
方法（井上）

過去の博士論文を参照しながら、特に
事例調査の実施にあたっての留意点や
分析手法について講義し、各自の問題
意識に沿って議論する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
１　授業と並行して自分の博士論文の作成計画及び構想を練る。
２　論文作成法などの本を読む。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時間を
標準とします。
【テキスト（教科書）】
特定のテキストは用いない。各回ごとに参考文献を挙げる。
【参考書】
野村康『社会科学の考え方　認識論、リサーチ・デザイン、手法』2017 年, 名
古屋大学出版会
自分の研究領域の優れたモノグラフが一番の参考文献となる。一般的には社
会科学系の論文作成法の本は参考となる。研究法については、その都度、本
や文献等を指示する。
【成績評価の方法と基準】
各回のレポート、授業への貢献等の総合点を合計して評価する。
【学生の意見等からの気づき】
博士号取得者の経験は役に立つとの声が多いため、講義にも取り入れていく。

【学生が準備すべき機器他】
パソコンによる提出物作成は必須。
【その他の重要事項】
一般的な研究法の知識等を概説するにとどまるので、実際の展開は各人が指
導教員と相談しながら進めていただきたい。
授業後に質問等を受け付ける。
【Outline (in English)】
This course introduce the basics of social science research and policy
research to write a doctoral thesis. Students are required to confirm
fundamental skills while imagining the writing process of doctoral
thesis.
Goal
At the end of the course, students are expected to be able to visualise a
concrete plan and concept for the future preparation of each individual’s
doctoral thesis.
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
Students will be evaluated comprehensively based on their discussions,
presentations, and written papers.

— 71 —



政策創造研究科　発行日：2023/5/1

OTR580R1

合同ゼミ

増淵　敏之

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
博士課程ではより専門性を高めることになるため、学生全員での議論の場を
設けたい。とくに他領域での学生の発言が研究の奥行きと広がりに繋がるこ
とを期待している。学会での発表に結び付けることを到達目標としたい。
【到達目標】
投稿論文の掲載を到達目標にする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」に関連
【授業の進め方と方法】
1 回につき１名の学生の発表とする。ひとりにつき発表時間は 40 分、議論
60 分とする。レジュメは当日、配布、書式は基本的に自由だが、P・P は使
用しないことを基本とする。発表の順番、司会進行は学生が行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 ガイダンス、発表の順番

決め、進行についての調
整作業/Guidance,
ordering of
presentations,
coordination work on
progress

ガイダンス、発表の順番決め、進行に
ついての調整作業/Guidance,
ordering of presentations,
coordination work on progress

2-5 発表、議論、講
評/Presentations,
discussions, comments

発表、議論、講評/Presentations,
discussions, comments

6-7 ゲスト講師の講
義/Lecture by guest
lecturer

博士論文の執筆について/About
writing a doctoral dissertation

8 中間取り纏
め/Intermediate
summary

意見交換、進捗状況確認/Exchange
opinions and check progress

9-12 発表、議論、講
評/Presentations,
discussions, comments

発表、議論、講評/Presentations,
discussions, comments

13 ゲスト講師の講
義/Lecture by guest
lecturer

博士論文の執筆について/About
writing a doctoral dissertation

14 纏め/Summary 意見交換、進捗状況確認/Exchange
opinions and check progress

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
都度学生と相談して進め方を決めていく。本授業の準備学習・復習時間は各
2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
適宜、推薦する。
【参考書】
適宜、推薦する。
【成績評価の方法と基準】
発表、議論の場での発言を中心に評価していく。
【学生の意見等からの気づき】
学生の人数によって授業の実施方法を工夫していく。
【学生が準備すべき機器他】
特になし。
【その他の重要事項】
自分の発表の回には配布用資料を用意のこと。基本的には対面で実施するが、
状況に応じてオンラインで実施することもある。オフィスアワー毎週月曜日
16 － 18 時。
【Outline (in English)】
As doctoral students will increase their expertise, we want to set up
a forum for discussion among all students. In particular, I hope that
the remarks of the students in other areas will lead to the depth and
spread of the research. I would like to make my goal to be connected
with presentations at academic societies.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN700R1

雇用政策特殊研究Ⅰ

石山　恒貴

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　雇用、キャリア、人的資源管理、職業能力開発などの領域を中心に、博士課
程としての専門性に応じた授業を行う。文献レビュー、定量調査、定性調査、
フィールドワークなど多角的に進める。
　博士後期課程の初年度に該当し、最終的な博士論文の完成を可能とするた
めの知識・スキルの習得を重点的に行う。
【到達目標】
　学会発表、査読論文の執筆が可能となるレベルへの到達を目指す。体系的
に博士論文を構築していく。　
　博士後期課程の初年度として、学会発表、査読論文執筆などを十分に進め
ることができるレベルへの到達を目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
　基本的に個人指導が中心となるが、博士課程在籍者間における、情報共有と
議論を効果的に交える。また、修士課程在籍者への指導経験をとおして、自
身の研究領域への理解を深めていただく。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

　学会発表、査読論文の
執筆、博士論文の構築　

　個人指導、および、博士課程在籍者
間における、情報共有と議論

2 回（3・
4）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

3 回（5・
6）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

4 回（7・
8）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

5 回（9・
10）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

6回（11・
12）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

7回（13・
14）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

8回（15・
16）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

9回（17・
18）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

10 回
（19・20）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

11 回
（21・22）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

12 回
（23・24）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

13 回
（25・26）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

14 回
（27・28）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

15 回
（29・30）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

16 回
（31・32）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

17 回
（33・34）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

18 回
（35・36）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

19 回
（37・38）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

20 回
（39・40）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

21 回
（41・42）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

22 回
（43・44）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

23 回
（45・46）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

24 回
（47・48）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

25 回
（49・50）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

26 回
（51・52）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

27 回
（53・54）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

28 回
（55・56）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　担当領域および関連領域に関する、日本と海外の文献サーベイ。本授業の
準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　個別に指定する。
【参考書】
　個別に指定する。
【成績評価の方法と基準】
　議論、発表、論文の執筆状況により、総合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　学生が主体的に学んでいくことを基本とするが、同時にきめ細かい支援も
行う。
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of the fundamental principles of
academic research for doctoral work.
Goal
At the end of the course, students are expected to reach a level where
students can adequately present their work at conferences and write
peer-reviewed papers.
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
Students will be evaluated comprehensively based on their discussions,
presentations, and written papers.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN710R1

雇用政策特殊研究Ⅱ

石山　恒貴

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　雇用、キャリア、人的資源管理、職業能力開発などの領域を中心に、博士課
程としての専門性に応じた授業を行う。文献レビュー、定量調査、定性調査、
フィールドワークなど多角的に進める。
　博士後期課程の中間の年度となることから、博士論文に着手できる条件を
すべて整えるための内容を重点的に行う。
【到達目標】
　学会発表、査読論文の執筆が可能となるレベルへの到達を目指す。体系的
に博士論文を構築していく。　
　博士論文に着手できる条件を整えるために、特に査読論文の執筆が可能と
なるレベルへの到達を重視する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
　基本的に個人指導が中心となるが、博士課程在籍者間における、情報共有と
議論を効果的に交える。また、修士課程在籍者への指導経験をとおして、自
身の研究領域への理解を深めていただく。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

　学会発表、査読論文の
執筆、博士論文の構築　

　個人指導、および、博士課程在籍者
間における、情報共有と議論

2 回（3・
4）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

3 回（5・
6）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

4 回（7・
8）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

5 回（9・
10）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

6回（11・
12）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

7回（13・
14）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

8回（15・
16）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

9回（17・
18）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

10 回
（19・20）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

11 回
（21・22）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

12 回
（23・24）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

13 回
（25・26）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

14 回
（27・28）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

15 回
（29・30）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

16 回
（31・32）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

17 回
（33・34）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

18 回
（35・36）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

19 回
（37・38）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

20 回
（39・40）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

21 回
（41・42）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

22 回
（43・44）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

23 回
（45・46）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

24 回
（47・48）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

25 回
（49・50）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

26 回
（51・52）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

27 回
（53・54）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

28 回
（55・56）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　担当領域および関連領域に関する、日本と海外の文献サーベイ。本授業の
準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　個別に指定する。
【参考書】
　個別に指定する。
【成績評価の方法と基準】
　議論、発表、論文の執筆状況により、総合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　学生が主体的に学んでいくことを基本とするが、同時にきめ細かい支援も
行う。
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of the fundamental principles of
academic research for doctoral work.
Students will be evaluated comprehensively based on their discussions,
presentations, and written papers.
Goal
At the end of the course, students are expected to reach a level where
students can adequately present their work at conferences and write
peer-reviewed papers. Emphasis will be placed on reaching a level that
will enable students to write peer-reviewed papers.
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
Students will be evaluated comprehensively based on their discussions,
presentations, and written papers.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN720R1

雇用政策特殊研究Ⅲ

石山　恒貴

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　雇用、キャリア、人的資源管理、職業能力開発などの領域を中心に、博士課
程としての専門性に応じた授業を行う。文献レビュー、定量調査、定性調査、
フィールドワークなど多角的に進める。
　特に博士後期課程の集大成として、博士論文の完成に関連する内容を重点
的に実施する。
【到達目標】
　学会発表、査読論文の執筆が可能となるレベルへの到達を目指す。体系的
に博士論文を構築していく。　
　本授業は博士後期課程の集大成となることから、博士論文そのものの完成
に該当するレベルへの到達を目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
　基本的に個人指導が中心となるが、博士課程在籍者間における、情報共有と
議論を効果的に交える。また、修士課程在籍者への指導経験をとおして、自
身の研究領域への理解を深めていただく。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

　学会発表、査読論文の
執筆、博士論文の構築　

　個人指導、および、博士課程在籍者
間における、情報共有と議論

2 回（3・
4）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

3 回（5・
6）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

4 回（7・
8）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

5 回（9・
10）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

6回（11・
12）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

7回（13・
14）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

8回（15・
16）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

9回（17・
18）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

10 回
（19・20）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

11 回
（21・22）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

12 回
（23・24）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

13 回
（25・26）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

14 回
（27・28）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

15 回
（29・30）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

16 回
（31・32）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

17 回
（33・34）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

18 回
（35・36）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

19 回
（37・38）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

20 回
（39・40）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

21 回
（41・42）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

22 回
（43・44）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

23 回
（45・46）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

24 回
（47・48）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

25 回
（49・50）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

26 回
（51・52）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

27 回
（53・54）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

28 回
（55・56）

学会発表、査読論文の執
筆、博士論文の構築　

個人指導、および、博士課程在籍者間
における、情報共有と議論

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　担当領域および関連領域に関する、日本と海外の文献サーベイ。本授業の
準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　個別に指定する。
【参考書】
　個別に指定する。
【成績評価の方法と基準】
　議論、発表、論文の執筆状況により、総合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　学生が主体的に学んでいくことを基本とするが、同時にきめ細かい支援も
行う。
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of the fundamental principles of
academic research for doctoral work.
Goal
At the end of the course, students are expected to reach a level
corresponding to the completion of the doctoral dissertation itself.
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
Students will be evaluated comprehensively based on their discussions,
presentations, and written papers.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl700R1

文化政策特殊研究Ⅰ

増淵　敏之

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
博士課程ではより専門性を高めることになるため、文献講読、フィールドワー
ク、議論を中心に授業を進めながら、まずは学会発表、査読論文の執筆を当
初の到達目標とする。そして博士論文の全体を構成を並行して決めていく。
【到達目標】
1 年次はテーマ設定、修士論文の再検討から学会発表、投稿論文執筆へと進め
ていき、投稿、掲載に結びつけていきたい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
基本的にマン・ツー・マンで授業を進めていく。適宜、教員の学会出席、調査
への同行を求めることもある。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1-28 研究に関しての個別指

導/Individual guidance
on research

研究に関しての個別指導/Individual
guidance on research

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
取り上げた文献及び関連文献の講読。本授業の準備学習・復習時間は各 2時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
適宜、推薦する。
【参考書】
適宜、推薦する。
【成績評価の方法と基準】
発表、議論の場での発言、研究成果を中心に評価していく。
【学生の意見等からの気づき】
文献紹介、フィールド紹介など細かい点にも留意していく。
【その他の重要事項】
基本的には対面で実施するが、状況に応じてオンラインで実施することもある。
【Outline (in English)】
As the doctoral course will raise the level of expertise, we will initially
make presentations on academic sessions and writing peer-reviewed
papers as initial targets while promoting classes focusing on document
reading, field work, and discussion. And we decide the whole of the
doctoral dissertation in parallel.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl710R1

文化政策特殊研究Ⅱ

増淵　敏之

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
博士課程ではより専門性を高めることになるため、文献講読、フィールドワー
ク、議論を中心に授業を進めながら、まずは学会発表、査読論文の執筆を当
初の到達目標とする。そして博士論文の全体を構成を並行して決めていく。
【到達目標】
２年次では学会発表、論文投稿をメインにするが、調査を積極的に行わなけ
ればならないので、フィールドワークの手法を会得することに力点を置く。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
基本的にマン・ツー・マンで授業を進めていく。適宜、教員の学会出席、調査
への同行を求めることもある。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

研究に関しての個別指
導/Individual guidance
on research

研究に関しての個別指導/Individual
guidance on research

2 回（3・
4）

同上 同上

3 回（5・
6）

同上 同上

4 回（7・
8）

同上 同上

5 回（9・
10）

同上 同上

6回（11・
12）

同上 同上

7回（13・
14）

同上 同上

8回（15・
16）

同上 同上

9回（17・
18）

同上 同上

10 回
（19・20）

同上 同上

11 回
（21・22）

同上 同上

12 回
（23・24）

同上 同上

13 回
（25・26）

同上 同上

14 回
（27・28）

同上 同上

15 回
（29・30）

研究に関しての個別指
導/Individual guidance
on research

研究に関しての個別指導/Individual
guidance on research

16 回
（31・32）

同上 同上

17 回
（33・34）

同上 同上

18 回
（35・36）

同上 同上

19 回
（37・38）

同上 同上

20 回
（39・40）

同上 同上

21 回
（41・42）

同上 同上

22 回
（43・44）

同上 同上

23 回
（45・46）

同上 同上

24 回
（47・48）

同上 同上

25 回
（49・50）

同上 同上

26 回
（51・52）

同上 同上

27 回
（53・54）

同上 同上

28 回
（55・56）

同上 同上

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
取り上げた文献及び関連文献の購読。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
適宜、推薦する。
【参考書】
適宜、推薦する
【成績評価の方法と基準】
発表、議論の場での発言、研究成果を中心に評価していく。
【学生の意見等からの気づき】
文献紹介、フィールド紹介など細かい点にも留意していく。
【Outline (in English)】
As the doctoral course will raise the level of expertise, we will initially
make presentations on academic sessions and writing peer-reviewed
papers as initial targets while promoting classes focusing on document
reading, field work, and discussion. And we decide the whole of the
doctoral dissertation in parallel.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl720R1

文化政策特殊研究Ⅲ

増淵　敏之

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
博士課程ではより専門性を高めることになるため、文献講読、フィールドワー
ク、議論を中心に授業を進めながら、まずは学会発表、査読論文の執筆を当
初の到達目標とする。そして博士論文の全体を構成を並行して決めていく。
【到達目標】
２年次では学会発表、論文投稿をメインにするが、調査を積極的に行わなけ
ればならないので、フィールドワークの手法を会得することに力点を置く。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
基本的にマン・ツー・マンで授業を進めていく。適宜、教員の学会出席、調査
への同行を求めることもある。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

研究に関しての個別指
導/Individual guidance
on research

研究に関しての個別指導/Individual
guidance on research

2 回（3・
4）

同上 同上

3 回（5・
6）

同上 同上

4 回（7・
8）

同上 同上

5 回（9・
10）

同上 同上

6回（11・
12）

同上 同上

7回（13・
14）

同上 同上

8回（15・
16）

同上 同上

9回（17・
18）

同上 同上

10 回
（19・20）

同上 同上

11 回
（21・22）

同上 同上

12 回
（23・24）

同上 同上

13 回
（25・26）

同上 同上

14 回
（27・28）

同上 同上

15 回
（29・30）

研究に関しての個別指導 研究に関しての個別指導

16 回
（31・32）

同上 同上

17 回
（33・34）

同上 同上

18 回
（35・36）

同上 同上

19 回
（37・38）

同上 同上

20 回
（39・40）

同上 同上

21 回
（41・42）

同上 同上

22 回
（43・44）

同上 同上

23 回
（45・46）

同上 同上

24 回
（47・48）

同上 同上

25 回
（49・50）

同上 同上

26 回
（51・52）

同上 同上

27 回
（53・54）

同上 同上

28 回
（55・56）

同上 同上

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
取り上げた文献及び関連文献の購読。本授業の準備学習・復習時間は各 2 時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
適宜、推薦する。
【参考書】
適宜、推薦する
【成績評価の方法と基準】
発表、議論の場での発言、研究成果を中心に評価していく。
【学生の意見等からの気づき】
文献紹介、フィールド紹介など細かい点にも留意していく。
【Outline (in English)】
As the doctoral course will raise the level of expertise, we will initially
make presentations on academic sessions and writing peer-reviewed
papers as initial targets while promoting classes focusing on document
reading, field work, and discussion. And we decide the whole of the
doctoral dissertation in parallel.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSx700R1

都市政策特殊研究Ⅰ

上山　肇

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
都市政策に関する博士論文作成手法の習得
【到達目標】
論文（査読論文等含む）の作成及び学会等での発表
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
基本的にマンツーマンにより授業を進めていきます。前半・後半の最後に全
体での発表及びディスカッションを行い到達度を確認します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 本科目の進め方について説明

2 回（3・
4）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

3 回（5・
6）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

4 回（7・
8）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

5 回（9・
10）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

6回（11・
12）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

7回（13・
14）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

8回（15・
16）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

9回（17・
18）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

10 回
（19・20）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

11 回
（21・22）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

12 回
（23・24）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

13 回
（25・26）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

14 回
（27・28）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

15 回
（29・30）

前半のまとめ 発表及びディスカッション

16 回
（31・32）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

17 回
（33・34）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

18 回
（35・36）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

19 回
（37・38）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

20 回
（39・40）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

21 回
（41・42）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

22 回
（43・44）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

23 回
（45・46）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

24 回
（47・48）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

25 回
（49・50）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

25 回
（49・
50） 26
回（51・
52）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

27 回
（53・54）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

28 回
（55・56）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　関連文献の講読。
【テキスト（教科書）】
　適宜示します。
【参考書】
　適宜示します。
【成績評価の方法と基準】
　発表や議論の場での発言、研究成果によって評価します。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし
【Outline (in English)】
[Course Outline]
This course introduces about writing method of a thesis of urban policy
to students taking this course.
[到達目標 (Learning Objectives)]
Preparation of papers and presentation at academic conferences, etc.
[Learning activities outside of classroom]
Reading related literature.
[Grading Criteria / Policy]
Evaluation will be made based on the statements made at the
presentations and discussions, and the research results.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSx710R1

都市政策特殊研究Ⅱ

上山　肇

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
都市政策に関する博士論文作成手法の習得
【到達目標】
論文（査読論文等含む）の作成及び学会等での発表
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
基本的にマンツーマンにより授業を進めていきます。前半・後半の最後に全
体での発表及びディスカッションを行い到達度を確認します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 本科目の進め方について説明

2 回（3・
4）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

3 回（5・
6）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

4 回（7・
8）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

5 回（9・
10）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

6回（11・
12）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

7回（13・
14）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

8回（15・
16）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

9回（17・
18）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

10 回
（19・20）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

11 回
（21・22）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

12 回
（23・24）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

13 回
（25・26）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

14 回
（27・28）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

15 回
（29・30）

前半のまとめ 発表及びディスカッション

16 回
（31・32）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

17 回
（33・34）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

18 回
（35・36）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

19 回
（37・38）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

20 回
（39・40）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

21 回
（41・42）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

22 回
（43・44）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

23 回
（45・46）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

24 回
（47・48）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

25 回
（49・50）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

26 回
（51・52）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

27 回
（53・54）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

28 回
（55・56）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　関連文献の講読。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　適宜示します。
【参考書】
　適宜示します。
【成績評価の方法と基準】
　発表や議論の場での発言、研究成果によって評価します。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし
【Outline (in English)】
This course introduces about writing method of a thesis of urban policy
to students taking this course.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSx720R1

都市政策特殊研究Ⅲ

上山　肇

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
都市政策に関する博士論文作成手法の習得
【到達目標】
論文（査読論文等含む）の作成及び学会等での発表
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
基本的にマンツーマンにより授業を進めていきます。前半・後半の最後に全
体での発表及びディスカッションを行い到達度を確認します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 本科目の進め方について説明

2 回（3・
4）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

3 回（5・
6）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

4 回（7・
8）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

5 回（9・
10）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

6回（11・
12）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

7回（13・
14）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

8回（15・
16）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

9回（17・
18）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

10 回
（19・20）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

11 回
（21・22）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

12 回
（23・24）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

13 回
（25・26）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

14 回
（27・28）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

15 回
（29・30）

前半のまとめ 発表及びディスカッション

16 回
（31・32）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

17 回
（33・34）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

18 回
（35・36）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

19 回
（37・38）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

20 回
（39・40）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

21 回
（41・42）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

22 回
（43・44）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

23 回
（45・46）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

24 回
（47・
48））

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

25 回
（49・50）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

26 回
（51・52）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

27 回
（53・54）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

28 回
（55・56）

研究に関する個別指導 研究に関する個別指導

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　関連文献の講読。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　適宜示します。
【参考書】
　適宜示します。
【成績評価の方法と基準】
　発表や議論の場での発言、研究成果によって評価します。
【学生の意見等からの気づき】
　特になし
【Outline (in English)】
This course introduces about writing method of a thesis of urban policy
to students taking this course.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN700R1

企業経営特殊研究Ⅰ

井上　善海

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
1 年次は、博士論文執筆に必要な知識・スキルの習得を目指します。具体的に
は、博士論文の全体構成を組み立て、先行研究レビューを行い、その限界と
批判を示していただきます。また、修士論文をベースとした学会発表、投稿
論文執筆に取り組んでいただきます。
【到達目標】
①博士論文執筆に必要な知識・スキルを習得できている。
②博士論文の全体構成を組み立て、先行研究レビューを行い、その限界と批
判を示すことができている。
③修士論文をベースとした学会発表、論文投稿ができている。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
個人指導を中心に進めていきますが、他のメンバーとの議論を行うことによっ
て、研究内容を高めるとともに、情報共有を行います。また、研究内容と関
連する学会への出席、研究報告、論文投稿も積極的に行っていただきます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

前半演習ガイダンス 前半における演習（ゼミ）の進め方に
ついての説明を行う。

2 回（3・
4）

博士論文全体構成①
個人研究発表

博士論文の全体構成について指導を行
う。また、各自の研究テーマに関する
発表と討議を行う。

3 回（5・
6）

博士論文全体構成②
個人研究発表

博士論文の全体構成について指導を行
う。また、各自が関心を持つ研究内容
に関する発表と討議を行う。

4 回（7・
8）

博士論文全体構成③
個人研究発表

博士論文の全体構成について指導を行
う。また、各自が関心を持つ研究内容
に関する発表と討議を行う。

5 回（9・
10）

博士論文全体構成④
個人研究発表

博士論文の全体構成について指導を行
う。また、各自が関心を持つ研究内容
に関する発表と討議を行う。

6回（11・
12）

研究テーマの設定①
個人研究発表

研究テーマの設定について指導を行
う。また、各自の研究テーマに関する
発表と討議を行う。

7回（13・
14）

研究テーマの設定②
個人研究発表

研究テーマの設定について指導を行
う。また、各自の研究テーマに関する
発表と討議を行う。

8回（15・
16）

研究テーマの設定③
個人研究発表

研究テーマの設定について指導を行
う。また、各自の研究テーマに関する
発表と討議を行う。

9回（17・
18）

研究テーマの設定④
個人研究発表

研究テーマの設定について指導を行
う。また、各自の研究テーマに関する
発表と討議を行う。

10 回
（19・20）

先行研究レビュー①
個人研究発表

先行研究レビューについて指導を行
う。また、各自の先行研究に関する発
表と討議を行う。

11 回
（21・22）

先行研究レビュー②
個人研究発表

先行研究レビューについて指導を行
う。また、各自の先行研究に関する発
表と討議を行う。

12 回
（23・24）

先行研究レビュー③
個人研究発表

先行研究レビューについて指導を行
う。また、各自の先行研究に関する発
表と討議を行う。

13 回
（25・26）

先行研究レビュー④
個人研究発表

先行研究レビューについて指導を行
う。また、各自の先行研究に関する発
表と討議を行う。

14 回
（27・28）

前半まとめ 前半の演習の中間まとめを行う。到達
目標の進捗状況を確認し、後半の演習
の準備を行う。

15 回
（29・30）

後半演習ガイダンス 後半における演習（ゼミ）の進め方に
ついての説明を行う。

16 回
（31・32）

先行研究の限界と批判①
個人研究発表

先行研究の限界と批判について指導を
行う。また、各自の先行研究の限界と
批判に関する発表と討議を行う。

17 回
（33・34）

先行研究の限界と批判②
個人研究発表

先行研究の限界と批判について指導を
行う。また、各自の先行研究の限界と
批判に関する発表と討議を行う。

18 回
（35・36）

先行研究の限界と批判③
個人研究発表

先行研究の限界と批判について指導を
行う。また、各自の先行研究の限界と
批判に関する発表と討議を行う。

19 回
（37・38）

先行研究の限界と批判④
個人研究発表

先行研究の限界と批判について指導を
行う。また、各自の先行研究の限界と
批判に関する発表と討議を行う。

20 回
（39・40）

学会研究報告準備①
個人研究発表

学会報告について指導を行う。また、
各自の学会研究報告に関する発表と討
議を行う。

21 回
（41・42）

学会研究報告準備②
個人研究発表

学会報告について指導を行う。また、
各自の学会研究報告に関する発表と討
議を行う。

22 回
（43・44）

学会研究報告準備③
個人研究発表

学会報告について指導を行う。また、
各自の学会研究報告に関する発表と討
議を行う。

23 回
（45・46）

学会研究報告準備④
個人研究発表

学会報告について指導を行う。また、
各自の学会研究報告に関する発表と討
議を行う。

24 回
（47・48）

投稿論文準備①
個人研究発表

投稿論文執筆について指導を行う。ま
た、各自の投稿論文に関する発表と討
議を行う。

25 回
（49・50）

投稿論文準備②
個人研究発表

投稿論文執筆について指導を行う。ま
た、各自の投稿論文に関する発表と討
議を行う。

26 回
（51・52）

投稿論文準備③
個人研究発表

投稿論文執筆について指導を行う。ま
た、各自の投稿論文に関する発表と討
議を行う。

27 回
（53・54）

投稿論文準備④
個人研究発表

投稿論文執筆について指導を行う。ま
た、各自の投稿論文に関する発表と討
議を行う。

28 回
（55・56）

後半まとめ 到達目標の達成状況の確認を行い、2
年次への準備を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習では、論文執筆状況報告のためのプレゼン資料等を作成していただ
きます。復習では目安となる水準を演習中に示します。 本授業の準備学習・
復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
論文執筆に必要な資料を毎回配布します。
【参考書】
各自の研究内容に沿った参考図書を適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
本演習の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、演習内での発言・貢
献度（４０％）、研究発表内容（６０％）により成績評価を行います。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline (in English)】
The first year aims to acquire knowledge and skills necessary for
writing a doctoral thesis. Specifically, we will assemble the overall
composition of the doctoral dissertation, conduct a prior research review,
and show its limitations and criticism. In addition, we will work on
writing conference presentations based on master’s thesis and writing
submitted manuscripts.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN710R1

企業経営特殊研究Ⅱ

井上　善海

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
2 年次は、博士論文執筆に本格的に取り組んでいただきます。具体的には、博
士論文の仮説の設定、定量調査、定性調査、フィールドワークなどを行いま
す。また、学会発表、投稿論文も積み重ねていきます。
【到達目標】
①博士論文の仮説設定、定量調査、定性調査、フィールドワークなどができ
ている。
②複数の学会での発表、投稿論文ができている。
③博士論文の草稿ができている。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
個人指導を中心に進めていきますが、他のメンバーとの議論を行うことによっ
て、研究内容を高めるとともに、情報共有を行います。また、研究内容と関
連する学会への出席、研究報告、論文投稿も積極的に行っていただきます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

前半演習ガイダンス 前半における演習（ゼミ）の進め方に
ついての説明を行う。

2 回（3・
4）

仮説の設定①
個人研究発表

仮説の設定について指導を行う。ま
た、各自の仮説に関する発表と討議を
行う。

3 回（5・
6）

仮説の設定②
個人研究発表

仮説の設定について指導を行う。ま
た、各自の仮説に関する発表と討議を
行う。

4 回（7・
8）

仮説の設定③
個人研究発表

仮説の設定について指導を行う。ま
た、各自の仮説に関する発表と討議を
行う。

5 回（9・
10）

仮説の設定④
個人研究発表

仮説の設定について指導を行う。ま
た、各自の仮説に関する発表と討議を
行う。

6回（11・
12）

定量調査①
個人研究発表

定量調査について指導を行う。また、
各自の定量調査に関する発表と討議を
行う。

7回（13・
14）

定量調査②
個人研究発表

定量調査について指導を行う。また、
各自の定量調査に関する発表と討議を
行う。

8回（15・
16）

定量調査③
個人研究発表

定量調査について指導を行う。また、
各自の定量調査に関する発表と討議を
行う。

9回（17・
18）

定量調査④
個人研究発表

定量調査について指導を行う。また、
各自の定量調査に関する発表と討議を
行う。

10 回
（19・20）

定性調査①
個人研究発表

定性調査について指導を行う。また、
各自の定性調査に関する発表と討議を
行う。

11 回
（21・22）

定性調査②
個人研究発表

定性調査について指導を行う。また、
各自の定性調査に関する発表と討議を
行う。

12 回
（23・24）

定性調査③
個人研究発表

定性調査について指導を行う。また、
各自の定性調査に関する発表と討議を
行う。

13 回
（25・26）

定性調査④
個人研究発表

定性調査について指導を行う。また、
各自の定性調査に関する発表と討議を
行う。

14 回
（27・28）

前半まとめ 前半の演習の中間まとめを行う。到達
目標の進捗状況を確認し、後半の演習
の準備を行う。

15 回
（29・30）

後半演習ガイダンス 後半における演習（ゼミ）の進め方に
ついての説明を行う。

16 回
（31・32）

フィールドワーク①
個人研究発表

フィールドワークについて指導を行
う。また、各自のフィールドワークに
関する発表と討議を行う。

17 回
（33・34）

フィールドワーク②
個人研究発表

フィールドワークについて指導を行
う。また、各自のフィールドワークに
関する発表と討議を行う。

18 回
（35・36）

フィールドワーク③
個人研究発表

フィールドワークについて指導を行
う。また、各自のフィールドワークに
関する発表と討議を行う。

19 回
（37・38）

フィールドワーク④
個人研究発表

フィールドワークについて指導を行
う。また、各自のフィールドワークに
関する発表と討議を行う。

20 回
（39・40）

調査分析①
個人研究発表

調査分析について指導を行う。また、
各自の調査分析に関する発表と討議を
行う。

21 回
（41・42）

調査分析②
個人研究発表

調査分析について指導を行う。また、
各自の調査分析に関する発表と討議を
行う。

22 回
（43・44）

調査分析③
個人研究発表

調査分析について指導を行う。また、
各自の調査分析に関する発表と討議を
行う。

23 回
（45・46）

調査分析④
個人研究発表

調査分析について指導を行う。また、
各自の調査分析に関する発表と討議を
行う。

24 回
（47・48）

考察①
個人研究発表

考察について指導を行う。また、各自
の考察に関する発表と討議を行う。

25 回
（49・50）

考察②
個人研究発表

考察について指導を行う。また、各自
の考察に関する発表と討議を行う。

26 回
（51・52）

考察③
個人研究発表

考察について指導を行う。また、各自
の考察に関する発表と討議を行う。

27 回
（53・54）

考察④
個人研究発表

考察について指導を行う。また、各自
の考察に関する発表と討議を行う。

28 回
（55・56）

後半まとめ 到達目標の達成状況の確認を行い、３
年次への準備を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習では、論文執筆状況報告のためのプレゼン資料等を作成していただ
きます。復習では目安となる水準を演習中に示します。 本授業の準備学習・
復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
論文執筆に必要な資料を毎回配布します。
【参考書】
各自の研究内容に沿った参考図書を適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
本演習の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、演習内での発言・貢
献度（４０％）、研究発表内容（６０％）により成績評価を行います。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline (in English)】
In the second year, you will be making full efforts to write the
doctoral dissertation. Specifically, we set up hypotheses of doctor thesis,
quantitative survey, qualitative survey, field work etc. We will also hold
congress presentations and contributed papers.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN720R1

企業経営特殊研究Ⅲ

井上　善海

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
３年次は、博士論文の完成を目指します。具体的には、博士論文の完成度を
高めるため、学会発表、投稿論文を積み重ねていきます。
【到達目標】
①博士論文の全体構成のバランスがとれている。
②複数の学会での発表、論文投稿ができている。
③博士論文が完成している。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
個人指導を中心に進めていきますが、他のメンバーとの議論を行うことによっ
て、研究内容を高めるとともに、情報共有を行います。また、研究内容と関
連する学会への出席、研究報告、論文投稿も積極的に行っていただきます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

前半演習ガイダンス 前半における演習（ゼミ）の進め方に
ついての説明を行う。

2 回（3・
4）

博士論文執筆指導①
個人研究発表

博士論文の執筆指導を行う。また、各
自の博士論文の内容に関する発表と討
議を行う。

3 回（5・
6）

博士論文執筆指導②
個人研究発表

博士論文の執筆指導を行う。また、各
自の博士論文の内容に関する発表と討
議を行う。

4 回（7・
8）

博士論文執筆指導③
個人研究発表

博士論文の執筆指導を行う。また、各
自の博士論文の内容に関する発表と討
議を行う。

5 回（9・
10）

博士論文執筆指導④
個人研究発表

博士論文の執筆指導を行う。また、各
自の博士論文の内容に関する発表と討
議を行う。

6回（11・
12）

博士論文執筆指導⑤
個人研究発表

博士論文の執筆指導を行う。また、各
自の博士論文の内容に関する発表と討
議を行う。

7回（13・
14）

博士論文執筆指導⑥
個人研究発表

博士論文の執筆指導を行う。また、各
自の博士論文の内容に関する発表と討
議を行う。

8回（15・
16）

博士論文執筆指導⑦
個人研究発表

博士論文の執筆指導を行う。また、各
自の博士論文の内容に関する発表と討
議を行う。

9回（17・
18）

博士論文執筆指導⑧
個人研究発表

博士論文の執筆指導を行う。また、各
自の博士論文の内容に関する発表と討
議を行う。

10 回
（19・20）

博士論文執筆指導⑨
個人研究発表

博士論文の執筆指導を行う。また、各
自の博士論文の内容に関する発表と討
議を行う。

11 回
（21・22）

博士論文執筆指導⑩
個人研究発表

博士論文の執筆指導を行う。また、各
自の博士論文の内容に関する発表と討
議を行う。

12 回
（23・24）

博士論文執筆指導⑪
個人研究発表

博士論文の執筆指導を行う。また、各
自の博士論文の内容に関する発表と討
議を行う。

13 回
（25・26）

博士論文執筆指導⑫
個人研究発表

博士論文の執筆指導を行う。また、各
自の博士論文の内容に関する発表と討
議を行う。

14 回
（27・28）

前半まとめ 前半の演習の中間まとめを行う。到達
目標の進捗状況を確認し、後半の演習
の準備を行う。

15 回
（29・30）

後半演習ガイダンス 後半における演習（ゼミ）の進め方に
ついての説明を行う。

16 回
（31・32）

博士論文完成度向上①
個人研究発表

博士論文の完成度を高めるための指導
を行う。また、各自の博士論文の内容
に関する発表と討議を行う。

17 回
（33・34）

博士論文完成度向上②
個人研究発表

博士論文の完成度を高めるための指導
を行う。また、各自の博士論文の内容
に関する発表と討議を行う。

18 回
（35・36）

博士論文完成度向上③
個人研究発表

博士論文の完成度を高めるための指導
を行う。また、各自の博士論文の内容
に関する発表と討議を行う。

19 回
（37・38）

博士論文完成度向上④
個人研究発表

博士論文の完成度を高めるための指導
を行う。また、各自の博士論文の内容
に関する発表と討議を行う。

20 回
（39・40）

博士論文完成度向上⑤
個人研究発表

博士論文の完成度を高めるための指導
を行う。また、各自の博士論文の内容
に関する発表と討議を行う。

21 回
（41・42）

博士論文完成度向上⑥
個人研究発表

博士論文の完成度を高めるための指導
を行う。また、各自の博士論文の内容
に関する発表と討議を行う。

22 回
（43・44）

博士論文完成度向上⑦
個人研究発表

博士論文の完成度を高めるための指導
を行う。また、各自の博士論文の内容
に関する発表と討議を行う。

23 回
（45・46）

博士論文完成度向上⑧
個人研究発表

博士論文の完成度を高めるための指導
を行う。また、各自の博士論文の内容
に関する発表と討議を行う。

24 回
（47・48）

博士論文完成度向上⑨
個人研究発表

博士論文の完成度を高めるための指導
を行う。また、各自の博士論文の内容
に関する発表と討議を行う。

25 回
（49・50）

博士論文完成度向上⑩
個人研究発表

博士論文の完成度を高めるための指導
を行う。また、各自の博士論文の内容
に関する発表と討議を行う。

26 回
（51・52）

博士論文完成度向上⑪
個人研究発表

博士論文の完成度を高めるための指導
を行う。また、各自の博士論文の内容
に関する発表と討議を行う。

27 回
（53・54）

博士論文完成度向上⑫
個人研究発表

博士論文の完成度を高めるための指導
を行う。また、各自の博士論文の内容
に関する発表と討議を行う。

28 回
（55・56）

後半まとめ 到達目標の達成状況の確認を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習では、論文執筆状況報告のためのプレゼン資料等を作成していただ
きます。復習では目安となる水準を演習中に示します。 本授業の準備学習・
復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
論文執筆に必要な資料を毎回配布します。
【参考書】
各自の研究内容に沿った参考図書を適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
本演習の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、演習内での発言・貢
献度（５０％）、研究発表内容（５０％）により成績評価を行います。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline (in English)】
The third year aims to complete the doctoral thesis. Specifically, in order
to raise the degree of completion of the doctoral thesis, I will accumulate
academic presentations and submitted papers.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN700R1

CSR特殊研究Ⅰ

小方　信幸

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
当科目の目的は博士論文執筆に必要な知識とスキルを身に付けるこ
とである。その知識とスキルは、研究方法に関する文献からの学び
と、先行研究を批判的にレビューすることにより習得が可能となる。
また、先行研究レビューを通じ、博士論文の全体構成（リサーチ・
デザイン）を構築し、学会発表と投稿論文の準備を開始することが
求められる。

【到達目標】
（１）博論執筆に必要な知識とスキルを習得することができる。
（２）先行研究を批判的にレビューすることができる。
（３）リサーチ・デザインを構築することができる。
（４）学会発表および学術誌への投稿の準備を開始することができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」
に関連

【授業の進め方と方法】
個人指導を中心とする。また、博士課程在籍者との情報共有を行う
よう指導する。さらに、修士課程在籍者の指導を通じて、自らの研
究テーマの理解を深め、研究の質を高めることを求める。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

研究指導 （１）博士論文の全体像
（２）先行研究レビューの進め方

2回（3・
4）

研究指導
個人研究発表

（１）博士論文の構成
（２）先行研究レビュー

3回（5・
6）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

4回（7・
8）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

5回（9・
10）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

6 回
（11・
12）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

7 回
（13・
14）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

8 回
（15・
16）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

9 回
（17・
18）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

10 回
（19・
20）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

11 回
（21・
22）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

12 回
（23・
24）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

13 回
（25・
26）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

14 回
（27・
28）

研究指導
総括

春学期の振り返りと今後の課題

15 回
（29・
30）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

16 回
（31・
32）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

17 回
（33・
34）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

18 回
（35・
36）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

19 回
（37・
38）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

20 回
（39・
40）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

21 回
（41・
42）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

22 回
（43・
44）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

23 回
（45・
46）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

24 回
（47・
48）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

25 回
（49・
50）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

26 回
（51・
52）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

27 回
（53・
54）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

28 回
（55・
56）

研究指導
個人研究発表

（１）学会発表、投稿論文の準備
（２）先行研究レビュー

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
研究に必要な資料を毎回配布する。

【参考書】
個人別に研究内容にあったものを都度紹介する。

【成績評価の方法と基準】
到達目標（１）から（４）を基準に進捗状況をみて総合的に評価する。

【学生の意見等からの気づき】
研究の進捗状況についての発表機会を前年度以上に増やす。

【Outline (in English)】
The aim of this course is to help doctoral students acquire
the knowledge and skills necessary for writing a doctoral
dissertation. Those knowledge and skills could be acquired by
learning from the literature on research methods and critically
reviewing previous research. Students are also required to
establish the research design of the doctoral dissertation and
start preparations for presentation at the conference and for
submission papers to academic journals.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN710R1

CSR特殊研究Ⅱ

小方　信幸

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
当科目では、学生が研究計画に沿って調査・分析を行い、学会発表
と学術誌への投稿を行うことを目的とする。また、論文執筆と並行
して先行研究の批判的なレビューも求められる。

【到達目標】
（１）学会発表および学術誌への投稿ができる。
（２）先行研究を批判的にレビューすることができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」
に関連

【授業の進め方と方法】
個人指導を中心とする。また、博士課程在籍者との情報共有を行う
よう指導する。さらに、修士課程在籍者の指導を通じて、自らの研
究テーマの理解を深め、研究の質を高めることを求める。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表の準備
（３）先行研究レビュー

2回（3・
4）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

3回（5・
6）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

4回（7・
8）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

5回（9・
10）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

6 回
（11・
12）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

7 回
（13・
14）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

8 回
（15・
16）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

9 回
（17・
18）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

10 回
（19・
20）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

11 回
（21・
22）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

12 回
（23・
24）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

13 回
（25・
26）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

14 回
（27・
28）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

15 回
（29・
30）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

16 回
（31・
32）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

17 回
（33・
34）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

18 回
（35・
36）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

19 回
（37・
38）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

20 回
（39・
40）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

21 回
（41・
42）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

22 回
（43・
44）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

23 回
（45・
46）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

24 回
（47・
48）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

25 回
（49・
50）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

26 回
（51・
52）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー
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27 回
（53・
54）

個人発表および研究指
導

（１）研究テーマの調査・分析
（２）学会発表および投稿論文の
準備
（３）先行研究レビュー

28 回
（55・
56）

1 年間の総括 1 年間の振り返りと今後の研究方
針

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
研究に必要な資料を毎回配布する。

【参考書】
個人別に研究内容にあったものを都度紹介する。

【成績評価の方法と基準】
到達目標（１）および（２）を基準に進捗状況をみて総合的に評価
する。

【学生の意見等からの気づき】
研究の進捗状況についての発表機会を前年度以上に設ける。

【Outline (in English)】
The aim of this course is to help doctoral students to conduct
surveys and analyzes according to the research plan, to make
presentations at academic conferences and to submit papers
to academic journals. Critical review of prior research is also
required in parallel with writing the submission papers.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN720R1

CSR特殊研究Ⅲ

小方　信幸

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
当科目の目的は学生が博士論文を完成することである。

【到達目標】
（１）学術誌に査読付きで採用される論文を書くことができる。
（２）先行研究を批判的にレビューすることができる。
（３）博士論文を完成することができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」
に関連

【授業の進め方と方法】
個人指導を中心とする。また、博士課程在籍者との情報共有を行う
よう指導する。さらに、修士課程在籍者の指導を通じて、自らの研
究テーマの理解を深め、研究の質を高めることを図る。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

2回（3・
4）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

3回（5・
6）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

4回（7・
8）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

5回（9・
10）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

6 回
（11・
12）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

7 回
（13・
14）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

8 回
（15・
16）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

9 回
（17・
18）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

10 回
（19・
20）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

11 回
（21・
22）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

12 回
（23・
24）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

13 回
（25・
26）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

14 回
（27・
28）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

15 回
（29・
30）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

16 回
（31・
32）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

17 回
（33・
34）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

18 回
（35・
36）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

19 回
（37・
38）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

20 回
（39・
40）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

21 回
（41・
42）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

22 回
（43・
44）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

23 回
（45・
46）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

24 回
（47・
48）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

25 回
（49・
50）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

26 回
（51・
52）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

27 回
（53・
54）

個人発表および研究指
導

（１）博士論文の進捗状況
（２）学会発表および投稿論文
（３）先行研究レビュー

28 回
（55・
56）

総括 1 年間の振り返りと今後の課題

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
研究に必要な資料を毎回配布する。

【参考書】
個人別に研究内容にあったものを都度紹介する。

【成績評価の方法と基準】
到達目標（１）～（３）を基準に進捗状況をみて総合的に評価する。

【学生の意見等からの気づき】
研究の進捗状況についての発表機会を前年度以上に設ける。

【Outline (in English)】
The aim of this course is to help doctoral students submit their
doctoral dissertation.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl700R1

地域社会政策特殊研究Ⅰ

高尾　真紀子

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
各自の研究テーマに応じた研究指導を行う。文献調査、統計データの分析、質
問紙調査等の定量分析、事例研究等の定性的分析を踏まえた政策立案につい
て議論し、査読論文の作成を目指す。
【到達目標】
地域政策、社会政策に関する理論を理解し、分析能力及び政策立案能力を向
上させ、論文執筆のスキルを習得する。修士論文の再検討と査読論文の執筆
を目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
各自の論文テーマに沿って個別指導を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

授業全体のガイダンス 授業の進め方、論文作成に向けたスケ
ジュール

2 回（3・
4）

論文作成に向けた個別指
導研究テーマ

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読等、個別指導を行う

3 回（5・
6）

論文作成に向けた個別指
導研究テーマ

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読等、個別指導を行う

4 回（7・
8）

論文作成に向けた個別指
導先行研究レビュー

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、先行研究レビュー等、個別指導
を行う

5 回（9・
10）

論文作成に向けた個別指
導先行研究レビュー

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、先行研究等、個別指導を行う

6回（11・
12）

論文作成に向けた個別指
導　先行研究レビュー

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

7回（13・
14）

論文作成に向けた個別指
導 RQ の設定

各自の研究テーマに即して必要な先行
研究レビューから適切な RQ を設定す
るため、個別指導を行う

8回（15・
16）

論文作成に向けた個別指
導 RQ の設定

各自の研究テーマに即して必要な先行
研究レビューから適切な RQ を設定す
るため、個別指導を行う

9回（17・
18）

論文作成に向けた個別指
導分析手法の検討

各自の研究テーマに即して必要な量
的、質的分析手法等について、個別指
導を行う

10 回
（19・20）

論文作成に向けた個別指
導分析手法の検討

各自の研究テーマに即して必要な量
的、質的分析手法等について、個別指
導を行う

11 回
（21・22）

論文作成に向けた個別指
導査読論文

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

12 回
（23・24）

論文作成に向けた個別指
導査読論文

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

13 回
（25・26）

論文作成に向けた個別指
導査読論文

各自の研究テーマに即して必要な先行
研究レビュー、分析手法、論文執筆の
スキル等、査読論文の投稿に向けた個
別指導を行う

14 回
（27・28）

論文作成に向けた個別指
導査読論文

各自の研究テーマに即して必要な先行
研究レビュー読、分析手法、論文執筆
のスキル等、査読論文投稿に向けた個
別指導を行う

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各自の研究テーマに応じて取り上げた文献の購読、論文の作成。本授業の準
備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特になし
【参考書】
各自の研究テーマに合わせて指定する。
【成績評価の方法と基準】
授業における議論、発表、論文によって総合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
特になし

【Outline (in English)】
In this course, research guidance will be conducted according to
each student’s 　 research theme for preparing doctoral dissertations.
Students learn analysis of statistical data, quantitative analysis such
as questionnaire survey, qualitative analysis and policy planning.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl710R1

地域社会政策特殊研究Ⅱ

高尾　真紀子

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
各自の研究テーマに応じた研究指導を行う。文献調査、統計データの分析、質
問紙調査等の定量分析、事例研究等の定性的分析を踏まえた政策立案につい
て議論し、博士論文の作成を目指す。
【到達目標】
地域政策、社会政策に関する理論を理解し、分析能力及び政策立案能力を向
上させ、査読論文の投稿及び掲載を目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
各自の論文テーマに沿って個別指導を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

授業全体のガイダンス　 授業の進め方、論文作成に向けたスケ
ジュール

2 回（3・
4）

論文作成に向けた個別指
導　文献調査

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

3 回（5・
6）

論文作成に向けた個別指
導　文献調査

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

4 回（7・
8）

論文作成に向けた個別指
導　統計分析

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

5 回（9・
10）

論文作成に向けた個別指
導　統計分析

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

6回（11・
12）

論文作成に向けた個別指
導　定量調査

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

7回（13・
14）

論文作成に向けた個別指
導　定量調査

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

8回（15・
16）

論文作成に向けた個別指
導　定量調査

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

9回（17・
18）

論文作成に向けた個別指
導　定性調査

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

10 回
（19・20）

論文作成に向けた個別指
導　定性調査

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

11 回
（21・22）

論文作成に向けた個別指
導　定性調査

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

12 回
（23・24）

論文作成に向けた個別指
導　結果と考察

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

13 回
（25・26）

論文作成に向けた個別指
導　結果と考察

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

14 回
（27・28）

論文作成に向けた個別指
導　査読論文

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各自の研究テーマに応じて取り上げた文献の購読、論文の作成。本授業の準
備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特になし
【参考書】
各自の研究テーマに合わせて指定する
【成績評価の方法と基準】
授業における議論、発表、論文によって総合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
査読論文執筆に向けた具体的な指導を行う。

【Outline (in English)】
In this course, research guidance will be conducted according to
each student’s 　 research theme for preparing doctoral dissertations.
Students learn analysis of statistical data, quantitative analysis such
as questionnaire survey, qualitative analysis and policy planning.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl720R1

地域社会政策特殊研究Ⅲ

高尾　真紀子

科目分類：博士後期（必修） ｜ 単位：4 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
各自の研究テーマに応じた研究指導を行う。文献調査、統計データの分析、質
問紙調査等の定量分析、事例研究等の定性的分析を踏まえた政策立案につい
て議論し、博士論文の作成を目指す。
【到達目標】
地域政策、社会政策に関する理論を理解し、分析能力及び政策立案能力を向
上させ、査読論文を基に博士論文を完成させる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP3」に関連
【授業の進め方と方法】
各自の論文テーマに沿って個別指導を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

授業全体のガイダンス　 授業の進め方、論文作成に向けたスケ
ジュール

2 回（3・
4）

論文作成に向けた個別指
導　博論の構成

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

3 回（5・
6）

論文作成に向けた個別指
導　博論の構成

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

4 回（7・
8）

論文作成に向けた個別指
導　博論の構成

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

5 回（9・
10）

論文作成に向けた個別指
導　博論執筆

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

6回（11・
12）

論文作成に向けた個別指
導　博論執筆

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

7回（13・
14）

論文作成に向けた個別指
導　博論執筆

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

8回（15・
16）

論文作成に向けた個別指
導　博論執筆

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

9回（17・
18）

論文作成に向けた個別指
導　博論執筆

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

10 回
（19・20）

論文作成に向けた個別指
導　博論執筆

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

11 回
（21・22）

論文作成に向けた個別指
導　博論執筆

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

12 回
（23・24）

論文作成に向けた個別指
導　博論執筆

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

13 回
（25・26）

論文作成に向けた個別指
導　博論執筆

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

14 回
（27・28）

論文作成に向けた個別指
導　博論執筆

各自の研究テーマに即して必要な論文
購読、分析手法、論文執筆のスキル
等、個別指導を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
各自の研究テーマに応じて取り上げた文献の購読、論文の作成。本授業の準
備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特になし
【参考書】
各自の研究テーマに合わせて指定する
【成績評価の方法と基準】
授業における議論、発表、論文によって総合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
特になし

【Outline (in English)】
In this course, research guidance will be conducted according to
each student’s 　 research theme for preparing doctoral dissertations.
Students learn analysis of statistical data, quantitative analysis such
as questionnaire survey, qualitative analysis and policy planning.

— 91 —



政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ECN590R1

経済政策特殊講義（実証分析入門）

柿野　成美

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　論文執筆においては先行研究を丁寧に読み解くことが不可欠であ
る。本講義は、実証研究を行っている雑誌掲載論文を教材として取
り上げ、論文の作法と分析の手法に慣れるとともに、論文ポイント
を把握するための読解力を養成することが目的である。

【到達目標】
　１．実証研究論文の構成と作法を理解すること、２．先行研究の
分析結果の読み方を習得すること、３．各自が今後執筆する論文に
関わる実証研究の先行研究を読み進められるようになること

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」
「DP2」に関連

【授業の進め方と方法】
　実証分析を行っている査読論文を各自の関心に応じて選び、グルー
プで論文のポイントとなる分析手法や結論の読み方を紐解き、論点
を明確にする。授業で扱う論文は、教育、福祉、人材育成、男女共
同参画、地域連携、環境など幅広く扱う。事前に用意された論文に
事前に目を通してから講義に臨むこと。なお、データ分析の実習は
行わない。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

ガイダンス
実証分析の基礎

実証分析の基本的な考え方につい
て理解する。

2回（3・
4）

実証分析論文の収集 図書館の国内外の論文検索機能に
ついて理解し、各自の関心に応じ
た実証分析論文を収集する。

3回（5・
6）

実証分析の考え方① 相関係数、有意差検定の基本的な
考え方について理解し、論文を用
いてグループで討議する。

4回（7・
8）

実証分析の考え方② 重回帰分析、ロジスティック回帰
分析の基本的な考え方について理
解し、論文を用いてグループで討
議する。

5回（9・
10）

実証分析の考え方③ 因子分析・主成分分析等の基本的
な考え方について理解し、論文を
用いてグループで討議する。

6 回
（11・
12）

先行研究論文の発表と
討議

自身の執筆論文に関連した、実証
研究で構成された論文を選び、そ
の分析手法、内容検討結果を発
表、討議する。

7 回
（13・
14）

先行研究論文の発表と
討議

自身の執筆論文に関連した、実証
研究で構成された論文を選び、そ
の分析手法、内容検討結果を発
表、討議する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。事前に配
布する論文を読んでから講義に出席することを前提とする。各自の
研究分野に関する雑誌（査読論文が望ましい）にアクセスし、論文
を検索する習慣を身につけることを勧める。

【テキスト（教科書）】
　教科書はなく、教材を毎回配布する。教材は優れた実証分析で構
成された学術論文を予定している。

【参考書】
浦上昌則・脇田貴文（2021）『心理学・社会科学研究のための調査系
論文の読み方　改訂版』東京図書
小塩真司（2021）『第 3版　 SPSSと Amosによる心理・調査デー
タ解析　因子分析・共分散構造分析まで』東京図書
小塩真司（2021）『研究事例で学ぶ SPSSと Amosによる心理・調
査データ解析』東京図書

【成績評価の方法と基準】
　平常点　５０％
　期末レポート　５０％

【学生の意見等からの気づき】
　特になし

【学生が準備すべき機器他】
　学術雑誌にアクセスし論文検索ができるパソコン。

【その他の重要事項】
　教材で取り上げる論文は、回帰分析、因子分析などの量的分析手
法を用いる研究が多いので、それらの考え方に慣れてほしい。

【Outline (in English)】
　 This course aims to enhance the ability to understand a
paper through fast reading by familiarizing students with the
structures and research methods of reviewed papers. Course
materials will be mostly selected from established journals in
Japanese focusing on empirical research on human resources,
education, welfare, living economy, and consumer life.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl590R1

経済政策特殊講義（消費者政策論）

柿野　成美

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　少子高齢化、デジタル化、グローバル化の進展の下で、複雑化・
多様化する消費者問題に対し、消費者政策がどのように対応してい
るのか理解し、SDGs 達成に向けた消費者政策の今後の在り方につ
いて検討する。

【到達目標】
　身近にある消費者問題に気づき、具体的な事例をもとに消費者政
策の現状について理解し、今後の在り方について検討できるように
なることを目標とする。主な論点は、１．消費者被害とその対応、
２．消費者の自立支援（消費者教育・啓発）、３.SDGs 達成に向け
た消費者と企業との共創（エシカル消費・消費者志向経営）である。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
　授業形態は講義とディスカッションを中心に進める。授業前半で
は、消費者庁幹部等をゲストスピーカーに招聘する他、飯田橋にあ
る東京都消費生活総合センターの実地調査を取り入れる。授業後半
では、各自で消費者政策に関する具体事例を設定し、発表・討議を
行い理解を深める。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

ガイダンス 消費者政策の基本的な考え方や消
費者政策の推進体制について学
ぶ。

2回（3・
4）

消費者と企業の共創：
消費者志向経営とエシ
カル消費

持続可能な社会に向けた企業と消
費者の役割について具体的事例を
用いて検討する。

3回（5・
6）

消費者政策の最前線
（ゲストスピーカー）

消費者庁幹部をゲストスピーカー
に招聘し、消費者政策の最前線に
ついて理解すると共に、これから
の消費者政策の在り方について
ディスカッションする。

4回（7・
8）

地方消費者行政の実際
（現地調査）

東京都消費生活総合センター（飯
田橋）を訪れ、消費者行政の相談
対応の現状と課題について学ぶ。

5回（9・
10）

消費者の自立支援：消
費者教育・啓発

学校、家庭、地域、職域における
消費者教育の現状と課題について
検討する。

6 回
（11・
12）

個人発表・討議 消費者政策に関する具体事例を設
定し、その現状と課題について発
表・討議する。

7 回
（13・
14）

個人発表・討議・まと
め

消費者政策に関わる具体事例を設
定し、その現状と課題について発
表・討議する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。日頃から
新聞等に目を通し、消費者政策に関連ある諸課題に関心を持つよう
にすること。

【テキスト（教科書）】
　『日本の消費者政策―公正で健全な市場をめざして―』樋口一清・
井内正敏、創成社、2020 年、2500 円

【参考書】
　『くらしの豆知識 2022』国民生活センター編集・発行、全国官報
販売協同組合
　『消費者事件　歴史の証言』及川昭伍・田口義明、民事法研究会、
2015 年
　『消費者教育の未来ー分断を乗り越える実践コミュニティの可能
性』柿野成美、法政大学出版局、2019 年

【成績評価の方法と基準】
　レポート課題： 50 ％、平常点： 50 ％
　毎回の講義における議論やリアクションペーパーへの記載等を平
常点として評価する。

【学生の意見等からの気づき】
　特になし

【その他の重要事項】
　

【Outline (in English)】
This course aims to understand how the consumer policy
is responding to the increasingly complex and diversified
consumer issues under the declining birthrate and aging
population, digitalization, and globalization. In addition, we
will consider the remaining issues and the ways to solve them.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl590R1

経済政策特殊講義（生活政策論）

柿野　成美

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本授業では公正で持続可能な社会の形成に向けて地域が抱える生
活課題を取り上げ、その課題解決に向けた政策の在り方について議
論することを目的とする。

【到達目標】
　地域における生活課題を設定し、あるべき解決策に向けた政策を
具体的に検討することができる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」
「DP2」に関連

【授業の進め方と方法】
　授業形態は講義とディスカッションを中心に進める。講義では具
体的事例を紹介し、ゲストスピーカーによる講義を取り入れる。授
業の後半では、各自で生活に関わる課題を設定し、その解決の方向
性について発表・討議を行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

ガイダンス 公正で持続可能な社会の実現に向
けた生活政策が求められる背景を
理解し、具体的な課題について検
討する。

2回（3・
4）

地域とつながる学校教
育（ゲストスピー
カー）

生活者・消費者・市民を育む家庭
科教育について取り上げ、地域と
学校教育のつながりを創る方策に
ついて議論する。

3回（5・
6）

行政組織をつなぐコー
ディネーター

教育行政と消費者行政のつながり
をつくる消費者教育コーディネー
ターの事例を通じて、連携・協働
のメカニズムを議論する。

4回（7・
8）

消費者と地域企業をつ
なぐ学習プログラム

地域企業と小学生の親子を対象と
したプログラム「SDGs 調査隊」
を事例として、企業と消費者の共
創に向けた学習プログラムについ
て議論する。

5回（9・
10）

市民協働によるエシカ
ル・サステナブルな地
域づくり（ゲストス
ピーカー）

地域でエシカル・サステナブルに
取り組むゲストスピーカーの講義
を聞き、課題解決の方法について
議論する。

6 回
（11・
12）

発表・討議 生活に関する具体課題を設定し、
その処方箋ついて発表・討議す
る。

7 回
（13・
14）

発表・討議・まとめ 生活に関する具体課題を設定し、
その処方箋ついて発表・討議す
る。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。日頃から
経済、社会に関する新聞、雑誌記事、ニュースなどを読み、政策に
関する自分なりの見解を持つ習慣を身につけること。「生活に関る政
策の中で、私が考える最重要課題と解決のための処方箋」について
レポートを作成し発表する。

【テキスト（教科書）】
　毎回、レジュメや参考資料を配布する。

【参考書】
　○政府の白書
　内閣府「高齢社会白書」「少子社会対策白書」「子供・若者白書」「障
害者白書」「経済財政白書」
　厚生労働省「厚生労働白書」「労働経済白書」
　環境省「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」
　消費者庁「消費者白書」等
　〇『消費者教育の未来―分断を乗り越える実践コミュニティの可
能性』柿野成美、法政大学出版局、2019 年

【成績評価の方法と基準】
　授業中の議論への参加度（50％）、最終レポート（50％）を総合
的に勘案する。

【学生の意見等からの気づき】
　特になし

【Outline (in English)】
　 The purpose of this course is to learn about the basic
concepts that contribute to the realization of livelihood policies
for the formation of a fair and sustainable society and to discuss
the state of regional policies through specific examples.
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MAN590R1

雇用政策特殊講義（雇用政策研究（マクロ））

石山　恒貴

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　労働市場において働く人々のキャリア形成支援、職業能力開発、若年・女
性・高齢者・外国人などの雇用への対応をめぐる多くの施策の有効な展開は、
日本における喫緊の課題であり、その雇用政策全般 (マクロ）について検討す
る．少子高齢化，グローバル化，知識基盤社会化のなかで，雇用はどのよう
な課題を担い、どのように対策を講ずることが適切であるかを考える。
　様々な組織において、雇用・人事管理施策・人的資源管理にかかわる仕事を
行う実務家、または，これらに興味のある人を念頭に，雇用とはいかにある
べきかを、総論的に検討する．ただし、雇用の実務に直接関係ない院生にも，
雇用に関心があり、仕事経験があれば、もちろん履修可能である。
 
【到達目標】
　雇用プログラムの入門的な位置づけにある科目。雇用・人事管理施策・人的
資源管理の全体的な展望を得ていただくことを目的にする。現状、沿革、国
際比較などについて、総論的な知識を獲得するとともに、雇用を考える際の
勘所を養っていただくことを到達目標に置く。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
　雇用の歴史的背景、国際比較、職業能力開発、キャリア形成支援、日本的雇
用など、広い視点から、多角的な検討を行う。
　各回の授業は，講義と議論の両者を併用して進める．毎回のテーマにそっ
て講義を進めたのち，関連した課題をめぐり，受講生がいくつかのグループ
をつくって議論し，その結果を報告し，相互に批判的な検討を加えるなどの
ディスカッションを行う．必要なコメントも最後に与える。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

雇用の定義、論点および、
雇用の歴史

–そもそも雇用の定義、範囲は何を意
味するのか。また、当たり前と思い込
んでいる雇用の論点を、あらためて考
え直してみる。また、日本型雇用はい
つ形成されたのか、その歴史を探る。

2 回（3・
4）

日本的雇用と雇用の国際
比較

そもそも、日本的雇用とは何を意味す
るのだろうか。通説は正しいのか。日
本と他国を国際比較すると、本質的な
共通点と違いはどのようなものだろう
かか？

3 回（5・
6）

雇用の流動化、内部労働
市場と外部労働市場

雇用の流動化の必要性が指摘されてい
るが、そもそもその定義、また流動化
がもたらすものとは？ さらに、労働
市場の基本構造を考える

4 回（7・
8）

職業能力開発 職業能力開発とは、通常の人材開発と
なにが違うのか？ 環境変化を踏まえ、
求められる職業能力開発を考える

5 回（9・
10）

非正規雇用、新卒一括採
用、女性活躍兼業・副業
など柔軟な働き方

非正規雇用という問題が注目されてい
るが、その本質は何か？ 日本特有の
慣行と言われる、新卒一括採用の是非
を検討する。さらに、女性活躍につい
て考える

6回（11・
12）

兼業・副業と雇用によら
ない働き方

兼業・副業、フリーランスなど新しい
柔軟な働き方はなぜ生じたのか、その
効果と課題について分析する。

7回（13・
14）

ミドル・シニアの働き方
とまとめ

日本型雇用において、ミドル・シニア
の現状はどのようなものか。その課題
と今後の方向性を考える。さらに授業
全体のまとめを行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　雇用に関連した事項を広く勉強することが望ましいです。
1. 必須文献として指定された本を選択し、書評レポートを書くこと
2. 授業で配布される資料、論文などに目を通すこと。本授業の準備学習・復
習時間は各 2時間を標準とします。

【テキスト（教科書）】
　特定の教科書を使用しないが，以下に掲げる 7 冊から 1 冊を選び、書評レ
ポートをお願いする（どちらも早目に入手するか、図書館で借りるように）．
このほか別途に挙げる主な参考書，授業でその都度，必要に応じて紹介する
文献などを参照していただく．また，毎回の授業にはレジュメや参考資料を
配付する予定．
1. ピーター・キャペリ（若山由美訳）『雇用の未来』日本経済新聞社,2001 年
2. 清家篤『雇用再生―持続可能な働き方を考える』NHK 出版,2013 年
３. 山田久『失業なき雇用流動化』慶応義塾大学出版会，2016 年
4. 永野仁『労働と雇用の経済学』中央経済社,2017 年
5. 玄田有史『30 代の働く地図』岩波書店,2018 年
6. 山田久『賃上げ立国論』日本経済新聞出版社,2020 年
7．川上淳之『副業の研究』慶應義塾大学出版会，2021 年
【参考書】
・労働経済白書
・『日本労働研究雑誌』などの研究雑誌に掲載される論文
【成績評価の方法と基準】
　評価は，①授業における議論の実施状況による得点（1 回当たり 5 点満点
で計 35 点満点），② 2500 字以上の長さの科目レポートの得点（65 点満点）
で，両者を足した総得点を規定による評価基準にそって評価する．ただし，こ
れ以外に，必須の小レポートとして、書評レポートを課す．終了時に提出を
求める科目レポートは，授業内容を自分なりに消化し，できるだけ自分の最
終課題（修士論文テーマ）に引きつけて書くことが望ましい．
【学生の意見等からの気づき】
　文献は、科目履修を決めた場合、出来るだけ早く図書館などで借り出すか、
入手しておいていただきたい。なお、どうしても入手できない者のために、代
替的な図書を指示することがある。
【学生が準備すべき機器他】
　授業ではパワーポイントを使うことがある．
【その他の重要事項】
　
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of the fundamental principles of
Employment Policy. At the end of the course, participants are
expected to explain the essential concepts of Employment Policy.
Goal
At the end of the course, students are expected to gain an overall
perspective on employment, human resource management policies, and
human resource management.
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
Your overall grade in the class will be decided based on the following
Term-end reports : 65%、in class contribution: 35%
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MAN590R1

雇用政策特殊講義（人的資源管理論）

石山　恒貴

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義においては、変わりつつある日本的雇用を背景に、今後の人的資源
管理をどのように設計・運用していくべきか、という点に焦点をあてる。人
的資源管理に携わる人のみならず、企業の経営、人事施策、キャリア施策に
興味を持つ人は、広く対象となる。人的資源管理論の知識を講義で解説した
後に、受講者で今後の方向性を議論していくことにより、新しい知見の生成
を目指していく。
　参加型とし、受講生自身が選択した人的資源管理に関する事例（企業、公
的団体、非営利を問わず組織の事例）について報告することを求める。
【到達目標】
　人的資源管理の定義、概念、最新の動向を理解し、企業の組織経営、人事施
策という大きな視野の中での位置づけることができるようにする。それを通
じて、実際の企業／組織における人的資源管理を設計、運用、実施できるよ
うになる知識とセンスの習得を目標とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
　人的資源管理の歴史的背景、日本的雇用の変化と課題、グローバルにおけ
る人的資源管理の最新動向などを講義、解説したうえでグループディスカッ
ションを行い、あるべき方向性を全員でつくりあげていく。また受講者相互
の発表により、グローバルの状況、日本の状況の実態の理解を深める。
　また、人的資源管理は、経営理論、リーダーシップ理論、キャリア理論との
関係も重要である。こうした理論との関係性を踏まえながら、授業を進めて
いく。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

人的資源管理の定義、歴
史的背景、理論的背景

人的資源管理の定義を行い、どのよう
な歴史的背景、理論的背景があるのか
について分析を行う。

2 回（3・
4）

組織開発と組織行動 人的資源管理との関連において、組織
開発と組織行動の重要概念について、
分析、考察する。

3 回（5・
6）

日本的雇用と職務 変化しつつある日本的雇用の状況を分
析する。その変化を踏まえ、日本にお
ける職務主義と職能資格の実態を考察
する

4 回（7・
8）

戦略的人的資源管理と人
事部の機能・役割

特に欧米における人的資源管理論の発
展には戦略的人的資源管理論の貢献が
大きく、経営戦略との結びつきが基礎
となっている。この観点から分析を行
う。それを踏まえて、人事部門の機
能・役割がどうあるべきなのかについ
て考えていく。

5 回（9・
10）

タレントマネジメントお
よび受講者による事例発
表

タレントマネジメントには、人材ポー
トフォリオ、報酬、評価、職務評価、
目標管理、リテンションなど様々な要
素がある。各要素とその統合の必要性
を、タレントという観点から分析する。
また、受講者による事例発表を行う。

6回（11・
12）

受講者による事例発表 受講者による事例発表を行う。

7回（13・
14）

受講者による事例発表と
まとめ

受講者による事例発表と授業の総括と
して、人的資源管理の未来のあり方の
総合的な考察。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　本授業は、講義だけなく、グループ討議を積極的に取り入れていく。自分
の所属する組織における人的資源管理についての問題意識を持ち、グループ
討議にいかしていただきたい。
　また講義で示す参考書については、積極的にお読みいただきたい。本授業
の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　講義ノートについては、毎回の授業で配布する。
【参考書】
石山恒貴『日本企業のタレントマネジメント』中央経済社,2020 年　

石山恒貴　『組織内専門人材のキャリアと学習』　生産性労働情報センター
　 2013 年
石山恒貴『越境的学習のメカニズム』福村出版,2018 年　　
【成績評価の方法と基準】
　評価は、①授業における議論の実施状況による得点（1 回あたり 5 点満点
で計 35 点満点）、②受講者による事例発表の得点（65 点満点）で、両者を足
した総得点を規定による評価基準に沿って評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　実務面の参考にしていただくべく、豊富な実例の紹介を行う
【学生が準備すべき機器他】
　授業ではパワーポイントなど PC を使うことがある。
【その他の重要事項】
　各人の事例研究報告が課されていることに留意して受講すること。
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of Human Resource Management. At the end of the
course, participants are expected to explain the essential concepts of
Human Resource Management.
Goal
At the end of the course, students are expected to understand
the definitions, concepts, and current trends in human resource
management
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
Your overall grade in the class will be decided based on the following:
Presentation of case study assigned by each student: 65%、in class
contribution: 35%
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MAN590R1

雇用政策特殊講義（人材育成論）

石山　恒貴

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　経営学における人材育成という観点で、キャリア理論も含めて幅広く議論
する授業である。不確実で変化の激しい環境化において、従来のような長期
的な安定を全体にした人材育成の考え方は通用しなくなってきている。その
ような不確実な環境における人材育成のあり方を、人材育成理論とキャリア
理論を踏まえて考察していく授業。
　参加型とし、受講生自身が選択した人材育成に関する事例（企業、非営利
組織、地域事例、諸外国の事例など）について報告することを求める。
【到達目標】
　不確実で変化の激しい環境化において、従来のような長期的な安定を全体
にした人材育成の考え方は通用しなくなってきている。そのような不確実な
環境における人材育成のあり方を、人材育成理論とキャリア理論を踏まえて
考察できる視点を確立することを目的とする。また国際的な人材育成の視点
を確立することも目的とする。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
　人材育成とキャリアに関する幅広い理論と議論を紹介しつつ，日本の現在
における人材育成を考える。また国際的な視点も考慮する。
　各回の授業は、講義と議論の両者を併用して進める。毎回のテーマにそって
講義をしたのち、関連した課題をめぐり、受講生がいくつかのグループをつ
くって議論し、その結果を報告し、相互に批判的な検討を加えるなどのディ
スカッションを行う。
　参加型とし、受講生自身が選択した人材育成に関する事例（企業、非営利
組織、地域事例、諸外国の事例など）について報告することを求める。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

人材育成の定義と能力開
発

人材育成について議論を進めていくた
めに、それらの基本的な考え方、基本
用語の定義、理論枠組みなどを考え
る。また、能力開発の詳細について
も、検討する。

2 回（3・
4）

キャリア理論 人材育成におけるキャリア理論の位置
づけ、実務への応用、発展性について
考える。

3 回（5・
6）

リーダーシップ理論 人材育成におけるリーダーシップ論の
位置づけ、実務への応用、発展性につ
いて考える。

4 回（7・
8）

実践共同体と越境的学習 学習理論の発展とも深い関係がある実
践共同体と越境学習について、特に状
況学習論との関係で考える。

5 回（9・
10）

経験学習とジョブ・クラ
フティングおよび事例発
表

学習理論において大きな比重を占める
経験学習、および近年注目されるジョ
ブ・クラフティングについて考える。
さらに、受講者が、人材育成に関する
事例を発表し、発表し、議論する。

6回（11・
12）

事例発表 受講者が、人材育成に関する事例を発
表し、議論する。

7回（13・
14）

事例発表および人材育成
の未来とまとめ

受講者が、人材育成に関する事例を発
表し、発表し、議論する、および授業
の総括として、人材育成の未来につい
て考える。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　いずれかの人材育成に関する事例（企業、非営利組織、地域事例、諸外国の
事例など）について調査し、授業内で発表する。本授業の準備学習・復習時間
は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　毎回、授業で配布するパワーポイントをテキストとして使用する。
【参考書】
労働政策研究・研修機構『新時代のキャリアコンサルティング』2016 年
石山恒貴『越境的学習のメカニズム』福村出版、2018 年
【成績評価の方法と基準】
　評価は，①授業における議論の実施状況による得点（1 回当たり 5 点満点
で計 35 点満点），②各自が分担する事例発表の得点（65 点満点）で，両者を
足した総得点による。

【学生の意見等からの気づき】
　理論の実務面への応用に受講者の興味・関心があるため、その点を重視し
て進める。
【学生が準備すべき機器他】
　授業でパワーポイントを使うことがある。
【その他の重要事項】
　受講者の事例発表が求められることにご留意いただきたい。
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of the fundamental principles of Human Resource
Development. At the end of the course, participants are
expected to explain the essential concepts of Human Resource
Development.
Goal
At the end of the course, students are expected to gain an overall
perspective on human resource development theory and career theory.
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
Your overall grade in the class will be decided based on the following:
Presentation of case study assigned by each student: 65%、in class
contribution: 35%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN590R1

雇用政策特殊講義（地域雇用政策事例研究）

石山　恒貴

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　地域における雇用につき国内の事例を調査研究する科目。先進的な事例、成
功・失敗事例などの特色ある顕著な例を取り上げて多様なケーススタディを
行う。
　地域活性化における人材育成のあり方、コーディネーターのあり方、実践
共同体などネットワークの構築方法についても議論する。
　地域雇用のあり方を、事例を通じて検討していく。参加型で、受講院生自
身が選択した地域について事例研究をし、報告することを求める。
【到達目標】
　事例を通じて雇用を地域の観点から学習する科目。各人が特定の地域を選
んで報告することが必須要件であるが、それを通じて地域と雇用とキャリア
をみる視点が広がっていくことが主な目的となる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
　広い意味で雇用あるいは地域にかかわる仕事を行うか、または、これらに
興味のある人を念頭に、地域雇用とはいかにあるべきかを、事例分析的に検
討していく。
　受講生がどこか一地域を担当して、その雇用の状況に関して、授業内で発
表していただく。
　
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

地域雇用の定義と背景 そもそも地域雇用の定義、範囲、歴史
とはどのようなものなのか、地域雇用
の成功事例の共通点は何かを考える。

2 回（3・
4）

地域における創造的な人
材の集積

地域雇用においては、如何に創造的な
人材が集まるかによって、競争力が左
右される。UIJ ターンを含め、創造的
な人材を集めた成功例を考える。

3 回（5・
6）

地域のサードプレイスと
関係人口

ゲスト講師の可能性もある。地域にお
いては、その活性化においてサードプ
レイス（NPO、プロボノ、読書会な
ど）や、よそものが地域に関わる関係
人口という考え方が重要になってい
る。この新しい切り口を検討する。

4 回（7・
8）

働き方の形態と地域 地域においては、新しい柔軟な働き方
が生じつつある。二地点居住、副業、
ワーケーション、新しい自営など、働
き方と地域について考える。

5 回（9・
10）

地域雇用の対比 –地域雇
用の諸事例の対比と検討
（その 1）

地域雇用の諸事例を、受講者が発表
し、議論する。

6回（11・
12）

地域雇用の対比 –地域雇
用の諸事例の対比と検討
（その 2）

地域雇用の諸事例を、受講者が発表
し、議論する。

7回（13・
14）

地域雇用の対比 –地域雇
用の諸事例の対比と検討
(その 3）地域雇用の未来
とまとめ

地域雇用の諸事例を、受講者が発表
し、議論する、および授業の総括とし
て地域雇用の未来を議論する。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　受講生は以下のような事項に留意することが望まれる。
１．いずれかの地域を選び、その雇用状況と課題について、実地に調べるこ
と（その成果を授業中に発表していただく）
２．地域雇用政策をめぐる記事、番組などに注意を払うこと。本授業の準備
学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　授業の都度配布する講義ノートによって行うので、教科書は使用しない。授
業の際に、参考文献リスト等を配布することがある。
【参考書】
　以下に掲げる主な参考書のほか、授業では地域雇用政策をめぐる各種論文、
資料などを、その都度、必要に応じて紹介する。
石山恒貴編『地域とゆるくつながろう－サードプレイスと関係人口の時代』静
岡新聞社　 2019 年

【成績評価の方法と基準】
　①授業における議論の実施状況による得点（1 回当り 5 点満点で計 35 点
満点）、②各自が分担する地域雇用政策の事例研究の報告による得点（65 点
満点）の合計点を、規程による評価基準に沿って評価する。
　
【学生の意見等からの気づき】
　地域をみる視点が変わってきたとの反応があるので、その到達目標には今
年度も留意したい。
【学生が準備すべき機器他】
　場合によってパワーポイントによる投影などを行う。事例発表の際にパワー
ポイントを用いるか、それともレジュメのみにて行うかは任意。
【その他の重要事項】
　各人の事例研究報告が課されていることに留意して受講すること。
　
【Outline (in English)】
The aim of this course is to help students acquire
an understanding of Regional Employment Policy .At the end of the
course, participants are expected to explain the essential concepts of
Regional Employment Policy.
Goal
At the end of the course, students are expected to gain an overall
perspective on employment and human resource strategies for regional
revitalization.
Work to be done outside of class (preparation, etc.)
Students will be expected to have completed the required assignments
after each class meeting. Before/after each class meeting, students will
be expected to spend four hours to understand the course content.
Grading criteria
Your overall grade in the class will be decided based on the following:
Presentation of case study assigned by each student: 65%、in class
contribution: 35%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl590R1

地域社会政策特殊講義（ウェルビーイング論）

高尾　真紀子

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
近年、ウェルビーイングが国内外の政策や企業経営においても重要なテーマ
として注目されている。身体的・精神的・社会的に良好な状態を示し、幸福、
健康、福祉と訳されることもあるウェルビーイングについて、心理学、経済
学、経営学など様々な領域で蓄積されてきた学術分野での研究成果を学び、地
域や企業における実践事例を取り上げながら、人々がウェルビーイングな状
態で生活し、働くために地域政策や企業経営においてどのような方策が必要
かについて議論し、政策提言に必要な知識及び視点を養う。
【到達目標】
ウェルビーイングについての学術分野での研究成果、ウェルビーイングの測
定、地域や企業における実践を踏まえ、ＥＢＰＭ（根拠に基づく政策形成）に
資する政策立案・遂行に必要な視点を得る。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
ウェルビーイングに関する学術的知見についてはできるだけデータに即した客
観的な視点を提示し（講義）、地域や企業における実践についてワークショッ
プや討議を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

イントロダクション：
ウェルビーイングとは何
か

ウェルビーイングの概念及び測定につ
いて学術的な知見を学び、ウェルビー
イングとは何かについて議論する。

2 回（3・
4）

ウェルビーイングの規定
要因

ウェルビーイング（幸福）に関する心
理学、経済学からウェルビーイングの
規定要因について学び、議論する。

3 回（5・
6）

ウェルビーイングに関す
る政策

世界各国及び日本におけるウェルビー
イングに関する政策を学び、政策のあ
り方について議論する。

4 回（7・
8）

お金とウェルビーイング
（ワークショップ）

お金と幸せについてのワークショップ
を通じ、お金とウェルビーイングの関
係について議論する。

5 回（9・
10）

企業におけるウェルビー
イング

健康経営や生産性向上の観点からも注
目されている働き方とウェルビーイン
グについての研究や実践例を学び、幸
福な働き方について議論する。

6回（11・
12）

地域におけるウェルビー
イング

地域におけるウェルビーイングについ
て、人とのつながりや文化的な観点を
含めて議論し、実践例を学ぶ。

7回（13・
14）

課題発表 各自が関心を持つ領域におけるウェル
ビーイングを実現する政策（方策）に
ついて発表とディスカッションを行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
ウェルビーイング（幸福、健康）は身近なテーマであり、自分の関心のある領
域について参考図書に挙げた書籍を読んでおくと役に立つ。本授業の準備学
習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
毎回レジュメや参考資料を配布する
【参考書】
内田由紀子『これからの幸福について　文化的幸福観のすすめ』2020 年、新
曜社
大竹文雄 ,白石小百合 ,筒井義郎『日本の幸福度　格差・労働・家族』2010
　　年，日本評論社
小塩隆士『「幸せ」の決まり方　主観的厚生の経済学』2014 年，日本経済新
聞社
キャロル・グラハム（多田洋介訳）『幸福の経済学』2013 年，日本経済新聞
出版社
経済協力開発機構『ＯＥＣＤ幸福度白書２―より良い暮らし指標：生活向上
と社会進歩の国際比較』2015 年，明石書店
島井哲志『幸福の構造 –持続する幸福感と幸せな社会づくり　あなたの幸せ
は何に左右されているか？』2015 年，有斐閣
橘木俊詔『「幸せ」の経済学』2013 年，岩波書店
友原章典『会社ではネガティブな人を活かしなさい』2021 年，集英社新書
ブルーノ・Ｓ・フライ（白石小百合訳）『幸福度をはかる経済学』2012 年，Ｎ
ＴＴ出版

デレック・ボック（土屋直樹 ,茶野努,宮川修子訳）『幸福の研究―ハーバー
ド元学長が教える幸福な社会』 2011 年，東洋経済新報社
前野隆司『幸せのメカニズム－実践・幸福学入門』2013 年，講談社現代新書
矢野和男『文庫　データの見えざる手　ウエアラブルセンサが明かす人間・組
織・社会の法則』2018 年，草思社文庫
矢野和男『予測不能の時代データが明かす新たな生き方、企業、そして幸せ』
2021 年，草思社
山口慎太郎『「家族の幸せ」の経済学』2019 年，光文社新書
【成績評価の方法と基準】
平常点（議論への参加・貢献）（30 ％）、各回の課題（20 ％）、最終レポート
（50 ％）を総合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
本年度新設科目のため該当しない
【Outline (in English)】
In recent years, well-being has been attracting attention as an
important theme in national policies and corporate management. In
this course, we will study the results of research on well-being in
various academic fields such as psychology, economics, and business
administration. We will discuss what kind of measures are necessary
in regional policies and corporate management for people to live and
work with well-being , taking up practical examples in regions and
companies, and cultivate the knowledge and perspectives necessary for
policy proposals.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl590R1

地域社会政策特殊講義（少子高齢化と社会保障）

高尾　真紀子

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　日本の人口減少、少子高齢化、それに伴う社会保障費の増加は日本社会に
とって最大の課題となっている。本講義では、日本の少子高齢化、人口減少
の背景と経済、社会、地域への影響、財政悪化の最大の要因となっている社
会保障費の増加にどのように対応すればよいのか等について議論し、政策提
言に必要な知識及び視点を得る。
【到達目標】
　日本の人口構造の変化等の基本的な課題について理解するとともに、社会
保障の基本的な考え方と年金、医療、介護等の現状について基礎的な知識を
習得し、政策立案・遂行に必要な視点を得る。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
　日本及び各国の少子高齢化と社会保障の現状と課題について、できるだけ
データに即した客観的な視点を提示し（講義）、課題解決の方法について討議
を行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

人口構造の変化と将来展
望

日本及び地域別の人口構造の変化と将
来展望について講義し、その社会・経
済的影響について議論する。アジア地
域の少子高齢化や移民問題についても
議論する。

2 回（3・
4）

少子化の背景と子育て支
援策

少子化の経済・社会的背景とその影響
及び子育て支援策について議論する。

3 回（5・
6）

人口構造の変化と社会保
障

日本の高齢化の現状と経済への影響及
び社会保障の基本的な考え方について
議論する。生活保護、ベーシックイン
カムについても議論する。

4 回（7・
8）

人口構造の変化と年金制
度

日本の年金制度創設の背景、制度改革
の内容、各国の年金制度の比較等を提
示し、どのような年金制度が望ましい
のか、議論する。

5 回（9・
10）

高齢化と医療政策 日本の医療の特徴、制度改革の内容、
各国の医療の比較等を提示し、どのよ
うな医療政策が望ましいのか、議論す
る。

6回（11・
12）

高齢化と介護政策 公的介護保険創設の背景と介護の現状
及び課題について提示し、どのような
介護政策が望ましいか、議論する。

7回（13・
14）

課題発表 各自の関心あるテーマについて発表と
議論を行う。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　少子高齢化、社会保障は身近な問題であり、ニュース等で取り上げられる
ことも多いため、日頃から新聞、ニュース報道に接し、問題意識をもってお
くことが望ましい。自分の関心のあるテーマについては参考図書に挙げた書
籍を読んでおくと役に立つ。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準
とします。
【テキスト（教科書）】
　毎回レジュメや参考資料を配布する
【参考書】
○政府の白書等
内閣府「国民生活白書」「高齢社会白書」「少子社会白書」厚生労働省「厚生労
働白書」
○その他
エスピン－アンデルセン『福祉資本主義の三つの世界』ミネルヴァ書房
阿部彩『子どもの貧困』岩波新書
池上直己『医療・介護問題を読み解く』日経文庫
大竹文雄・平井啓 (編著)『医療現場の行動経済学　すれちがう医者と患者』東
洋経済新報社
大泉啓一郎『老いてゆくアジア』中公新書
小塩隆士『社会保障の経済学』日本評論社
河野稠果『人口学への招待』中公新書
小峰隆夫『人口負荷社会』日経プレミアシリーズ
柴田悠『子育て支援が日本を救う』勁草書房

友原章典『移民の経済学』中公新書
永吉希久子『移民と日本社会』中公新書
山口慎太郎『子育て支援の経済学』日本評論社
山口慎太郎『「家族の幸せ」の経済学』光文社新書
山崎史郎『人口減少と社会保障－孤立と縮小を乗り越える』中公新書
吉川洋『人口と日本経済』中公新書
【成績評価の方法と基準】
　平常点（議論への参加）（30％）、各回の課題（20％）、最終レポート（50％）
を総合的に評価する。
【学生の意見等からの気づき】
　ディベート形式のディスカッションを取り入れ、学生の多様な意見を授業
に活かす。
【Outline (in English)】
This course deals with the problems of Japan’s declining birthrate and
aging population, population decline, we discuss its background and its
impact on economy and society. Students will discuss what policies are
desirable for social security such as pension, medical care, nursing care
etc.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl590R1

地域社会政策特殊講義（地域活性化システム論）

高尾　真紀子

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義では、地域活性化の様々な角度から焦点を当てて、内閣府の協力の
下に、学外講師（関係省庁、自治体の政策担当者、民間専門家、有識者）が講
義に臨み、受講者と直接ディスカッションを行う。受講者は地域活性化の現
場で役立つ多角的な視点と実践的な知識を得ることを目指す。
【到達目標】
　学外講師（関係省庁の政策担当者、有識者、民間専門家）とディスカッショ
ンを行うことにより、地域活性化をめぐる現状や課題、政策的知見を共有し、
地域活性化に関する提言をまとめることを目指す。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
　本講義は対面を基本とし、一部地方とつなぐ等、オンラインを併用して実施
する。毎回、学外講師による講義の後、受講者とディスカションを行う。ま
た、受講者は毎回の講義テーマと関連し地域活性化に関するグループディス
カッションを行う。最終日には地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）を利用
し、データに基づく地域活性化の提言をまとめて発表することが求められる。
　地域活性化を多様な角度からとらえることとしているが、毎年統一テーマを
決めて、講義内容や講師を検討している（2018 年度：世界とつながる、2019
年度：人を育てる、2020 年度：都市と地方、2021 年度：地域のウェルビー
イング、2022 年：関係人口と地域）。2023 年度のテーマは直近の社会経済情
勢を踏まえて決定する予定。
　参考までに、以下に 2022年度の内容を記す（講師の肩書きは講義時のもの）。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

講義
受講生によるディスカッ
ション 1
担当教員によるまとめ

「地方創生の推進について」
内閣府地方創生推進室　矢野　純也氏

2 回（3・
4）

講義
受講生によるディスカッ
ション 2
担当教員によるまとめ

明治大学客員教授　農業ジャーナリス
ト　榊田みどり氏「農業政策と関係人
口の創出」

3 回（5・
6）

講義
受講生によるディスカッ
ション 3
担当教員によるまとめ

株式会社価値総合研究所　主席研究員
　鴨志田武史氏
「地方創生とＲＥＳＡＳ (地域経済分析
システム)」

4 回（7・
8）

講義
受講生によるディスカッ
ション 4
担当教員によるまとめ

特定非営利法人　土佐山アカデミー事
務局長
吉冨慎作氏
「過疎地域における関係人口の創出」
遊びと学びの境界をな

5 回（9・
10）

講義
受講生によるディスカッ
ション 5
担当教員によるまとめ

島根県教育魅力化特命官
一般社団法人　地域・教育魅力化プ
ラットフォーム　代表理事　岩本悠氏
「地域みらい留学を通じた教育魅力化
と well － being な地域づくり」

6回（11・
12）

講義及び対談
受講生によるディスカッ
ション 6
担当教員によるまとめ

株式会社パーソル総合研究所　主任研
究員　井上亮太郎氏
「地方移住とウェルビーイング」

7回（13・
14）

受講生による発表
担当教員によるまとめ

各自が対象地域を設定し、分析に基づ
く地域活性化の方策について発表を行
う

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
　日頃から地域活性化に関する新聞や雑誌記事、ニュースなどを読み、政策
に関する自分なりの見解を持つ習慣を身につけること。
　本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
　講義ごとにレジュメを配布する。
【参考書】
前野隆司編著『システム × デザイン思考で世界を変える』日経 BP 社
木下斉『地方創生大全』東洋経済新報社
【成績評価の方法と基準】
　平常点 (1/3)、授業への貢献 (1/3)、発表の内容（1/3）を総合的に勘案する。

【学生の意見等からの気づき】
　 Zoom のブレークアウト・セッションの利用による講師とのディスカッショ
ンが好評だったため、地方在住の講師を招いてディスカッションできるよう、
オンラインと対面を併用した講義とする。
【学生が準備すべき機器他】
ＰＣを接続して画面をスクリーンに表示できる設備
ＤＶＤの動画番組をスクリーンに表示できる設備
【その他の重要事項】
※オンライン授業の受講方法は学習支援システムに表示します。
※講義概要は講師の都合等により変更がある場合があります。
【Outline (in English)】
In this course, focusing on various angles of regional revitalization,
guest lecturers such as practitioners, experts, administrative staff etc.
give lectures and discuss directly with the students. This lecture is
under the cooperation of the Cabinet Office.

— 101 —



政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSx590R1

都市政策特殊講義（地域社会論）

上山　肇

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域社会とまちづくり：地域まちづくりの観点から地域社会を考えます。
【到達目標】
地域社会を形成している諸要素（計画、ルール、コミュニティ、住民参加等）
を認識しつつ、良好な地域社会が具体的にできあがるまでのシステムとプロ
セスを理解します。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
地域社会学のポイントを押さえながら、特に「まちづくり」の観点から具体
的な事例を通して実践的な視点を養います。授業の一部に替えて視察を行う
場合があります。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

はじめに 本授業で取り扱う範囲及び地域社会学
の概論（理論と方法）について話しま
す。

2 回（3・
4）

都市と農村 「都市と農村」の分野の中から、特に
「都市」におる ‘混住地域’ などをテー
マに授業を進めます。事例研究 (1)

3 回（5・
6）

空間と場所 人が「都市」という場・空間でどのよ
うに生きているのかということについ、
‘サスティナブル・シティ’ などに焦点
をあてて授業を進めす。事例研究 (2)

4 回（7・
8）

リージョンとコミュニ
ティ

地域社会学における基本理念である
「リージョンとコミュニティ」の分野
の中から ‘地域社会とまちづくり’ など
に焦点をあてて授業を進めす。事例研
究 (3)

5 回（9・
10）

分権と自治 地域社会形成を考える上で重要なテー
マである「分権と自治」について、自
治体研究
を行い、同時に ‘地方分権権’ や ‘参
加’、‘ルール’ 等について考えます。事
例研究 (4)

6回（11・
12）

開発と福祉 「開発と福祉」というテーマは、地域
社会学の研究の中でも応用的な研究に
なりますが、特に ‘再開発’ や ‘福祉の
まちづくり’ といったことに焦点をあ
てて授業を進めます。事例研究 (5)

7回（13・
14）

土地と環境 論点が広い「土地と環境」の中でも、
特に ‘都市計画’ や ‘景観’ などに焦点を
あてて授業を進めます。事例研究 (6)

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
毎回配布する資料を読んでおくこと。
【テキスト（教科書）】
特に指定しません。
【参考書】
必要に応じて講義中に紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 50%、発言 20%、レポート 30%で行います。
【学生の意見等からの気づき】
受講生が一層活発に議論が展開できるような内容の工夫。
【学生が準備すべき機器他】
　
【その他の重要事項】
皆さんがこれから進めていく研究や論文を書くためのヒントを少しでも多く
与えられればと考えています。受講生と相談した上で、通常授業（1 回程度）
を休日を利用し現地視察に振り替えることがあります。
【Outline (in English)】
[Course Outline]
This course introduces local community and community development to
students taking this course.

[Learning Objectives]
1.Recognize the elements that make up the community (plans, rule
communities, community participation, etc.).
2.Understand the systems and processes that lead to the concrete
formation of a good community.
[Learning activities outside of classroom]
Please read the materials to be distributed.
[Grading Criteria / Policy]
Your final grade will be calculated according to the following process:
Attendance (50%), Comment (20%), and Reports(30%).
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSx590R1

都市政策特殊講義（都市空間論）

上山　肇

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
都市空間の成立条件（構成要素、計画、ルール、プロセス等）について学び、
都市空間形成に関する能力を養います。
【到達目標】
都市政策立案に必要な都市空間に関する基本事項を理解できるようにします。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
都市空間の計画的利用を立案する行政、開発事業者、民間プランナーなどに
とって必要な知識を、理論と実践（実務）の両方の視点から解説します。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

(1) 地域社会における都
市空間
(2) 都市環境と都市空間
を取り巻く状況

(1)「まちづくり」とは
(2) 都市化と都市問題

2 回（3・
4）

(1) 都市空間の構成要素
(2) 都市空間を実現する
ための手段

(1) 建築と敷地、緑と都市、オープン
スペース
(2) 計画、ルール、事業　等

3 回（5・
6）

(1) 都市空間の形成プロ
セス
(2) 都市空間の規制手法１

(1) 市民参加と合意形成　等
(2) ゾーニングの歴史と理論

4 回（7・
8）

(1) 都市空間の規制手法２
(2) 都市空間における景観

(1) ゾーニングと地区まちづくり
(2) 景観コントロール

5 回（9・
10）

(1) 都市空間の開発手法
(2) 都市空間の再生

(1) 都市再開発の仕組み　等
(2) 中心市街地の活性化

6回（11・
12）

(1) 都市空間の評価手法
(2) 事例研究１（事業）

(1) 評価の仕組み、具体的まちづくり
の評価
(2) 土地区画整理事業、再開発事業、
密集事業　等

7回（13・
14）

(1) 事例研究２（制度）
(2) 事例研究３（テーマ
型）

(1) 地域地区、地区計画　等
(2) 水辺空間の再生（国内・海外事例）
　等

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
配布する資料を読んできてください。本授業の準備学習・復習時間は各 2時
間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
特に指定しません。
【参考書】
講義の中で必要に応じて紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 50 ％、発言 20 ％、レポート 30 ％で行います。
【学生の意見等からの気づき】
毎年、事例紹介が学生にとって有効であるため、今年度もできるだけ多くの
事例（現地視察を含む）を授業に取り入れたいと考えています。
【その他の重要事項】
受講生と相談した上で、通常授業（1 回程度）を休日を利用し現地視察に振り
替えることがあります。
【Outline (in English)】
[Course Outline]
In this course, you will learn about the conditions for establishing urban
space (components, plans, rules, processes, etc.) and develop the ability
to form urban space.
[Learning Objectives]
This course will help you understand the basics of urban space needed
for urban policymaking.
[Learning activities outside of classroom]
Please read the materials to be distributed.
[Grading Criteria / Policy]
Your final grade will be calculated according to the following process:
Attendance (50%), Comment (20%), and Reports(30%).
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSx590R1

都市政策特殊講義（まちづくり事例研究）

上山　肇

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
具体的な都市や地域を対象として、資料収集やフィールドワークを行い、地
域資源を活用した都市や地域のあり方を提示するとともに、今後の都市再生
やまちづくりの手法を創造します。
【到達目標】
フィールド調査（あるいは資料分析）にもとづいた成果をまとめ、同時にプ
レゼンができる能力を養います。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP4」
に関連
【授業の進め方と方法】
これからのまちづくりは、都市や地域に積層する歴史や文化、また地域のコ
ミュニティを活かしながら行っていくことが求められています。都市におけ
る既存の空間や景観に埋もれている資源、地域コミュニティ形成の実態を探
るための調査や分析手法を学び、それらを表現する方法を習得します。学生
による作品提出が課題となるため、受講生と相談したうえで授業を変則で行
う場合があります。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス 当科目での課題について説明します。

2 回（3・
4）

テーマ設定 調査対象地（商店街、住宅地、公園、
水辺、地域コミュニティの具体例等）
を選定します。

3 回（5・
6）

事例研究及び作業① 各自の調査対象地の先行研究や情報に
ついて整理します。

4 回（7・
8）

事例研究及び作業② 各自の調査対象地の先行研究や情報に
ついて整理します。

5 回（9・
10）

フィールド調査 調査対象地でのフィールドワークの結
果について整理します。

6回（11・
12）

事例研究及び作業③ 各自の調査対象地の先行研究や情報に
ついて整理します。

7回（13・
14）

発表 各自、事例研究及び作業の成果をプレ
ゼンします。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
調査対象地に関する資料収集とフィールドワーク
【テキスト（教科書）】
特に指定しません。
【参考書】
講義の中で必要に応じて紹介します。
【成績評価の方法と基準】
平常点 50 ％、発言 20 ％、作品 30 ％で行います。
【学生の意見等からの気づき】
学生が時間内に課題（作品）を作成するための時間を確保しやすくできるよ
う授業を工夫する。
【Outline (in English)】
This course introduces the state of the city and the area utilized
area resources, the technique of the city revival and the community
development to students taking this course.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl590R1

文化政策特殊講義（都市文化論）

増淵　敏之

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
都市と文化の関わりについての議論を学際的に行っていくが、基本的に経年
的なアプローチを重視していく。都市の拡大とともに変容していく文化の諸
相の考察が本授業のテーマになる。学生には都市文化を学んでいくための幅
広い知識の習得を期待している。
【到達目標】
都市論の様々な議論を前提にした文化創出の政策的な手法、方法を理解する
ことを到達目標としたい。とくに都市政策の面においても文化の活用は重要
になってきているので、学生は具体的な事例を知識として習得することが必
要で、それを自分なりに多角的に考察する姿勢を身につけて欲しい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
都市政策を考える上で、都市が内包する文化を把握することが極めて重要であ
る。特にコミュニティ形成や新たな産業創出の上でも比重が高まってきてい
るといえるだろう。本授業では 1960 年代以降に日本で盛んになってきた都
市論全般を見ていくことから始めていくが、特に文化との関係性の強いものを
中心に取り上げていく。文化面が強調されていくのは 1980 年以降になるが、
前田愛、吉見俊哉などのいわゆるテクスト分析型の都市論、そして 1990 年
代以降のカルチュラルスタディーズ、文化社会学領域での都市論までを概観
していく。また都市文化を象徴する都市装置（劇場、映画館、カフェなど）に
も着目、都市文化の生成に果たした役割も見ていきたい。ポップカルチャー
もひとつの都市の文化として扱っていく。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
なし / No

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンスと都市論の系
譜/Genealogy of
guidance and urban
studies

都市文化に関する基礎知識/Basic
knowledge about urban culture

2 回（3・
4）

近代においての都市形成
と博覧会の果たした役
割/The role played by
urban formation and
expositions in modern
times

都市形成とイベント/City formation
and events

3 回（5・
6）

「考現学入門」解読とカ
フェ論/Deciphering
"Introduction to
Thinking and
Learning" and Cafe
Theory

フィールドワークの事例紹介と都市文
化装置としてのカフェ/Case study of
fieldwork and cafe as an urban
cultural device

4 回（7・
8）

百貨店論、東京への文化
的装置の集
中/Department store
theory, concentration of
cultural equipment in
Tokyo

都市文化装置としての百貨店、文化装
置の東京への集中過程/Department
store as an urban cultural device,
the process of concentrating
cultural devices in Tokyo

5 回（9・
10）

東京への文化的装置の集
中、映画や小説の中の東
京/Concentration of
cultural equipment in
Tokyo, Tokyo in movies
and novels

文化装置の東京への集中過程、映画や
小説の中に見る東京の変容/The
process of concentration of cultural
equipment in Tokyo, the
transformation of Tokyo seen in
movies and novels

6回（11・
12）

アジアの諸都市/Asian
cities

アジアの諸都市にみられる文化の変容
を見ていく、例：バンコク、マニ
ラ/Look at the cultural
transformations of Asian cities, eg
Bangkok, Manila

7回（13・
14）

都市と異文化受容、都市
というメディア/The
media of cities,
cross-cultural
acceptance, and cities

異文化の受容による都市文化の変容、
都市をメディアととらえるアプロー
チ/Transformation of urban culture
by accepting different cultures,
approach to seeing cities as media

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
復習をしてきてください。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準と
します。

【テキスト（教科書）】
レジュメを使用
【参考書】
授業中に適宜、紹介する。
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 ％、レポート 70 ％
【学生の意見等からの気づき】
都市文化を地域再生に結びつける方策について適宜、議論していく。授業の
内容も適宜、工夫していく。
【学生が準備すべき機器他】
PC.DVD の使用もある。
【その他の重要事項】
多少、内容等が変わる可能性もある。基本的には対面で実施するが、状況に
応じてオンラインで実施することもある。オフィスアワー：月 16 － 18 時。
【Outline (in English)】
Discussions on the relationship between cities and culture will be
conducted interdisciplinaryly, but basically we will emphasize aging
approaches. The theme of this lesson is the consideration of various
aspects of culture that transforms as the city expands. I expect students
to acquire a wide range of knowledge to learn urban culture.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl590R1

文化政策特殊講義（コンテンツツーリズム論）

増淵　敏之

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
現在、コンテンツツーリズムが注目を集めてきている。従来的にいえば「聖
地巡礼」ということになるのであろうが、ファンがコンテンツ作品に興味を
抱いて、その舞台を巡るというものである。こうして記すと別に目新しいも
のではないという見方もできるであろうが、現在のコンテンツツーリズムは
単に観光文脈だけではなく、地域の再生や活性化と結びついている点が重要
である。本講義では国内の事例を中心にその展開過程、また今後の国の捉え
方や新たなスキーム創出までを射程に入れて論じていく。
【到達目標】
到達目標としてはそれぞれの事例を分析し、評価できる能力をつけることに
置く。特にコンテンツ作品に対する理解、地域でのコンテンツ創出の可能性、
クールジャパンの政策枠組みの理解、幅広い知見の習得に努めてもらいたい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
観光文脈でのコンテンツの効用を考察していく。授業はコンテンツツーリズ
ムの定義付けからこれまでの流れ、そして最近の事例を紹介しながら進めて
いく。地域振興としては新たなアプローチといえるので、課題も当然、様々
存在することから、適宜の議論を交えていく。またコンテンツ作品そのもの
の紹介も行っていきたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス、コンテン
ツ・ツーリズム概
要/Guidance and
Content Tourism
Overview

ガイダンス、コンテンツ―リズムの定
義/Guidance, Content-Definition of
Rhythm

2 回（3・
4）

コンテンツ・ツーリズム
の歴史、『北の国から』の
魅力/History of content
tourism, the charm of
"From the North
Country"

コンテンツツーリズムのこれまでの経
緯、テレビドラマによる観光創出の事
例紹介/Introducing the history of
content tourism and examples of
tourism creation through TV
dramas

3 回（5・
6）

大河ドラマの魅力、韓流
ドラマ『冬のソナタ』の
魅力/The charm of the
taiga drama, the charm
of the Korean drama
"Winter Sonata"

テレビドラマによる観光創出の事例紹
介、韓流ブーム/Introducing
examples of tourism creation
through TV dramas, Korean
cultural boom

4 回（7・
8）

「水木しげるロード」がで
きた理由、『らき☆すた』
現象/The reason why
"Mizuki Shigeru Road"
was created, the
"LuckiStar"
phenomenonc

マンガ、アニメによる観光創出、アニ
メツーリズム/Tourism creation
through manga and anime, anime
tourism

5 回（9・
10）

司馬遼太郎と藤沢周平、
コンテンツがつくるイ
メージ/Ryotaro Shiba
and Shuhei Fujisawa,
the image created by
the content

歴史小説及びその映像化による観光創
出の事例紹介、イメージの形成につい
て/Introducing examples of tourism
creation through historical novels
and their visualization, and
forming images

6回（11・
12）

ご当地ソング考、「鬼滅の
刃」を巡る/Around the
local song, "Kimetsu no
Yaiba"

ご当地ソングによる観光創出、小説の
ツーリズム具体例/Tourism creation
by local songs, concrete examples of
novel tourism

7回（13・
14）

新海誠作品を巡る、長井
龍雪作品を巡る/Makoto
Shinkai’s work,
Ryusetsu Nagai’s work

現在のアニメツーリズムの動向、イン
バウンド観光への影響/Current
trends in anime tourism, impact on
inbound tourism

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業の復習をしてきて下さい。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標
準とします。
【テキスト（教科書）】
レジュメを中心に授業を進める。

【参考書】
「物語を旅するひとびと」増淵敏之, 彩流社
「物語を旅するひとびと 2」増淵敏之, 彩流社
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 ％、レポート 70 ％
【学生の意見等からの気づき】
具体的な事例を中心にした学生の発表も交えていく。
【学生が準備すべき機器他】
PC、DVD を使用することもある。
【その他の重要事項】
多少、内容が変わることもある。基本的には対面で実施するが、状況に応じ
てオンラインで実施することもある。オフィスアワー：月 16 － 18 時。
【Outline (in English)】
Currently, content tourism is attracting attention. Conventionally
speaking, "pilgrimage to the Holy Land" will be to be understood, but
fans are interested in content works and go through the stage. In this
way it will be possible to think that it is not a novelty, but it is important
that current content tourism is not only related to the tourism context
but also to the revitalization and revitalization of the region. In this
lecture, we focus on domestic cases and discuss the development process,
the way of capturing the future of the country and the creation of new
schemes in the range.

— 106 —



政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl590R1

文化政策特殊講義（文化地理学）

増淵　敏之

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域を論じて行く場合、地理学的な概念が不可欠になる。地理学は現代では空
間の学問といわれており、学際的にその領域を拡張している。本授業は地域
の文化的差異に注目する文化地理学の入門編である。講義全体を通じて、文
化地理学とは何か、その方法上の特色はどこにあるかを考えていくが、また
都市地理学の紹介も行って行きたい。
【到達目標】
到達目標は文化地理学の全貌把握にあり、その理論を個々が研究に活用できる
ようにすることにある。地理学が空間の学問である点を把握したうえで、学際
的になっている現代の社会科学、人文科学の中でどのような位置を占め、文
化的差異への注目はどのような効用をもたらせているのかを理解し、説明す
ることができるところまで求めたい。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
一般的には地理学は人文地理学と自然地理学のふたつの領域で構成されるが、
本授業では文化地理学を主にして進めていく。文化地理学のこれまでの流れ
を把握しながら、空間論的、文化的転換期を迎えて以降の様々な研究を紹介し
ていく。適宜、議論を交えていくが、最後にレポート課題の提出を求めたい。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

人文地理学と現代社会・
人文地理学と地域/
Human Geography and
Modern Society・
Human Geography and
Region

現代社会における地理学の位置付け、
地域という概念について/About the
position of geography in modern
society and the concept of region

2 回（3・
4）

文化地理学入
門/Introduction to
Cultural Geography

文化地理学のこれまでの流れを説
明/Explaining the history of
cultural geography

3 回（5・
6）

食文化の地理
学/Geography of food
culture

おにぎり、稲荷寿司、どら焼き、バウ
ムクーヘンなどの食文化を通じて文化
的差異を見る/See cultural
differences through food culture
such as rice balls, Inari sushi,
Taiyaki, and Baumkuchen

4 回（7・
8）

文化的地域差についての
議論/Discussion of
cultural regional
differences1

テーマを設定し、学生間での議論を行
う/Set a theme and have
discussions among students

5 回（9・
10）

言語の地域性と景観の地
域性/Regionality of
language and
regionality of
landscape

言語地理学について学び、その後、景
観論に言及する/Learn about
linguistic geography and then
mention landscape theory

6回（11・
12）

習慣の文化的差異と文化
的差異を形成する要
因/Cultural differences
in customs and the
factors that form them

儀式、しきたり、風俗の違いによる文
化的差異、文化的差異に影響する要因
について/Cultural differences due to
differences in rituals, customs, and
customs, and factors that influence
cultural differences

7回（13・
14）

ポピュラーカルチャーの
地理学/Geography of
popular culture

これまでの地理学領域でのポピュラー
カルチャーについての研究を紹
介/Introducing research on popular
culture in the field of geography so
far

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
授業の復習をしてくること。本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準
とします。
【テキスト（教科書）】
レジュメを中心に授業を進める。
【参考書】
「文化地理学ガイダンス」中川正、神田孝治、森正人、ナカニシヤ出版
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 ％、レポート 70 ％

【学生の意見等からの気づき】
説明をできるだけ平易に、具体例を交えて授業を行うことをこころがける。適
宜、タイムリーな内容への変更もあり得る。
【学生が準備すべき機器他】
PC、DVD を使用することもある。
【その他の重要事項】
オフィスアワー：金 16 － 18 時
【Outline (in English)】
When discussing regions, geographical concepts become essential.
Geography is nowadays a discipline of space, and it has expanded
its field interdisciplinarily. This lesson is an introduction to cultural
geography focusing on cultural differences in the region. Throughout
the lecture, I will consider what cultural geography is and what
is unique about the method. I would also like to introduce urban
geography.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSl590R1

文化政策特殊講義 (文化基盤形成論)

増淵　敏之

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域にはそれぞれに文化を育てる基盤がある。それは歴史が作ってきたもの
であり、また他からの文化の流入に注目する必要もあるだろう.。つまり文化
が何らかの形で萌芽するためには、その基盤の形成プロセスを見る必要があ
る。本授業でとくに注目するのはひととひととのネットワークである。毎回、
事例を用いることによって、各地域の文化基盤形成のメカニズムを明らかに
していきたい。
【到達目標】
学習到達点としては現在、地域の文化基盤形成のプロセス、また文化基盤活
用の実践の事例についても理解を促進し、また文化のアーカイブ化の重要性
についても言及していく。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
ハードパワーからソフトパワーへの転換が注目され、文化の重要性の認識が高
まっている。また地域創生の観点からすれば、地域個々の文化が住民のアイ
デンティティ創出や集客事業においても注目されている。つまり文化が何ら
かの形で萌芽するためには、その基盤の形成プロセスを見る必要がある。具
体的には絵画、映画、小説、マンガ、音楽などのコンテンツに注目し、それら
を文化資源と捉え、その萌芽の基盤となるネットワーク形成やコミュニティ
形成に注目していく。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

文化基盤についての歴史
地理学的なアプローチの
検討/Examining a
historical geographic
approach to cultural
infrastructure

文化基盤の説明と時間と空間の組み合
わせでみる文化基盤形成/Explanation
of cultural infrastructure and
formation of cultural infrastructure
by combining time and space

2 回（3・
4）

文士村、芸術家村、学者
村/Scholar Village,
Yunshujia Village,
Scholar Village

田端、馬込、阿佐ヶ谷等、作家の集住
による文化基盤形成 to
池袋モンパルナス、法政大学村などの
集住による文化基盤形成につい
て/With the formation of a cultural
foundation by the settlement of
Tabata, Magome, Asagaya, and
writers
About the formation of cultural
foundation by the settlement of
Ikebukuro Montparnasse and
Hosei University village

3 回（5・
6）

サロンという場とスト
リートという場/A place
called a salon and a
place called a street

サロンの形成、その事例紹介/ストリー
トにおけるコミュニケーション/Salon
formation, case studies / street
communication

4 回（7・
8）

札幌における文化基盤形
成のプロセス/The
process of forming a
cultural foundation in
Sapporo

札幌農学校を軸にした文化基盤形成/産
業創出への展開/Development of
cultural infrastructure formation /
industry creation centered on
Sapporo Agricultural College

5 回（9・
10）

福岡における文化基盤形
成のプロセスと大連にお
ける文化基盤形成のプロ
セス/The process of
forming a cultural
foundation in Fukuoka
and the process of
forming a cultural
foundation in Dalian

ポップミュージックを軸にした文化基
盤形成/戦前期大連における日本人の文
化ネットワーク/Forming a cultural
foundation centered on pop music /
Japanese cultural network in
prewar Dalian

6回（11・
12）

海外での文化基盤形成の
事例/Examples of
cultural infrastructure
formation overseas

ロンドン・チェルシー、ニューヨー
ク・グリニッジビレッジ、ミュンヘ
ン・シュワビング等の紹
介/Introducing London Chelsea,
New York Greenwich Village,
Munich Schwabing, etc.

7回（13・
14）

履修学生の出身地におけ
る文化基盤形成の事例の
発表/Presentation of
examples of cultural
foundation formation
in the hometown of
students

履修学生の発表を行う/Announce
students

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。13/14 回目に履修学
生の発表を行ってもらう。その発表をもとに各自レポート作成、提出のこと。
【テキスト（教科書）】
とくになし
【参考書】
今橋映子『異都憧憬日本人のパリ』平凡社
増淵敏之『湘南の誕生　音楽とポップ・カルチャーが果たした役割』リットー
ミュージック
【成績評価の方法と基準】
平常点（発表含む）30 ％、レポート 70 ％
【学生の意見等からの気づき】
より具体例を挙げ、実務的な視点からも興味の持てる内容にする。適宜、タ
イムリーな話題提供を心がける。
【学生が準備すべき機器他】
とくになし
【その他の重要事項】
新しいアプローチの領域なので、履修学生とともに知見を共有、蓄積してい
きたい。基本的には対面で実施するが、状況に応じてオンラインで実施する
こともある。オフィスアワー：月 16 － 18 時。
【Outline (in English)】
Each region has its own culture-growing base. It is a history that has
been created, and it will be necessary to pay attention to the influx of
culture from others. Of particular interest in this class is the network of
people. I would like to clarify the mechanism of cultural base formation
in each region by using examples every time.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

TRS590R1

観光政策特殊講義（観光社会学）

北郷　裕美

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
観光社会学とは何か　社会学という視点でその意味するところを考え続ける
ことが本講義の目的である。現代社会における観光のあり方を探究すること
によって、現代社会の成り立ちを考えるのが観光社会学である。したがって、
本講義では、観光に含まれる文化的要素も併せて把握することで、「現代観光」
についてより理解を深める。
【到達目標】
現代社会における観光のあり方を、現代社会の特徴との関係において、学生の
分析力を養う。現代社会において観光はサービス商品であるとともに政策面
での重要な手段である。単なる観光事例研究やツーリズム研究に留まるもの
ではなく、社会学的な手法や知見を基に、観光という広い領域をどう捉え直
すか、言い換えれば、観光現象を一定の社会を背景に構築され制度化された
もの（中略）として理論化するもの（須藤・遠藤 2018）である。そういう意
味において、「観光」は両義的なものである。この両義性のなかで観光現象を
的確に分析できる研究者及び実践者を養うことがこの授業の到達目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
各自の論文執筆にどう活かせるかを学ぶ。教員のこれまでの具体的な調査活
動や研究実績を基にして、基本的に座学で行うが、各自の研究テーマに沿っ
た形でディスカッションやワークショップを試みたい。具体的な講義形式は、
毎回スクリーンにパワーポイント及びウェブサイト・リンクを使った形式で
投影しておこなう。必要に応じてレジュメの配布（学習支援システムに事前
アップ）、板書、音声や画像、DVD 動画の視聴等も取り入れる。また課題提
出を毎回課す。詳細はガイダンス時に行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス　観光社会学
が目指すもの

講義全体を俯瞰するとともに、観光の
まなざしと映画に見る社会学という立
ち位置で映画視聴による具体例の検証
を行う

2 回（3・
4）

現代観光の特徴と新たな
観光形態

観光社会学とは何かという問いに対し
て社会学としての観光を考える　観光
社会学の現状と課題や理論について触
れながら、多様化するツーリズムの種
類、事例を検証する

3 回（5・
6）

観光社会学の多様な視点 観光社会学で多く語られるキーワード
を、我々の日常的な社会現象や体験を
もとに検証していく

4 回（7・
8）

観光社会学の複数領域①
　観光とメディア社会学
　メディアは何を伝えた
か　コミュニティメディ
アの役割と観光視点

観光課題を測るメディア研究実践　東
北 N 市の地域 PR 動画の具体的分析
事例（観光課題解決型　映像メディア
の分析指標作成）を基に考察する

5 回（9・
10）

観光社会学の複数領域②
　その他の社会学領域

文化、産業、家族、宗教等　多くの社
会学領域が観光といかなる結びつきが
あるかを検証する

6回（11・
12）

観光施設の社会性と文化
装置

観光に欠かせない多くの施設や文化装
置について広く概観し各々が観光に果
たす役割や課題を検証する

7回（13・
14）

モビリティ（ツーリズム）
の時代　これからの観光
を考える

ジョンアーリの語る「静止型社会（観
察）」から「移動の社会学」として「モ
ビリティ（移動・可動）」へのパラダイ
ム転換「移動論的転回（空間論的転
回）」に言及し、現在の仮想現実空間を
サーフィンする我々の立ち位置とポス
トモダンツーリズムという意味を探る。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習のために、毎回事前に講義用のレジュメを学習支援システムにアッ
プする。講義後はコメントシート作成も兼ねて授業の復習は十分お願いした
い。また参考になる書籍やウェブサイト等を講義内で紹介するので適宜閲覧
し、授業時間以外に学修してもらうことを望む。本授業の準備学習・復習時
間は各 2時間を標準とする。ただし普段から社会全体で議論されている内容
（報道等）には注意深くあって欲しい。

【テキスト（教科書）】
特には設けないが毎回作成配布する PPT を通して独自のノートを作成してほ
しい　文献等はその都度紹介していく
【参考書】
須藤廣・遠藤英樹『観光社会学 2.0』福村出版、2018 年
遠藤英樹、堀野正人、寺岡伸悟『観光メディア論』ナカニシヤ出版、2014年
ジョン アーリ (著)、 ヨーナス ラースン (著)、加太 宏邦 (翻訳)『観光のまな
ざし』法政大学出版局、2014 年
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 点、レポート 70 点。
【学生の意見等からの気づき】
コメントシート又は対面による学生の感想・意見を聞きながら授業を行う
【Outline (in English)】
What is tourism sociology? The purpose of this lecture is to continue
to think about what tourism sociology means from the perspective of
sociology. Tourism sociology considers the origins of modern society
by investigating the nature of tourism in modern society. Therefore,
this lecture deals with the "modern tourism" by grasping the cultural
elements included in tourism.
Your overall grade in the class will be decided
based on the following:
- Class attendance and attitude in class: 30%
- Term-end examination reports: 70%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

TRS590R1

観光政策特殊講義（フィールドワーク論）

北郷　裕美

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義では、フィールドワーク (現地調査）の理論と基本技術を身に付けるこ
とを目的とする。この講義では基本的に質的調査に軸足を置く予定である。
【到達目標】
フィールドワークの技法にはさまざまな種類があるが、まずはそれらを体系
的に理解し、最終的には各自の研究テーマに合った調査法を選択すべきであ
る。論文執筆にあたり、全体構成の中でフィールドワークの役割と位置づけ
を構築し、実践できるようになることが到達目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
フィールドワークには様々なアプローチがあるが、論文執筆にそれをどう生か
すかについて学んでもらう。具体的な講義形式は、毎回スクリーンにパワー
ポイント及びウェブサイト・リンクを使った形式で投影しておこなう。必要
に応じてレジュメの配布（学習支援システムに事前アップ）、板書、音声や画
像、DVD 動画の視聴等も取り入れる。また課題提出を毎回課す。また、新型
コロナ感染対応の状況次第であるが、合同でフィールドワークも実践したい。
詳細はガイダンス時に行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンフィールドワー
クの基本

授業の目的と到達目標を確認し、講義
全体を俯瞰する
質的研究（調査）の再評価を中心に歴
史や意義を学ぶ

2 回（3・
4）

フィールドワーク概論① 定性調査を基に、フィールドワークの
理論や概念、仮説の立て方等を学ぶ

3 回（5・
6）

フィールドワーク概論② 理論に基づいた事例研究に際し、方法
論（調査技法）の長所短所について検
証する

4 回（7・
8）

フィールドワーク　具体
的手法①

テキストベースの文献調査、アクショ
ンとしての参与観察等を通して手法の
実際を学ぶ

5 回（9・
10）

フィールドワーク　具体
的手法②

アンケート・インタビュー手法を中心
に具体的なシミュレーションを行う
ロールプレイ的に簡単なワークショッ
プも想定している

6回（11・
12）

CASE 　 STUDY(事例
をもとに)

フィールドワークの実際について、事
例を基に学ぶ
例）『暴走族のエスノグラフィー（佐
藤郁哉著）』
例）『コミュニティ FM の可能性（北
郷裕美著）』を用いて視覚的に解説する

7回（13・
14）

総括　資料作りと様々な
フィールドワーク・ツー
ル

これまでの学びを通して、収集した資
料の分類・整理から生まれる新たな知
見や理論構築について再考する
またデータ分析等に用いる様々なツー
ル（ハード機器　ソフトウェア）を情
報リテラシーを用いて整理し、受講生
各自の今後のフィールドワーク活動に
ついての方針や計画についての発表を
行う

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習のために、毎回事前に講義用のレジュメを学習支援システムにアッ
プする。講義後はコメントシート作成も兼ねて授業の復習は十分お願いした
い。また参考になる書籍やウェブサイト等を講義内で紹介するので適宜閲覧
し、授業時間以外に学修してもらうことを望む。本授業の準備学習・復習時
間は各 2時間を標準とする。ただし普段から社会全体で議論されている内容
（報道等）には注意深くあって欲しい。
【テキスト（教科書）】
特には設けないが毎回呈示する PPT を通して独自のノートを作成してほしい
【参考書】
佐藤郁也 (2008）「質的データ分析法―原理・方法・実践』新曜社
北郷裕美（2015）『コミュニティ FM の可能性』青弓社
佐藤郁哉（1984-2011）『暴走族のエスノグラフィー』新曜社
【成績評価の方法と基準】
平常点 30%、レポート 70%

【学生の意見等からの気づき】
コメントシート又は対面による学生の感想・意見を聞きながら授業を行う
【Outline (in English)】
The aim of this lecture is to acquire the theory and basic techniques
of fieldwork (fieldwork).This lecture will basically focus on qualitative
research.
Your overall grade in the class will be decided
based on the following:
- Class attendance and attitude in class: 30%
- Term-end examination reports: 70%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSI520R1

観光政策特殊講義（コミュニティ-メディア論）

北郷　裕美

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域社会を含む様々なコミュニティに帰属する一人の市民として、各々が多
様な活動を行う際の、異なったセクター同士を結ぶコミュニケーションツー
ルとしてのメディアの在り方、捉え方を考える。メディアも時代とともに多
様化し、インターネットの普及でグローバルな発信のメディアとして市民が
活用する機会・環境も生まれてきた。そこで市民社会 (特に地域社会) の課題
を前提に、如何様にコミュニケーション手段としてのコミュニティーメディ
ア、市民のメディアを捉えるべきか，を考える。
【到達目標】
本講義は毎回テーマ文脈を埋めながらメディア・コミュニケーションの歴史
等も時系列的に捉えなおし、最終的に、受講者に市民メディアの役割を理解
してもらうとともに、理想的な市民社会のコミュニケーション・モデル (規範
モデル) を考えることを目標とする。現状認識としてマス・メディアと市民メ
ディアの定義や機能・役割の違い、及び課題に焦点を当て比較検討し、その
視点を基にメディア相互の特性や機能についても考察していく。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
基本的に講義は対面、オンラインどちらの場合も、パワーポイント及びウェ
ブサイト・リンクや視聴覚教材を使った形式を取る。必要に応じて音声や画
像、You tube、DVD 動画の視聴等も取り入れる。授業計画にあるような全
体を繋ぐテーマを毎回設定しているため、講義後に提出いただく受講生のコ
メントや質問からピックアップした内容を基に、毎回講義内容を反映したＱ
＆Ａやディスカッションも盛り込もうと考えている。これらのことは講義に
おける双方の重要なコミュニケーションの一つと考えている。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス～地域情報・
コミュニケーションの過
去と現在（失われた空間
の意味するところ）：マ
ス・メディアの発展と限
界

本講義の前提となる社会状況を俯瞰す
る：高度経済成長期の花形メディアは
今いかなる状況にあるかを考える

2 回（3・
4）

市民メディアの種類と歴
史：パブリックアクセス
を学ぶ

多様なコミュニティメディアの役割を
時系列で総論的に扱う：市民メディア
のキーワードである『パブリックアク
セス』について考える

3 回（5・
6）

映画視聴①：ディスカッ
ションと解説

米国映画 (Public Access）を視聴する
：米国映画 (Public Access）について
の意見交換と解説

4 回（7・
8）

映画視聴②：ディスカッ
ションと解説

邦画 (コミュニティ放送前夜の時代を
描いた作品）を視聴する：日本のコ
ミュニティ・メディアを念頭に映画に
ついての意見交換と解説

5 回（9・
10）

動画視聴講義コミュニ
ティ放送を観る：コミュ
ニティ放送の概要と機能
　公共性指標

日本のコミュニティ FM 放送を取材し
た NHK ドキュメンタリーほか動画視
聴　意見交換と解説：北海道のコミュ
ニティ FM 放送調査を事例に解説

6回（11・
12）

コミュニティ放送の運営
課題：コミュニティ放送
と防災

日本のコミュニティ FM 放送の組織
経営の在り方と課題について：様々な
事例より、コミュニティメディアの防
災側面　リスク最大値からの教訓を考
える

7回（13・
14）

動画視聴講義テロ事件を
テーマとしたメディアリ
テラシー：ネット社会と
コミュニティメディア

映像をまじえて『メディアリテラ
シー』全般について考える：コミュニ
ティメディアのインターネット空間へ
の広がりにおける可能性と将来的な課
題を探る

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習のために、毎回事前に講義用のレジュメを学習支援システムにアップ
する。講義後はコメントシート作成も兼ねて授業の復習は十分お願いしたい。
また参考になる書籍やウェブサイト等を講義内で紹介するので適宜閲覧願う。
【テキスト（教科書）】
『コミュニティ FM の可能性: 公共性・地域・コミュニケーション
　―』(北郷裕美著　青弓社）

【参考書】
『日本のコミュニティ放送－理想と現実の間で－』（北郷裕美共著　晃洋書房）
『新・公共経営論』（北郷裕美共著　ミネルヴァ書房）その他講義に際し適宜
紹介する
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 ％、レポート試験 70 ％を原則的な配分として評価する。
【学生の意見等からの気づき】
毎回受講生のコメントや質問を参考にしながらその内容を具体的な事例を中
心に講義内で扱っていく。
【学生が準備すべき機器他】
講義は原則として、毎回 PC 機器、視聴覚機器（DVD 等）を使ったプレゼン
テーション型の講義を PPT で行う。受講生が PC を用意して講義ノートを
作成することは差し支えない。
【その他の重要事項】
講義内容は、受講者とのディスカッションに沿って変更することも可能とする。
【Outline (in English)】
The purpose of this lecture is to think about how community media as
communication means should be grasped on the premise of the problem
of civil society (especially local, regional community).
Your overall grade in the class will be decided
based on the following:
- Class attendance and attitude in class: 30%
- Term-end examination reports: 70%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

TRS590R1

観光政策特殊講義（観光開発論）

北郷　裕美

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
観光開発、観光振興、地域振興の全体を俯瞰しながら、地域の観光化の功罪
についても考察する。観光の歴史や観光産業の実態を検証しながら、観光は
生活文化主体の地域文化であることを再確認する。さらにこの問題を最終的
には政策や制度の問題と結びつけて観光開発のこれからを考える。
【到達目標】
この授業では、観光開発がもたらす社会問題に目を向け、それを観光地住民
の課題として考える。観光開発の功罪という両側面から見ることで、最終的
には、観光文化の意義、意味をネガティブなものからポジティブなものへと
転換し、観光地住民の手で観光を創造するにはどのような方法があり得るの
か、あるいはどのように支援することができるのかを学修する。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科修士課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP4」に関連
【授業の進め方と方法】
各自の論文執筆にどう活かせるかを学ぶ。教員のこれまでの具体的な調査活
動や研究実績を基にして、基本的に座学で行うが、各自の研究テーマに沿った
形ディスカッションやワークショップを試みたい。具体的な講義形式は、毎回
スクリーンにパワーポイント及びウェブサイト・リンクを使った形式で投影
しておこなう。必要に応じてレジュメの配布（学習支援システムに事前アッ
プ）、板書、音声や画像、DVD 動画の視聴等も取り入れる。また課題提出を
毎回課す。詳細はガイダンス時に行う。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

ガイダンス　観光開発と
は

最初に授業全体を概観し、本講義の目
的や到達点を確認する
観光開発とは何かという原点を共有す
る

2 回（3・
4）

観光開発における功と罪
　地域創生における観光

観光の意味を再確認しながら観光化に
おけるメリット、デメリットを考察
する
観光資源の在り方を通して地域創生の
課題を考える

3 回（5・
6）

サスティナブルツーリズ
ム

現在盛んに語られている SDGs につ
いて再考し、そこと観光の関連を通し
て「サスティナブルなツーリズム」の
意義を考える

4 回（7・
8）

日本の観光開発の歴史 明治期から現在に至るまでの日本の観
光開発の歴史を俯瞰していく
過去から現在、未来へとその足跡を
辿っていくことで観光開発について再
考する

5 回（9・
10）

観光産業の成り立ち 旅行業の在り方に関して、産業面での
捉え方を前提に具体的な交通手段、宿
泊施設について「観光産業論」として
検証する

6回（11・
12）

地域振興と観光　具体的
な観光課題の検証（アク
ティブラーニング）

東北の K 市の観光政策を事例として
検証し簡単なワークショップを行う
この回の準備学習等は事前に告知する

7回（13・
14）

ホスピタリティと観光行
政　これからの観光を考
える

「おもてなし」の意味を再検証し、正し
く「ホスピタリティ」について考える
　地域振興との関連から、観光を政策
や制度面から捉えなおし、現状を踏ま
えた「観光開発のこれから」を考える

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習のために、毎回事前に講義用のレジュメを学習支援システムにアッ
プする。講義後はコメントシート作成も兼ねて授業の復習は十分お願いした
い。また参考になる書籍やウェブサイト等を講義内で紹介するので適宜閲覧
し、授業時間以外に学修してもらうことを望む。本授業の準備学習・復習時
間は各 2時間を標準とする。ただし普段から社会全体で議論されている内容
（報道等）には注意深くあって欲しい。
【テキスト（教科書）】
特には設けないが毎回作成する PPT を通して独自のノートを作成してほしい
　文献等はその都度紹介していく
【参考書】
ジョン・アーリ、加太宏邦訳『観光のまなざしー現代社会におけるレジャー
と旅行』法政大学出版、1995 年

須藤廣、遠藤英樹『観光社会学 2.0 ―拡がりゆくツーリズム研究』明石書店、
2018 年
長谷政広『観光振興論』税務経理協会 1998 年
【成績評価の方法と基準】
平常点 30 点、レポート 70 点
【学生の意見等からの気づき】
コメントシート又は対面による学生の感想・意見を聞きながら授業を行う
【Outline (in English)】
With overlooking tourism development, tourism promotion, and
regional promotion, we consider the advantages and disadvantages of
regional tourism. In addition, in this lecture, it is important to
examine the history of tourism and the actual situation of the tourism
industry. Therefore, it is possible to reconfirm that tourism is a local
culture centered on daily life. Ultimately, we will consider the future
of tourism development by linking this issue with policy and system
issues.
Your overall grade in the class will be decided
based on the following:
- Class attendance and attitude in class: 30%
- Term-end examination reports: 70%
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN590R1

産業政策特殊講義（地域産業論）

橋本　正洋

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義では、地域での産業の再生、興隆について学ぶ。このため、実
績のあるゲストを招き、実践的な講義と討議を行う。ここでは日本
の地域における産業活動の実体を把握し、地方経済再生などを目指
すために、どの様な政策・取り組みなどが必要かについて、理解を
深める。

【到達目標】
日本の地域経済の状況を理解し、実務に応用可能な産業政策や企業
の経営戦略などを立案・実行する能力をつけることを目指す。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」
「DP2」に関連

【授業の進め方と方法】
イントロダクションに続き、全国的にも著名であり、具体的な地域産
業興隆を進めているゲスト講師からの講義及びグループディスカッ
ションを行う。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション 地域産業の現状と課題について俯
瞰する。

2回（3・
4）

地域産業興隆の状況 地域経済興隆の先進的取り組みに
ついてゲスト講師からの講義を基
に討論する。

3回（5・
6）

地域産業の動向① ゲスト講師による地域産業興隆の
ケーススタディの講義を基に議論
する。

4回（7・
8）

地域産業の動向② ゲスト講師による地域産業興隆の
ケーススタディの講義を基に議論
する。

5回（9・
10）

地域産業の動向③ ゲスト講師による地域産業興隆の
ケーススタディの講義を基に議論
する。

6 回
（11・
12）

地域産業の動向④ ゲスト講師による地域産業興隆の
ケーススタディの講義を基に議論
する。

7 回
（13・
14）

まとめ これまでの講義の内容を振り返
り、地域産業のポイントをおさえ
る。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日常起きている経済活動や経済事象について関心を高め、それが地
域産業とどのような関係にあるか、深く検討することが必要。すべ
ての履修者は、そうした検討に基づいてプレゼンテーション、ディ
スカッションに参加することが求められる。

【テキスト（教科書）】
講義の際に配布する。

【参考書】
授業の進展に伴い、適切な参考図書等を提示する。

【成績評価の方法と基準】
平常点 (授業中の発表・ディスカッションへの参加等)（おおむね５
０％）、プレゼンテーション（おおむね５０％）とする。

【学生の意見等からの気づき】
学生からの評価に基づき、地域産業分析にかかる手法の講義も行う。

【学生が準備すべき機器他】
講師が遠隔で講義を行う場合があるのでパソコンを持ち込むこと。

【その他の重要事項】
ゲスト講師を事前に提示するので、予習をしておくこと。

【Outline (in English)】
In this lecture, I will invite a guest who has a proven track
record in the revitalization and prosperity of industry in the
region, and give a practical lecture and sufficient discussion.
Here, we aim to deepen our understanding of what kind of
policies and initiatives are necessary in order to grasp the
reality of industrial activities in Japan’s regions and to aim for
regional economic revitalization.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN590R1

産業政策特殊講義（地域経営戦略論）

橋本　正洋

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義は、霞が関及び地方の政策責任者をはじめ、地域政策研究の
第一人者、地方創生の担い手、地方の産業指標の見える化の専門家
をゲストに迎え、地方創生に必要な取り組みを経済産業政策、企業
経営戦略などの側面から多面的に考える。これにより、得た内容を
実務（政策立案・運営、企業戦略）に活かすことを目指す。

【到達目標】
具体的に、日本経済の状況を踏まえたうえで、各地方における政策、
取り組みなどを把握し、どのような成功例、課題があるかを理解す
ることを目指す。その上で、地方経済再生のための戦略論を考察す
ることを目指す。特に、地域経営とは何か、受講者自らが定義を示
すことが重要である。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」
「DP2」に関連

【授業の進め方と方法】
イントロダクションにより地域経営戦略に関する概要を理解したう
えで、官界、学界、実践家の第一人者からのレクチャーを受け、グ
ループディスカッションを行い、今後の地方行政、政策運営、企業
の経営戦略などに必要な発想、取り組みを考察する。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション 地域経営戦略とは何か。

2回（3・
4）

地域経営と政策 ゲスト講師からのプレゼンテー
ションを基に、わが国の経済政策
（マクロ、地方振興策など）の方
向性、特徴を確認する。その中
で、地方の活性化、地方創生など
のためにどのような政策が行われ
ているか理解する。

3回（5・
6）

地域経営戦略① 地域政策研究の第一人者からの講
義を基に議論する。

4回（7・
8）

地域経営戦略② 国の地域イノベーション政策担当
責任者からの講義を基に、地域に
おけるイノベーション創生の議論
を行う。

5回（9・
10）

地域経営戦略③ 地域行政の責任者を招き、地域行
政の進め方、課題についての講義
に基づき議論する。

6 回
（11・
12）

地域経営戦略④ 地域の様々なデータの分析手法に
ついて専門家からの講義を受け演
習を行う。

7 回
（13・
14）

まとめ 一連の講義を通して、地域地方経
営に必要な政策等を受講者間で議
論する。また、地域経営に関する
疑問を解決し、更なる学習への橋
渡しを行う機会とする。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日常起きている経済活動や経済事象について関心を高め、それが地
方の経済、社会動向などと、どのような関係にあるか、深く検討す
ることが必要。すべての履修者は、そうした検討に基づいてプレゼ
ンテーション、ディスカッションに参加することが求められる。

【テキスト（教科書）】
教員、ゲスト受講者から資料を提示する。

【参考書】
授業の進展に伴い、適切な参考図書等を提示する。

【成績評価の方法と基準】
平常点 (授業中の発表・ディスカッションへの参加等)（おおむね５
０％）、プレゼンテーション（おおむね５０％）とする。

【学生の意見等からの気づき】
グループディスカッションへの積極的参加が重要。
地域経営戦略分析に有効な手法に関する講義を含む。

【学生が準備すべき機器他】
一部遠隔講義がありうるので、パソコンを持参すること。

【その他の重要事項】
今年度限りの貴重なゲストもおられるので、受講機会を逃さないよ
うに。

【Outline (in English)】
In this lecture, we welcomed leaders in regional policy
research, leaders in regional revitalization, and experts in
visualization of regional industrial indicators, as well as
Kasumigaseki and regional policy managers. We consider
initiatives from multiple perspectives, such as economic and
industrial policy and corporate management strategy. Through
this, we aim to utilize what we have learned in practice (policy
planning and management, corporate strategy).
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN590R1

産業政策特殊講義（地域イノベーション論）

橋本　正洋

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
　本講義は、国の政策全般を俯瞰したうえで、イノベーション政策にフォー
カスする。研究に政策要素（国、自治体の関与）がある学生には履修を
推奨する。
　ここでは、地域における経済再生戦略に必要な、国や地域のイノベー
ション政策のうち重要なものを取り上げ、それらの歴史的背景と現在の
課題について検討する。これに基づき、地域イノベーションを創成する
ための地域産業政策の在り方、地域経済再生のための戦略論について考
察する。
　

【到達目標】
政策立案の仕組みを明らかにするとともに、イノベーションとは何かを
踏まえ、日本のイノベーション政策の大きな流れ、特に構造改革型政策
を理解し、地域イノベーションとの関係を認識できるようにする。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの
能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示さ
れた学習成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
政策の仕組みとイノベーション創生のモデルを理解したうえで、関係す
るイノベーション政策について概観したうえで、グループワークにより
個別の政策、システムについて検討し、グループ及び全体で討議するこ
とにより本質的な理解を得る。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

ガイダンスとイントロ
ダクション

講義の目的、進め方について説明
し、イノベーションに関する基本的
概念とモデルを説明する。

2回（3・
4）

政策プロセスとイノ
ベーション政策概観　

日本の政策プロセスとイノベーショ
ン政策を概観し、重要な事項につい
て解説する。グループ分けを行い課
題を選択する・

3回（5・
6）

イノベーション政策１ 科学技術基本法制定、総合科学技
術・イノベーション会議設置と日本
のイノベーション政策

4回（7・
8）

イノベーション政策２ 大学等技術移転促進法制定（ＴＬＯ
法）、99 年：産業活力再生特別措置
法制定（日本版ﾊﾞｲﾄﾞｰﾙ）と大学技
術移転、大学発ベンチャー

5回（9・
10）

イノベーション政策３ 国立大学法人化・大学改革

6 回
（11・
12）

イノベーション政策４ 産業クラスター・地域イノベーショ
ン政策

7 回
（13・
14）

イノベーション政策５ 省庁再編・独法改革

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
日常起きている産業経済活動や政策について関心を高め、それが国全体
及び地方の政策、産業社会と、どのような関係にあるかを常に考えること
が必要。すべての履修者は、そうした検討に基づいてプレゼンテーショ
ン、ディスカッションに参加することが求められる。

【テキスト（教科書）】
講義の際に配布する。

【参考書】
講義の際に適宜資料を紹介する。

【成績評価の方法と基準】
グループディスカッションによるプレゼンテーション、講義への貢献及
び必要に応じ最終課題（実施の場合およそ 50 ％）により採点する。

【学生の意見等からの気づき】
毎回講義後にアンケートによりフィードバックを行い、講義の内容を調
整する。

【学生が準備すべき機器他】
プレゼン用のパソコン等を用意すること。

【その他の重要事項】
実務経験のある教員による授業です。経済産業省における実経験とその
ネットワークにより内容を構成します。

【Outline (in English)】
This lecture will focus on innovation policy after taking a bird’s-eye
view of national policies in general。 Students who have policy
elements(involvement of national or local governments) in their
research are recommended to take this course.Innovation that
occurs in a company is strongly influenced by the environment of
each country (National Innovation System) in the company. This is
due to the establishment of legal systems, tax systems, intellectual
property systems, finance, and support organizations that differ
from country to country. In order to bring about innovation in the
region, it is necessary to establish appropriate innovation policies
at the national and regional levels. In this lecture, we will take
up important national and regional innovation policies necessary
for regional economic revitalization strategies, and examine their
historical background and current issues. Based on this, we
will consider the ideal way of regional industrial policy to create
regional innovation and the strategic theory for regional economic
revitalization.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

ARSI520R1

産業政策特殊講義（地域活性特論Ⅰ）

橋本　正洋

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
地域の活性化の取り組みについて、各地域で活躍するキーパーソンをゲスト
講師にお招きし、課題、成功の要因を講義していただき、それを基に受講生
と討議をお粉形式の講義とする。ゲストには、この分野で著名な有識者、行
政、地域のリーダーにお願いする。
本講義は来年度は開講しない（原則隔年で実施）。
【到達目標】
地域における最新の取り組みを理解し、その戦略の在り方等について考察を
深めることにより、自らの課題等の研究活動に活用できるよう努める。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】

【授業の進め方と方法】
イントロダクションに続いて、各界の識者から講義及び討議テーマをいただ
き、それについてグループディスカッションを進め、全体で討議を行う。必
要に応じ、現地での実習を行うこともある。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

イントロダクション 地域活性化に関する基本的な問題点を
俯瞰する。
招聘講師について書斎を提示する。

2 回（3・
4）

地域活性化ケース 1 具体的な地域活性化プロジェクトに関
するケースを紹介し、討議する

3 回（5・
6）

地域活性化ケース２ 具体的な地域活性化プロジェクトに関
するケースを紹介し、討議する

4 回（7・
8）

地域活性化ケース３ 具体的な地域活性化プロジェクトに関
するケースを紹介し、討議する

5 回（9・
10）

地域活性化ケース４ 具体的な地域活性化プロジェクトに関
するケースを紹介し、討議する

6回（11・
12）

地域活性化ケース５ 具体的な地域活性化プロジェクトに関
するケースを紹介し、討議する

7回（13・
14）

地域活性化ケース６ 具体的な地域活性化プロジェクトに関
するケースを紹介し、討議する

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
ゲスト講師を事前に提示するので、予習しておくこと。講義後には、毎回ア
ンケート形式のレポートにより、コメントを提出する。
【テキスト（教科書）】
講義の際に講師より配布、提示する。
【参考書】
講義の際に紹介する。
【成績評価の方法と基準】
グループディスカッション、講義への貢献及び必要に応じ最終課題（実施す
る場合はおよそ 50 ％）により採点する。
【学生の意見等からの気づき】
他では得られない講師の講義を受講できる。
【学生が準備すべき機器他】
ゲスト講師が遠隔で講義する場合もあるので、パソコンを持参すること。
【その他の重要事項】
本講義は原則隔年で行うが、他の講義との関係で、2025 年度の開講は未定で
あり注意すること。
【Outline (in English)】
In this lecture, key persons who are active in each region are invited as
guest lecturers to discuss regional revitalization efforts. The guests will
be prominent intellectuals, government officials and community leaders
in this field. In principle, this lecture will be held every other year.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN590R1

企業経営特殊講義（中小企業論）

井上　善海

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義では、わが国産業の競争力を支えてきた中小企業の構造的問題につい
て、課題別に考察することをねらいとします。そこで、まずわが国中小企業
の歴史的な変遷および国際比較を行いながら、中小企業の存在意義について
明らかにします。その後、大企業との格差問題および下請中小企業問題を中
心としながら、中小企業が地域経済の担い手やグローバル化に寄与している
ことについて考察していきます。
【到達目標】
①日本経済における中小企業の地位や役割について説明できる。
②大企業とは異なった中小企業の経営特性について説明できる。
③経営環境の変化に対応し、成長を続ける中小企業のマネジメントついて説
明できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
講義はテキストをもとに進め、補足資料についてはパワーポイントで示しま
す。また、講義の内容をもとにしたディスカッションも行います。理解度を
把握するため、定期的に講義の中でミニレポートを課します。講義内容に関す
る質問は、講義中以外にも、オフィスアワーやメール等で受け付けます。質
問への回答は受講者全員で共有するため講義に反映させます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

中小企業の経営特性
中小企業の歴史

単に大企業を縮小したような存在では
なく、大企業とは異なった経営特性を
持つ中小企業が、その経営特性を生か
す道としてどのような事業分野がある
のかについて。
産業革命から現代まで、世界における
中小企業がどのように変化してきたの
かについて。

2 回（3・
4）

海外の中小企業
中小企業問題と中小企業
政策

海外では、中小企業がどのような地位
を占め、どのような役割を担っている
のかについて。
中小企業問題の本質とは何か、その解
決のために講じられる中小企業政策の
役割や体系について。

3 回（5・
6）

経営環境の変容と戦略マ
ネジメント
資金難と財務マネジメン
ト

企業を取り巻く経営環境が変容してい
るなかで、中小企業が長期的な戦略に
もとづく経営に取り組む必要性につ
いて。
資金調達をはじめとした中小企業の財
務マネジメントのあり方について。

4 回（7・
8）

分業構造の変容と下請マ
ネジメント
企業間関係の変容とネッ
トワーク・マネジメント

下請企業の構造的問題を解決するマネ
ジメントについて。
経営資源に制約の多い中小企業が事業
展開において抱える問題について。

5 回（9・
10）

産業構造の変容と地域産
業マネジメント
世界市場の変容とグロー
バル・マネジメント

産業集積の戦略的な連携や他地域への
進出、地域資源の有効活用について。
中小企業がグローバル化を行うことに
よって起きる問題について。

6回（11・
12）

人材難と組織・人材マネ
ジメント
後継者難と事業承継マネ
ジメント

経営環境の多様な変化に適応していく
ための組織や人のマネジメントのあり
方について。
中小企業に特有の事業承継リスクへの
対応方法について。

7回（13・
14）

研究開発力不足と製品開
発マネジメント
既存事業の衰退と事業開
発マネジメント

イノベーションによる中小企業の製品
開発マネジメントの重要性について。
中小企業の事業開発上の経営課題と対
応策について。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習ではシラバスをもとにテキストや参考図書等を用い事前学習をして
おいてください。復習では目安となる水準を講義中に示します。本授業の準
備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
井上善海編著（2022）『中小企業経営入門』中央経済社（2,300 円）

【参考書】
井上善海編（2009）『中小企業の戦略』同友館（2,800 円）
中小企業庁編『中小企業白書』（各年度版）
その他、講義テーマごとに適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
本講義の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、講義内での発言・貢
献度（４０％）、講義内で課す課題レポート（６０％）により成績評価を行い
ます。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline (in English)】
This lecture aims at considering the structural problems of SMEs that
have supported the competitiveness of Japanese industries by subject.
Therefore, while first making historical changes and international
comparisons of SMEs, we will clarify the significance of SMEs. After
that, we will consider the fact that SMEs are contributing to the regional
economy and globalization, centering on inequality issues with large
companies and subcontracting SMEs.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN590R1

企業経営特殊講義（経営戦略論）

井上　善海

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
本講義は、経営戦略に関するこれまでの論点と研究成果を体系的に提示する
とともに、その理論的枠組みを考察していくことをねらいとしています。こ
のため、経営戦略の中でも事業戦略に焦点を当て、その策定・実行・評価のプ
ロセスに従い、戦略の基礎理論とケーススタディを組み合わせ講義を進めま
す。これにより、伝統的理論からどのようにして現代の新しい戦略論が抽出・
形成されてきたのかを理解していただきます。
【到達目標】
①経営戦略論の史的変遷を説明できる。
②経営戦略の策定・実行・評価のプロセスを説明できる。
③経営戦略の理論を実践（ケーススタディ）で検証できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
講義はテキストをもとに進め、補足資料についてはパワーポイントで示しま
す。また、講義の内容をもとにしたディスカッションも行います。理解度を
把握するため、定期的に講義の中でミニレポートを課します。講義内容に関す
る質問は、講義中以外にも、オフィスアワーやメール等で受け付けます。質
問への回答は受講者全員で共有するため講義に反映させます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

経営戦略とは
ミッション

企業経営における経営戦略の役割と企
業活動レベルごとの戦略の広がりと深
さについて。
ミッションの明確化が戦略策定の最初
の段階に位置付けられ、最も重要な戦
略要素となることについて。

2 回（3・
4）

ドメイン
環境・資源分析

ドメインにコア・コンピタンスの考え
方が深くかかわっていることについて。
経営環境と経営資源をマトリックスで
分析することについて。

3 回（5・
6）

成長ベクトル
多角化

製品と市場の組み合わせにより、企業
の成長戦略を 4 つに分類できることに
ついて。
成長戦略のなかでもリスクの高い多角
化について。

4 回（7・
8）

製品ポートフォリオ・マ
ネジメント
成長戦略の展開

2 次元マトリックスによる複数の事業
や製品に対する資源配分決定について。
グローバル戦略、戦略提携について。

5 回（9・
10）

業界の構造分析
競争の基本戦略

5 つの競争要因分析について。
競争の基本戦略の役割と競争地位ごと
に採用する戦略の違いについて。

6回（11・
12）

バリューチェーン
競争戦略の展開

バリューチェーンの構成とコーペティ
ション戦略について。
タイムベース戦略、ディファクトスタ
ンダード戦略、ブルーオーシャン戦略
について。

7回（13・
14）

経営戦略の実行と評価 戦略は計画的に策定され、創発的に形
成されなければならないことについて。
戦略評価について。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習ではシラバスをもとにテキストや参考図書等を用い事前学習をして
おいてください。復習では目安となる水準を講義中に示します。本授業の準
備学習・復習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
井上・大杉・森（2022）『経営戦略入門』中央経済社（2,200 円）
【参考書】
井上善海・佐久間信夫編（2008）『よくわかる経営戦略論』ミネルヴァ書房
（2,500 円）
その他、各回の講義テーマごとに適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
本講義の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、講義内での発言・貢
献度（４０％）、講義内で課す課題レポート（６０％）により成績評価を行い
ます。

【学生の意見等からの気づき】
該当なし
【Outline (in English)】
This lecture aims to systematically present past issues and research
results on management strategy and to examine its theoretical
framework. For this reason, we will focus on business strategy
among management strategies, and pursue a lecture that combines
the basic theory of strategy and case study according to the process of
formulation, execution and evaluation. By doing this, you understand
how the modern new strategy theory has been extracted and formed
from traditional theory.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN590R1

企業経営特殊講義（新産業創出論）

井上　善海

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
IoT、ビッグデータ、人工知能（AI）、ロボットに代表される技術革新によっ
て新産業が生まれる第 4 次産業革命が、想定外のスピードとインパクトで進
行しています。第 4 次産業革命は、大企業だけでなく中小企業や地域経済へ
も大きな影響を与えています。
本講義では、第 4 次産業革命に対応した地域経済の発展と中小企業に焦点を
当て、地域の産業資源を最大限に活用した新産業創出のあり方やそれを支援
する政策について考察を行います。
【到達目標】
①第 4 次産業革命の地域経済や中小企業への影響について説明できる。
②新産業創出の外発的、内発的な政策について説明できる。
③新産業創出のための支援機関や自治体の独自政策の必要性について説明で
きる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
5 回の授業は、外部からゲスト講師を招いて、多角的な視点から新産業の創出
について考察を行います。また、授業の内容をもとにしたディスカッション
も行います。理解度を把握するため、授業内容に関する質問は、授業中以外
にも、オフィスアワーやメール等で受け付けます。質問への回答は受講者全
員で共有するため講義に反映させます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

第 4 次産業革命と新産業
創出

第 4 次産業革命が新産業創出に及ぼす
影響について。

2 回（3・
4）

多様なイノベーションの
組み合わせによる新産業
創出

宇宙産業と中小製造業のイノベーショ
ンについて。
【ゲスト講師：元大手電機メーカー経
営企画担当】

3 回（5・
6）

オープンイノベーション
による新産業創出

イノベーションを加速化するための
オープンイノベーションシステムにつ
いて。
【ゲスト講師：大手飲料メーカー R&D
担当】

4 回（7・
8）

新産業創出支援機関の役
割

中小機構の新事業創出支援の役割、商
工会議所のビジネスサポートデスクの
役割、事例
【ゲスト講師：中小機構チーフアドバ
イザー】

5 回（9・
10）

新産業創出と知的財産権 迅速かつ柔軟な新産業創出を可能とす
る知的財産戦略について。
【ゲスト講師：特許事務所長・弁理士】

6回（11・
12）

IT 投資による新産業創出 新産業創出における IT 投資の重要性
について。
【ゲスト講師：元マイクロソフト IT 担
当】

7回（13・
14）

産学連携による新産業創
出

大学研究室と地域企業との連携による
様々な製品開発や実用化研究について。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習ではシラバスをもとに参考図書等を用い事前学習をしておいてくだ
さい。復習では目安となる水準を講義中に示します。本授業の準備学習・復
習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
講義の際に資料を配布します。
【参考書】
講義テーマごとに適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
本講義の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、講義内での平常点（講
義内での発言・貢献度）４０％、講義内で課す課題レポート６０％により成
績評価を行います。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし

【Outline (in English)】
The 4th industrial revolution where new industries are born by IoT,
big data, artificial intelligence (AI), technological innovation typified by
robot is progressing with unexpected speed and impact. The Fourth
Industrial Revolution has great influence not only on large enterprises
but also on SMEs and regional economies. In this lecture, we focus
on the development of regional economies that respond to the Fourth
Industrial Revolution and focus on small and medium enterprises and
consider how to create new industries that maximally utilize local
industrial resources and policies that support them .
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN590R1

企業経営特殊講義（商店街活性化論）

井上　善海

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
人口減少、大型店の郊外進出、コンビニの出現・増加、ネット通販の拡大等、
商店街を取り巻く経営環境は、それぞれの時代において大きく変化してきま
した。それに対し、政府は各種の中心市街地政策や商店街政策を講じてきま
したが、これらの政策が目に見える効果を上げてきたかどうかは議論が分か
れるところです。
本講義では、商店街が今後も地域コミュニティの担い手として期待される役
割を発揮していくためには、どのような政策や取り組みが必要かについて考
察していきます。
【到達目標】
①地域経済における商店街の役割について説明できる。
②ショッピングセンター等の商業集積とは異なった商店街の経営特性につい
て説明できる。
③経営環境の変化に対応し、存続・成長を続けていくための商店街活性化策
ついて説明できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力
を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針に明示された学習
成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」に
関連
【授業の進め方と方法】
講義は配布資料をもとに進めます。また、講義の内容をもとにしたディスカッ
ションも行います。理解度を把握するため、定期的に講義の中でミニレポー
トを課します。講義内容に関する質問は、講義中以外にも、オフィスアワー
やメール等で受け付けます。質問への回答は受講者全員で共有するため講義
に反映させます。
【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
あり / Yes

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1 回（1・
2）

流通革命と中小小売業 消費者サイドが市場を定義する主役と
なる第三次流通革命の進展と中小小売
業の対応について。

2 回（3・
4）

商店街の現状と歴史 小売立地の構造的変化と商店街の衰
退、規制緩和と競争激化、業種から業
態への変化、ネットワーク化への対応
といった中小小売業の経営危機につい
て。

3 回（5・
6）

商業集積としての商店街 自然発生的な日本の商店街と計画形成
的な米国発祥のショッピングセンター
との経営特性の違いについて。

4 回（7・
8）

地域経済における商店街
の役割

地域コミュニティの核となる商店街の
果たすべき社会的、公共的役割の向上
を通じて、商店街に賑わいを創出し活
性化を図ることについて。

5 回（9・
10）

商店街活性化政策①
「商店街活性化計画」

商店街のもつ限られた経営資源を効率
良く活用するするための「商店街活性
化計画」について。

6回（11・
12）

商店街活性化政策②
「空き店舗対策・個店の魅
力アップ」

商店街は個店の集積であり、魅力ある
個店が増えることで商店街が活性化す
ることについて。

7回（13・
14）

商店街活性化政策③
「後継者育成」

若手・後継者などの内部人材を商店街
の新たな担い手として発掘・育成する
ことについて。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
準備学習ではシラバスをもとに参考図書等を用い事前学習をしておいてくだ
さい。復習では目安となる水準を講義中に示します。本授業の準備学習・復
習時間は各 2時間を標準とします。
【テキスト（教科書）】
講義の際に資料を配布します。
【参考書】
中小企業庁編『中小企業白書』（各年度版）
その他、講義テーマごとに適宜指示します。
【成績評価の方法と基準】
本講義の３つの到達目標に対する達成度を評価基準に、講義内での平常点（講
義内での発言・貢献度）４０％、講義内で課す課題レポート６０％により成
績評価を行います。
【学生の意見等からの気づき】
該当なし

【Outline (in English)】
The business environment surrounding shopping districts has changed
dramatically in each era, such as population decrease, the expansion of
large stores in the suburbs, the appearance and increase of convenience
stores, and the expansion of online mail order. On the other hand,
the government has taken various central city policies and shopping
street policies, but it is a matter of argument whether these policies
have made visible effects.In this lecture, we will consider what policies
and initiatives are necessary for the shopping district to continue to
demonstrate the role expected as a carrier of the local community.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN590R1

CSR特殊講義（CSR論）

小方　信幸

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
当授業では、CSRを本業を通じ社会的価値と経済的価値を創造する
CSV（Creating Shared Value,共通価値の創造）と定義する。CSV
を経営戦略として如何にサステナビリティ経営を実現するべきかを
考える。授業の前半では講義を行い、後半はグループディスカッショ
ンを行う。講義とグループ討議および全体討議を通じ、企業がをサ
ステナビリティ経営を実現する経路を学ぶことを目的とする。

【到達目標】
学生は、企業が本業を通じて社会的価値と経済的価値を創造する CSV
を経営戦略とすることにより、サステナビリティ経営を実現するこ
とが出来ることを理解できる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」
「DP2」に関連

【授業の進め方と方法】
「学習支援システム」に授業資料を掲載するので、事前学習を励行し
て頂きたい。
原則として、授業前半では理論とケースを学び、後半ではケースに
ついてのグループ及び全体討議を行う。CSVを実践している企業の
ケースを通じて、企業が本業を通じて社会的価値と経済的価値を創
造する経路を学ぶ。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション （１）授業の進め方（２）歴史か
ら学ぶ CSR 概念の形成と変遷

2回（3・
4）

共通価値の創造
（CSV）

（１）M. ポーター他「共通価値の
創造」戦略
（２）ケース：ネスレの CSV戦略

3回（5・
6）

サステナビリティ経営 ケース：ユニリーバのサステナビ
リティ経営

4回（7・
8）

クレド経営 ケース：ジョンソン・エンド・
ジョンソンの我が信条（Our
Credo)

5回（9・
10）

長期志向経営 ケース：ノボ・ノルディスク

6 回
（11・
12）

日本の中小企業におけ
るサステナビリティ経
営

ケース：サラヤ株式会社

7 回
（13・
14）

日本の中小企業におけ
る CSV 戦略

ケース：石坂産業株式会ア社

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
（１）配布資料を事前に読んで、グループ討議で発言できるように準
備する。
（２）授業を振り返り論点を整理する。本授業の準備学習・復習時間
は各 2時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
毎回資料を配布する。

【参考書】
都度紹介する。

【成績評価の方法と基準】
授業参加・授業貢献（４０％）、期末レポート（６０％）で評価する。

【学生の意見等からの気づき】
（１）学生から評価されたグループ討議を今年度も継続し、学生間で
議論し考える時間を適切に確保する。また、教員と学生による双方
向の授業スタイルを深化する。
（２）企業のサステナビリティ・CSR 部門の責任者をゲストスピー
カーとして招聘したところ、受講生全員から CSRおよび CSVにつ
いての理解が深まったとの感想が寄せられた。2022 年度も授業の
目的に合った方をゲストスピーカーとして招聘する考えである。

【その他の重要事項】
ゲストスピーカー招聘を検討する。ゲストスピーカーを招く場合は、
授業計画を一部変更することがある。

【Outline (in English)】
In this class, we define CSR as Creating Shared Value (CSV),
which is the creation of social and economic value through core
business activities, and consider how to realize sustainability
management by using CSV as a management strategy. The
first half of the class will consist of lectures and the second half
will consist of group discussions. Through the lecture, group
discussion, and group discussion as a whole, the objective is
to learn the pathways for companies to realize sustainability
management.
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政策創造研究科　発行日：2023/5/1

MAN590R1

CSR特殊講義（企業活動と社会Ⅰ）

小方　信幸

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
企業活動において法令遵守は最低限の企業の社会的責任といる。し
かし、国内外を問わず非倫理的行為である企業不祥事は後を絶たな
い。そこで、当授業では、ケースメソッドを用い、企業の非倫理的
行為について考察し、本来あるべき経営倫理のフレームワークを理
解する。授業の前半は主に講義を行う。後半はケース・メソッドで
授業を進め、さらにグループディスカッションを行う。

【到達目標】
（１）経営倫理のフレームワークを理解できる。
（２）現実のビジネスで企業が非倫理的行為を行う原因を理解できる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」
「DP2」に関連

【授業の進め方と方法】
当科目では最初に規範倫理学の基礎理論を学ぶ。そのうえでケース
メソッドを用いて企業の非倫理的行為について考察し、本来あるべ
き経営倫理のフレームワークを理解する。授業前半は主に講義を行
い、後半はケース・メソッドで授業を進める。グループ討議、全体
討議を通じて、経営倫理についての理解を深める。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション
経営倫理の理論（１）
功利主義と現代社会

（１）講義：倫理的利己主義と功
利主義
（２）ケース：フォード・ピント
のケース

2回（3・
4）

経営倫理の理論（２）
カント「義務論」

（１）講義：カント「義務論」
（２）ケース：ブレント・スパー
の処理を巡るケース

3回（5・
6）

経営倫理の理論（３）
ロールズ「正義論」

（１）講義：ロールズ「正義論」
（２）ケース：貧富の差について
考える

4回（7・
8）

経営倫理の実践（１）
ロールズ「正義論」の
視点で米国社会の現状
を考える。

経済的格差の是正に必要なことは
何か。

5回（9・
10）

経営倫理の実践（２）
顧客関連の倫理

（１）講義
（２）ケース：シアーズ自動車セ
ンター

6 回
（11・
12）

経営倫理の実践（３）
従業員関連の倫理

（１）講義
（２）ケース：ソーラーブライン
ド

7 回
（13・
14）

経営倫理の実践（４）
国際経営の倫理

（１）講義：児童労働
（２）ケース：ネスレの児童労働
廃絶への取り組み

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
（１）配布資料を事前に読み、授業で発言できるように準備する。
（２）授業を振り返り、論点を整理する。本授業の準備学習・復習時
間は各２時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
毎回資料を配布する。

【参考書】
梅津光弘（2002）『ビジネスの倫理学』丸善出版、1,900 円＋税

マイケル・サンデル（訳）鬼澤忍（2011）『これからの「正義」の話
をしよう』早川書房（ハヤカワ・ノンフィクション文庫）、900円＋
税　その他の参考書は都度紹介します。

【成績評価の方法と基準】
平常点４０％、期末レポート６０％を基準に評価する。

【学生の意見等からの気づき】
ゲストスピーカーを招聘したところ、企業倫理に対する理解が深まっ
たというフィードバックがあった。今年度もゲストスピーカー招聘
を検討する。また、講義とグループ討議の組み合わせは理解を深め
るとのフィードバックがあったので、今年度も同様の授業スタイル
を継続する。

【その他の重要事項】
ゲスト・スピーカー招聘を検討する。ゲストスピーカー招聘の場合
は、授業計画を一部変更することもある。

【Outline (in English)】
In corporate activities, compliance with laws and regulations
is the minimum social responsibility of a company. However,
there has been no end to the number of corporate scandals,
both in Japan and abroad, involving unethical behavior. In
this class, we will use the case method to examine unethical
corporate behavior and understand the framework of corporate
ethics as it should be. The first half of the class will consist
mainly of lectures. In the second half of the class, the case
method will be used and group discussions will be held.
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科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
当授業では、ESG投資家と企業経営者が建設的な対話を行うことに
より、企業は持続可能な成長を実現し、投資家は長期投資で高いリ
ターンを実現することを理解する。その結果、社会の持続可能性が
高まる仕組みを理解する。

【到達目標】
学生は下記 3 点について理解できる。
（１）投資の意思決定の際に、環境（Environment, E）、社会 (Social,
S）、ガバナンス（Governance, G）の３つの非財務要因（ESG 要
因）を考慮する ESG 投資と、ESG 投資市場について理解できる。
（２）ESG 投資が生まれた歴史的背景を理解できる。
（３）ESG 投資家と企業経営者が ESG 要因について建設的な対話
を行うことにより、持続可能な社会を実現できる論理を理解できる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」
「DP2」に関連

【授業の進め方と方法】
授業の前半では理論と事例についての講義を行い、後半では講義の
内容に沿った内容でグループ討議と全体討議を行う。講義とグルー
プ討議を通じ、ESG投資と企業経営の関係を理解できるように授業
を進める。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション （１）講義の進め方
（２）講義： ESG 投資の概要と
歴史
（３）欧米と日本の ESG 投資市
場の概要

2回（3・
4）

ESG 投資家の企業評
価のポイント

（１）企業評価の基礎
（２）証券投資理論の基礎

3回（5・
6）

ESG 投資市場におけ
るアセットオーナーの
役割

（１）講義：欧米と日本の年金基
金の比較
（２）ケース：わが国の年金基金
の課題

4回（7・
8）

ESG 投資市場にける
アセットマネジャーの
役割

ESG 投資を行うアセットマネ
ジャーの具体的な取り組みを学ぶ

5回（9・
10）

統合報告書 ESG 投資家と企業経営の建設的
対話のツールである統合報告書に
ついて学ぶ

6 回
（11・
12）

ESG 投資家によるエ
ンゲージメント

欧米と日本の ESG 投資によるエ
ンゲージメントの実際

7 回
（13・
14）

責任投資報告書 ESG 投資家が発行する責任投資
報告書から、投資先企業の問題点
を考える。

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
（１）配布資料を事前に読んで、授業で発言できるよう準備する。
（２）授業を振り返り、論点を整理する。
本授業の準備学習および復習の時間は各２時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
毎回資料を配布する。

【参考書】
小方信幸（2016）『社会的責任投資の投資哲学とパフォーマンスー
ESG 投資の本質を歴史からたどる―』同文舘出版
アムンディ・ジャパン（2021）『社会を変える投資　 ESG入門（新
版）』日本経済新聞出版
その他の参考書は都度紹介する。

【成績評価の方法と基準】
平常点　４０％、期末レポート　６０％

【学生の意見等からの気づき】
学生から講義とグループ討議の組み合わせが理解を深めるとのフィー
ドバックがあったので、本年度も同様の授業スタイルを継続する。

【その他の重要事項】
ゲストスピーカー招聘を検討する。ゲストスピーカー招聘の場合は、
授業計画を一部変更することがある。

【Outline (in English)】
In this class, students will understand that constructive dia-
logue between ESG investors and corporate management will
enable companies to achieve sustainable growth and investors
to realize higher returns on their long-term investments. As a
result, they will understand how sustainability is enhanced.
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CSR特殊講義 (SDGsと企業経営)

小方　信幸

科目分類：博士後期（選択必修） ｜ 単位：2 単位
その他属性：〈実〉

【授業の概要と目的（何を学ぶか）】
当授業では、国連が持続可能な開発目標（Sustainable Development
Goals, SDGs）を制定した歴史的背景を理解することを目的とする。
併せて、SDGs の 17 目標について理解し、さらに、SDGs とサス
テナビリティ経営の関係を理解することも目的とする。

【到達目標】
（１）国連が持続可能な開発目標（SDGs）を制定した歴史的背景を
理解できる。
（２）SDG ｓの 17 の目標を理解できる。
（３）SDG ｓとサステナビリティ経営の関係を理解できる。

【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示された
どの能力を習得することができるか（該当授業科目と学位授与方針
に明示された学習成果との関連）】
政策創造研究科博士後期課程のディプロマポリシーのうち、「DP1」
「DP2」に関連

【授業の進め方と方法】
授業の前半は主に講義を行い、後半は講義内容に沿ったテーマでグ
ループ討議を行う。講義とグループ討議を通じて、SDGｓと企業の
サステナビリティ経営との関係を理解できるように授業を進める。

【アクティブラーニング（グループディスカッション、ディベート等）の実施】
あり / Yes

【フィールドワーク（学外での実習等）の実施】
なし / No

【授業計画】授業形態：対面/face to face
回 テーマ 内容
1回（1・
2）

イントロダクション （１）国連の理念
（２）SDGs 誕生の歴史的背景
（３）企業が SDG ｓに取り組む
理由

2回（3・
4）

SDGs の人々
（People）に関する目
標（１）

SDG ｓ目標１-6
（１）人権についての基本的な理
解を深める
（２）ネスレの児童労働撲滅の取
り組み

3回（5・
6）

SDGs の人々
（People）に関する目
標（２）

SDG ｓ目標１-6
貧困問題に取り組むソーシャルビ
ジネスの可能性を考える。

4回（7・
8）

SDGs の繁栄
（Prosperity）に関す
る目標（１）

SDGs 目標 7-11
企業におけるジェンダーダイバー
シティ

5回（9・
10）

SDGs の繁栄
（Prosperity）に関す
る目標（２）

SDGs 目標 7-11
（１）従業員の働き方改革
（２）人的資本経営

6 回
（11・
12）

SDGs の地球
（Planet) に関する目
標（１）

SDGs 目標 12-15
（１）気候変動
（２）脱炭素

7 回
（13・
14）

SDGs の地球
（Planet) に関する目
標（２）

SDGs 目標 12-15
（１）廃棄物
（２）生物多様性

【授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）】
本授業の準備学習・復習時間は各 2時間を標準とする。

【テキスト（教科書）】
毎回の授業で資料を配布する。

【参考書】
都度紹介する。

【成績評価の方法と基準】
平常点　４０％、期末レポート　６０％

【学生の意見等からの気づき】
学生から講義とグループ討議の組み合わせが理解を深めるという
フィードバックがあったので、今年度も同様の授業スタイルを継続
する。

【その他の重要事項】
ゲストスピーカー招聘を検討する。ゲストスピーカー招聘の場合は、
授業計画を変更することもある。

【Outline (in English)】
The first objective of this class is to understand the historical
background of the Sustainable Development Goals (SDGs)
established by the United Nations. The next objective
is to understand the 17 goals of the SDGs, and then
to understand the relationship between the SDGs and
sustainability management.
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