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教  育  研  究  業  績  書 

令和 2 年 3᭶ 31 ᪥ 

  Ặྡ 青山 雅哉 

研 究 ศ 野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

ⱁ⾡学, ⱁ⾡一⯡, ჾᴦ（ࣀࣆ） ࣀࣆዌἲ,㡢ᴦ⾲⌧,₇ዌゎ㔘 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯

㡯 年᭶᪥ ᴫ せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 
1) のྲྀ⾲ࢻ࣮ࣞࢢࡿࡅおࠖ♏㡢ᴦのᇶࠕ
ࡳ⤌ࡾ

ࡳ⤌ࡾዌのྲྀྜࡿࡅおルࣂステ࢙ࣇ（2

しᐇᢏ授業ࣀࣆ㡢ᴦのᇶ♏ࠖ⛉目࡛のࠕ（3
 のᕤ夫࡚ࡅྥ学ಟの⦎⩦の⥅⥆ᛶࡑ࡚

ᖹᡂ 22 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 29
年 3᭶ 

ᖹᡂ 22 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 29
年 3᭶ 

ᖹᡂ 24 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 29
年 3᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学࡛のᗂඣ教育のࣀࣆ㡢ᴦᣦ
ᑟおࡾࡼ࡚࠸ຠᯝⓗなᣦᑟἲし࡚ࢆ⾲ࢻ࣮ࣞࢢ⪃
し࡚ࡇࠋࡓࡗ࠸のࠊࡾࡼࡇ学⏕の᪥ᖖかࡽの⦎⩦
ࡇࡃ࠸࡚ࡵ高ࢆし࡚㐩ᡂ度☜明ࢆ目ᶆࠊࡇすಁࢆ
 ࠋࡓࡗなࡳ⤌ࡾຠᯝⓗなྲྀࠊࡾなࡶ
ẖ年᭦᪂し࡚ࡾࡼⰋࡶ࠸のࢆ学⏕ᥦ♧し࡚学ಟಁࢆ
すࡶࡇなࠋࡿ࠸࡚ࡗ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部࡛のྜࠕዌࠖの授
業࡛࡛ࡲࢀࡑのᡂᯝのⓎ⾲し࡚大学の࣋ン࡛ࢺあ
学⏕の授業のࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉࢆのฟ₇ルࣂステࣇࡿ
ࡇࡿࡲṆルの学ಟ࢟ᴦჾの₇ዌスྛ༢ࡀࡳ⤌ࡾྲྀ
ル➼の᪉ἲࢧ࣮ࣁࣜࠊンࣛࣉ⩦⦏ࠊの‽ഛ࡛ྎ⯙ࡃな
ࡁの࡛ࡇࡿᚓࡾࡼࡇࡿすࢆ⾲の⯙ྎ࡛のⓎࡇࡀ
ࡇかす⏕学⏕のᐇ㝿のᑵ職ඛ⌧ሙࡀなせ⣲ࠎᵝࡿ
の࡛ࡿࡁ学ࡧのᶵな࠺ࡼࡿᣦᑟࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部࡛のࠕ㡢ᴦのᇶ
♏ࠖ⛉目࡛のᐇ㊶ࠋ授業࡛のᣦᑟࢆᇶᐇ㝿のᗂඣの
ᕤ夫しࡓ㡢ᴦⓗ⎔ቃࢆసࡃ࠸࡚ࡗຊのྥୖࢆᅗࣛࢡࠊࡾ
スဨ࡛ࢢル࣮ࢆࣉసࡗࡧࡕࡾ子広ሙ（0 ṓ㹼5 ṓのẕ
子ࡀ㏆㞄かࡽ㞟࠺本学の広ሙ）࡛ ᗂඣの㡢ᴦあࢆࡧࡑ
タᐃしయ㦂ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡏࡉタᐃෆᐜの⦎⩦ࢆ㔜ࠊࡡᐇ㝿
の㡢ᴦあࡧࡑの⌧ሙయ㦂ࢆおしࣀࣆࠊᐇᢏのス࢟ル
高ࢆのពḧ⩦⦏ࣀࣆ学⏕のࠊࡵㄆࢆのᚲせᛶୖྥ
ࠋࡓࡗあࡀຠᯝࡿࡵ

ᐇᢏ授業ࣀࣆ㡢ᴦのᇶ♏ϩࠖ⛉目࡛のࠕ（4
し࡚ࡑの⦎⩦の⥅⥆ᛶ学ಟ࡚ࡅྥのᕤ夫 

の学のḷࡶ目࡛の子⛉࣑ࠖࢮ学ࡶ子ࠕ（5
ಟࡑࡿࡼのຠᯝᡂᯝ࡚࠸ࡘ 

సά目࡛のᴦჾ₇ዌ⛉࣑ࠖࢮ学ࡶ子ࠕ（6
 ࡚࠸ࡘᡂᯝのຠᯝࡑࡿࡼの学ಟື

ᖹᡂ 24 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 29
年 3᭶ 

ᖹᡂ 25 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 26
年 2᭶ 

ᖹᡂ 26 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 27
年 2᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部࡛のࠕ㡢ᴦのᇶ♏
ϩࠖ⛉目࡛のᐇ㊶ࠋ授業࡛のᣦᑟࢆᇶᐇ㝿のᗂඣの
ᕤ夫しࡓ㡢ᴦⓗ⎔ቃࢆసࡃ࠸࡚ࡗຊのྥୖࢆᅗࣛࢡࠊࡾ
スの中࡛ࢢル࣮ࢆࣉస࠸ࡘࡾの広ሙ（0 ṓ㹼5 ṓのẕ
子ࡀ㏆㞄かࡽ㞟࠺本学の広ሙ）࡛ ᗂඣの㡢ᴦあࡸࡧࡑ
学ࢆࡧタᐃしᐇ㊶ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡏࡉタᐃෆᐜの⦎⩦ࢆ㔜
ᐇᢏࣀࣆࠊおしࢆの⌧ሙయ㦂ࡧࡑᐇ㝿の㡢ᴦあࠊࡡ
のス࢟ルࡸ㡢ᴦ⾲⌧ຊྥୖのᚲせᛶࢆㄆࠊࡵ学⏕のࡑ
のᚋの学ಟのពḧࢆ高ࡿࡵຠᯝࡀあࠋࡓࡗ

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部࡛のࠕ子ࡶ学ࢮ
⎔の㡢ᴦࡕࡓࡶ子ࠊࡣ࡛࣑ࢮのࡇࠋ㊶目࡛のᐇ⛉࣑ࠖ
ቃࢆほᐹしࠊ᪂ࡓな子ࡶのḷの㞟ศ㢮ࠊ࠸⾜ࢆ知
ぢࢆᣑࡆᐇ㝿の⌧ሙ࡛ຠᯝⓗな᭤のࣞࢆ࣮ࣜࢺ࣮ࣃഛ
の᭤సࡵࡓࡶ子ࠊࡽࡉࠋࡓし目ⓗࢆࡇࡃ࠸࡚࠼
中ࡿウす᳨ࢆࡓかࡾ᭤のあࠊࡓかࡾリのあࠊヨ⾜しࢆࡾ
࡛ᵝࠎなⓎぢࡀあࠊࡾ学⏕ࡣ子ࡶのḷᑐすࡿᤊ࠼᪉
ࠋࡓࡗなࡶᶵ࠸Ⰻࡿすࡓ᪂ࢆ

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部࡛のࠕ子ࡶ学ࢮ
྿ዌᴦჾࠊ⍆ࡿす学⏕の特ᢏ࣑ࢮࠋ㊶目࡛のᐇ⛉࣑ࠖ
࣮ࣞ࣎ࣛࢥの（࣒࢘ࢽ࢛ࣇ࣮ࣘࠊルン࣍ࠊスࢡࢵࢧ）
ࢹ）㹂㹋࡚࠸⏝ࢆ※㡢ඹ₇ዌࠊస᭤ࠋ࠺⾜ࢆンࣙࢩ
スࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗࣉࢵࢺࢡ）のᇶ本᧯సࢆ学ࡧ㡢ᴦࢆసࡗ
⾲の㡢ᴦ࡚࠸おᗂඣ教育⌧ሙࠋࡓᣦᑟしࢆ᪉ἲࡃ࠸࡚
⌧の一ࡘし࡚ᣦᑟしࡑࠊのス࢟ルࣉࢵ学⏕ࡣ⯆
学⩦のᡂᯝ࡚の広ሙ࠸ࡘࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ学ಟࡃ῝
し࡚㡢ᴦⓎ⾲ࠊ࠸⾜ࢆዲホࢆᚓࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ

人間－1



の学のḷࡶ目࡛の子⛉࣑ࠖࢮ学ࡶ子ࠕ（7
ಟࡑࡿࡼのຠᯝᡂᯝ࡚࠸ࡘ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
8)ჾᴦ₇⩦Ϩࢻ࣮ࣞࢢࡿࡼのᑟධ 
 
 
 
 
 
 
 
9)ჾᴦ₇⩦Ϩ࡛のၐḷㄢ㢟のᑟධ 
 
 
 
 
 
 
 
 
10)㡢ᴦ⾲⌧Ϩおࡿࡅ㡢ᴦᇶ♏ຊྥୖのヨ
 ࡳ
 
 
 
 
 
 
 
 
11)ᇶ♏ࡿࡼ࣑ࢮ㡢ᴦ₇ዌのྲྀࡳ⤌ࡾ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 27 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 28
年 2᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 29 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 29
年 9᭶ 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 29 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 29
年 9᭶ 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 29 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 29
年 9᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 29 年 6
᭶㹼ᖹᡂ 29
年 9᭶ 
 
 
 
 
 
 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部࡛のࠕ子ࡶ学ࢮ
྿ዌᴦჾࠊ⍆ࡿす学⏕の特ᢏ࣑ࢮࠋ㊶目࡛のᐇ⛉࣑ࠖ
࣮ࣞ࣎ࣛࢥの（࣒࢘ࢽ࢛ࣇ࣮ࣘࠊルン࣍ࠊスࢡࢵࢧ）
ࢹ）㹂㹋࡚࠸⏝ࢆ※㡢ඹ₇ዌࠊస᭤ࠋ࠺⾜ࢆンࣙࢩ
スࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗࣉࢵࢺࢡ）のᇶ本᧯సࢆ学ࡧ㡢ᴦࢆసࡗ
⾲の㡢ᴦ࡚࠸おᗂඣ教育⌧ሙࠋࡓᣦᑟしࢆ᪉ἲࡃ࠸࡚
⌧の一ࡘし࡚ᣦᑟしࡑࠊのス࢟ルࣉࢵ学⏕ࡣ⯆
学⩦のᡂᯝ࡚の広ሙ࠸ࡘࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ学ಟࡃ῝
し࡚㡢ᴦⓎ⾲ࠊ࠸⾜ࢆዲホࢆᚓࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 
 
 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部教育学⛉ࠕჾᴦ₇⩦Ϩࠖお
ࡅࡘ学⏕の学ಟし㌟ࡓ᪂ࡳ⤌ࡾのྲྀ授業ࡿࡅ
し࡚࠺ࡼࡿࡁし࡚一ぴ࡛⾲ࢻ࣮ࣞࢢࢆ᭤㞟ࡁࡿ
ィ⏬ⓗࠊ㐩ᡂ度の☜ㄆࡣ⏕学ࠊ࡛ࡇのࡑࠋࡓࢀධࡾྲྀ
な⦎⩦ࠊ฿㐩Ⅼ࡛ࡲの目ᶆタᐃ⬟ྍࡀなࠊࡾ学⏕の⦎
⩦ពḧྥୖ㈨すࡇࡿなࠋࡓࡗ 
 
 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部教育学⛉ࠕჾᴦ₇⩦Ϩࠖࢆᣦ
ᑟࠕࠋჾᴦ₇⩦Ϩ࡛ࠖࡲࢀࡇ学ಟ⠊ᅖࢀࡉなかࡓࡗ
ᑠ学ᰯ㡢ᴦのၐḷࢆᑟධしࠋࡓ原㆕の࣋ࣞࡣ࡛ࡲࡲル
㊊࡛ᙎࡣࡇࡃᅔ㞴なࣞࠊࡵࡓࡿンࡑ࡚ࡗ⾜ࢆࢪの
ᑠ学ᰯࠊᕤ夫し࠺ࡼࡿなㄢ㢟࠸しࢃࡉࡩル࣋ࣞ 1年
か6ࡽ年࡛ࡲのᩥ⛉┬ᣦᐃのၐḷࢆ学ಟ࡛࠺ࡼࡿࡁ‽ഛ
 ࠋࡿ࠸し࡚ࢆᣦᑟࠊ࠸⾜ࢆ
 
 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部教育学⛉ࠕჾᴦ₇⩦Ϩࠖのᣦ
ᑟおࠊ࡚࠸大学⏕のึࣀࣆᚰ⪅し࡚のスࢺ࣮ࢱ
し࡚㐺ྜしࡓ⦎⩦᪉ἲࠕࢆᣦの㐠ືのスࢵࣞࢺチࠖ
し࡚㆕㠃࡛♧しࠊスࢬ࣮࣒⦎⩦ᡂᯝのຠᯝࡇࡴ⏕ࢆ
ࡁᡂ㛗しᣦのᰂ㌾なືࡀ⫗➽ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡀなࡘ
㐺な⦎⩦᪉ἲ᭱ࡿࡼࢺ࣮ࢱのスࡽᅔ㞴なẁ㝵かࡀ
し࡚♧し学⏕⮬㌟࡛ືࢆࡁほᐹしࠊᐈほᛶ࡚ࡗࡶࢆ⦎⩦
し࡚ࢆࡇࡃ࠸ồࠋࡿ࠸࡚ࡵ 
 
 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部教育学⛉㡢ᴦᑓಟ学⏕の
Ϩ࣑ࢮ♏ᇶࠕ ᫍࠖࡽࡁࡽࡁࠕస᭤ࢺルࢶ࣮࡚ࣔ࠸おࠖ
の₇ዌᫎീไసࢆィ⏬しࡽࡁࡽࡁࠊᫍࣀࣆࢆ㐃ᙎࠊ
ࠊకዌྜࣀࣆス㔜ዌࢡࢵࢧ ၐし࡚ࣞࢀࡒࢀࡑ
ンࢪし࡚ࡑの㘓㡢࡚ࡗ⾜ࢆᡂ度ࢆ高ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵ学⏕
⮬㌟࡛⧞ࡾ㏉し₇ዌ㘓㡢ࢆチࢡࢵ࢙す࡛ࡇࡿຠᯝⓗ
なス࢟ルのྥୖのពḧࡑのᡂᯝࢆぢࡁ࡛ࡀࡇࡿ
 ࠋࡓ
 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ 

 
1)㡢ᴦ⌮ㄽࢃࡃࡼࠕかࡿ㡢ᴦの⤌ࠖࡳ 
 
 
 
 
 ࢺス࢟のᑟධ⏝テࡵࡓᚰ⪅のึࣀࣆ(2
 （和㡢కዌࡿࡼ❺ㅴ㞟） 
 
 
 
 
3)㡢ᴦ࣮࣡ࢺ࣮ࢩࢡ 
 
 
 
 
 
4)㡢ᴦのᇶ♏テ࢟スࢺϨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ᖹᡂ 22 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 25
年 3᭶ 
 
 
ᖹᡂ 22 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 25
年 3᭶ 
 
 
 
ᖹᡂ 22 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 28
年 3᭶ 
 
 
 
ᖹᡂ 22 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 28
年 3᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉の㡢ᴦ教育⯡
（㡢ᴦのᇶ♏Ϩࠊϩࠊჾᴦྜዌྜࠊ ၐ➼）お࡚࠸⏝ࠋ
ᴦ㆕テ࢟スࢺඹ⏝し࡚ᇶ本ⓗな㡢ᴦ⌮ㄽの⌮
ゎࡸᴦ㆕の⌮ゎຠᯝⓗά⏝すࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 
 
ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉の㡢ᴦ教育⯡
（㡢ᴦのᇶ♏Ϩࠊϩࠊჾᴦྜዌྜࠊ ၐ➼）お࡚࠸⏝ࠋ
㡢ᴦ⌮ㄽテ࢟スࢺඹ⏝し࡚ᇶ本ⓗなࣀࣆዌἲ
ຠᯝⓗㅴの学ಟ❺ࡿࡼ⡆᫆なకዌ㆕ࡸの⌮ゎ
ά⏝すࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 
 
ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉の㡢ᴦのᇶ♏Ϩࠊ
ϩお࡚࠸⏝⩦⦏ࣀࣆࠋの目ᶆࡸ学ಟの࣏ン
学ࠋࡓしのࡶࡿのཧ⪃な⩦⦏明記し࡚ᣦᑟᚋࢆࢺ
⏕⮬㌟ࡶ⮬㌟࡛⦎⩦ෆᐜࢆࡾ㏉ࡾ記ධし࡚ࡇࡃ࠸
 ࠋࡓࡗなࡅかࡗࡁࡃ࠸し࡚ࢆ⩦⦏࡚࠼⪄ࠊ࡛
 
ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉の㡢ᴦのᇶ♏Ϩࠊ
ϩお࡚࠸⏝ࠋᚑ᮶࡛ࡲの㡢ᴦ࣮࣡ࢆࢺ࣮ࢩࢡᨵⰋし
⨨ࢆࡁ㔜⩦⦏の和㡢ࡵࡓࡃᙎࢆㅴ❺ࠊࡾの࡛あࡶࡓ
ࠊ࣓ࡁ ロ࣮ࢹの和ኌࢆࡅ和㡢ࡸ和㡢記ྕし࡚
ࣞンࢪしࠊ⌧ሙᑐᛂ࡛ࡿࡁ᭤㞟ࢆ⦅ᡂし࡚テ࢟スࢺ
しࠋࡓ 
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5)㡢ᴦのᇶ♏テ࢟スࢺϩ 
 
 
 
 
 
 
ዉⰋ学ᅬ大学 ࢡࢵࣈࢡ࣮࣡・ࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗ(6
ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部Ⓨ⾜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ዉⰋ学ᅬ大学 ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡・ࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗ(7
ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部Ⓨ⾜  
 
 
 
 
 
 
 ၐḷࠊㅴ❺ࡿࡼ⾲ࢻ࣮ࣞࢢ(8
 
 
 
 
 
 
 ♏のᇶࢡࢵࢽࢡテࣀࣆ(9
 
 
 
 
 
 ㊶のᐇࡳࡃ㹼㡢ᴦのしࣗࢪ࣮࢙ࣇルࢯ(10
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 22 年 4
᭶㹼 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 26 年 3
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 26 年 3
᭶ 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 28 年 4
᭶㹼 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 29 年 4
᭶㹼 
 
 
 
 
ᖹᡂ 29 年 4
᭶㹼 
 
 
 
 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉の㡢ᴦのᇶ♏Ϩࠊ
ϩお࡚࠸⏝ࠋ㡢ᴦのᇶ♏テ࢟スࢺϨの⥆⦅し࡚ࡼ
⾜ࡸᅄ季ࠊࡓࡲࠋᡂ⦆ࢆ᭤㞟ෆᐜࡓしࣉࢵル࣋ࣞࡾ
➼の㡯目ẖศࡓࡅ᭤㞟し࡚学ಟ࣮ࣜࢺ࣮ࣃࣞࡸ
⋓ᚓの౽ᛶࢆᅗࠋࡓࡗ 
 
 
㡢ᴦึᚰ⪅࡚ࡗ㡢ᴦのᇶ本なࡿᚲせな知㆑ᇶ
♏ⓗテࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆࢡࢵࢽࢡ᪩ࡃ㌟ࡇࡃ࠸࡚ࡅࡘ
ࡡ㔜ࢆし᳨࡚ウ教ᮦ࠺かなの目ⓗࡑࠊࡾᚲせ࡛あࡀ
ᙧしࡶࡓの࡛あ₇ࣀࣆࠋࡿዌຊྥୖᑟࠊࡵࡓࡃ㆕
㠃のᇶ♏なࡿ㡢➢の⌮ゎࡸᣦの㐠ື⦎⩦ࢆᕤ夫しࡓ
ㄢ㢟ゎㄝࡸᅗ㠃࡛♧し࡚ᥦ♧し࡚ࢆࢀࡇࠋࡿ࠸学⩦す
のຠᯝⓗな教ᮦᇶ♏₇ዌの⌮ゎ㡢ᴦࠊ࡛ࡇࡿ
なࠋࡿ࠸࡚ࡗ 
 
 
ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部のࠕ㡢ᴦのᇶ♏ࠖ
⪅㡢ᴦึᚰࠋ⏝࡚࠸お㡢ᴦのᇶ♏ϩࠖ⛉目の授業ࠕ
⩦のㄢ㢟学࡛ࢡの࣮࣡ࡇࠊẁ㝵࡛ࡿࡅࡘ㌟ࢆの₇ዌ
ၥ㢟ࠋࡿ࠸し࡚教ᮦࡃ࠸࡚ࡅࡘ㌟ࢆ知㆑ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ
⬟ྍࡀࡇࡿࡅࡘ㌟ࡾࡼ⩦⮬ᙧᘧ࡛ࡃ࠸࡚࠼⟆ࢆ
なࡶの࡛あࠋࡿ 
 
 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部教育学⛉ࠕჾᴦ₇⩦Ϩ 㡢ࠕࠖ
ᴦ⾲⌧ࠖおࠊ࡚࠸学⏕のࣞ࣋ルࢃࡉࡩし࠸⦅᭤ࢆ⾜
ࢀࡉ♧⾲ࢻ࣮ࣞࢢࡣ⏕学ࠋࡿ࠸し࡚⏝し࡚教ᮦ࠸
ル࣋ࣞࡅࡘし࡚㌟ㄢ㢟ࣀࣆࢆၐḷࡸの❺ㅴࡑࡓ
のྥୖࡊࡵࢆし࡚ࠋࡿ࠸ 
 
 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部教育学⛉ࠕჾᴦ₇⩦Ϩ 㡢ࠕࠖ
ᴦ⾲⌧ࠖおࣀࣆࠊ࡚࠸テࢡࢵࢽࢡのᇶ♏なࡿᣦの
㐠ືのࡵࡓのスࢵࣞࢺチし࡚ࣀࣆࠊ⦎⩦の᭱ึ⾜
సᡂしά⏝し࡚ࢆࢺス࢟のテࡵࡓࡿࡵ高ࢆᣦのឤ度࠺
 ࠋࡿ࠸
 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部教育学⛉㡢ᴦᑓಟࢯࠕル࢙ࣇ
ࡳ⤌㡢ᴦのࠊの࡛ࡶࡿなࢺス࢟のテϨࠖࣗࢪ࣮
学⏕の⌮ゎ度ࠊし࡚సᡂしㄢ㢟ၥ㢟㞟ࡸゎㄝ࡚࠸ࡘ
㡢のᐇ㊶ᑐし࡚ࡃ῝ࡾࡼ㌟ࢀࡒࢀࡑࡁ࠸࡚ࡅࡘ
のࣞ࣋ルྥୖ㈨すࡶࡿのなࠋࡿ࠸࡚ࡗ 
 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯ 
 
1)ᖹᡂ 23年度かࡽᖹᡂ 27年度࡛ࡲの授業
ン࡚࠸ࡘࢺ࣮ࢣ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
ᖹᡂ 23 年 4
᭶ 㹼  ᖹᡂ
27年 3᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学おࠊ࡚࠸授業ンྛࡀࢺ࣮ࢣ授
業お࡚࠸ᐇ14ࠊࢀࡉ㡯目のンࢺ࣮ࢣෆᐜࡾࡼ㡯
目ẖのᖹ均್ࠊ୪ࡧ⥲ྜᖹ均್ྛࡀ授業ᢸᙜ⪅ࡉ♧
ྜ⥲ࠊ㡯目ྛࡓしྜ⥲ࢆ学⛉の授業ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ᖹ均್ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡶ 
ᖹᡂ 27 年度のᢸᙜすࡿ⛉目（㡢ᴦのᇶ♏Ϩࠊϩ）の授
業ホ౯ࡣ学⛉యᖹ均್ ࡾᅇୖࢆ3.47 ࠸࡚ࡗな3.86
 ࠋ（4ẁ㝵ホ౯）ࡿ
ࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡛ࡲࢀࡇࠊࡓࡲ 5年間ンࡿࡼࢺ࣮ࢣᖹ均
授ࡿᢸᙜすࠋࡿ࠸࡚ࡗなࡇࡿᅇୖࢆయᖹ均್ࡶ್
業のᣦᑟࡣಶูᑐᛂࡀなࠊࡾಶ人ಶ人のၥ㢟⇕
ᚰ್ᩘࡀࡇࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀなࡶࡿ࠸࡚ࡗのᛮ
 ࠋࡿࢀࢃ
 

2)ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᅗ書㤋
㛗（ዉⰋ学ᅬ大学ᅗ書㤋Ⓩ美ࣨୣศ㤋㛗වົ）
 ᑵ任ࡿࡼの学㛗ホ౯
 
 

 

 

ᖹᡂ 26 年 4
᭶㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 
 
 
 
 
 

 
授業ᣦᑟのྲྀࠊࡳ⤌ࡾ学⏕の㡢ᴦⓗス࢟ルྥୖࡸ学⏕
ࡓࡲࠊのホ౯ࡽかࢺ࣮ࢣン ALO,⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ጤဨ㛗ࠊ
つ⛬ጤဨ㛗➼࡛の教育ୖのᨵ善࡛ࡲࢀࡇࡿࡼのάື
ࡇࡿᑵ任すࢀࡉ᥎ᅗ書㤋㛗ࡾࡼ学㛗のホ౯ࠊࡀ
なࠋࡓࡗ 
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3)ALOࠊ⮬ᕫⅬ᳨・ホ౯ጤဨ㛗し࡚の本学⮬
ᕫⅬ᳨・ホ౯άື 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᡂ 22 年 9 ᭶
㹼 
ᖹᡂ 28 年 3
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部おࡿࡅALOし
࡚大学の教育άືの㠃࡛Ⅼ᳨ᨵ善のᥦゝࡗ⾜ࢆ
ࠊ࡚࠸ࡘ᪉ࡾ教育άື࡛の学⩦ᡂᯝのあࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡚
学እ・学ෆ࡛の研ಟ࠸⾜ࢆ教職職ဨ間࡛の⌮ゎᚲせᛶ
しᕫⅬ᳨・ホ౯ጤဨ㛗⮬ࡣのάືࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵ高ࢆ
࡚のάືే⾜し࡚ᖹᡂ 22 年度の本学ㄆドホ౯ࡶ㐺᱁
ࡁᑵの任ࡑࡲࡲのࡑࡶのᚋࡑࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿᚓす⋓ࢆ
⮬ᕫⅬ᳨ࡿࡼᨵ善ィ⏬ࡀᶵ⬟し࡚ࠊࡳ⤌ࡾྲྀ࠺ࡼࡃ࠸
学⩦ᡂᯝのエࢹࣅンスࢆ目ⓗしࡓ学ⓗなྲྀࡳ⤌ࡾ
ᮇ大▷ࠋࡓດຊしࡇࡿලయすࢆࢀࡑࠊࡏࡉ⌧ᐇࢆ
学ᇶ‽༠ࡿࡼ➨୕⪅ㄆドホ౯のホ౯ဨし࡚ࠊᖹᡂ
24年ࡣᐑᓮ学ᅬ▷ᮇ大学ࠊᖹᡂ 27年ࡣ㡴栄▷ᮇ大
学のホ౯ࢆᢸᙜし࡚ࠋࡿ࠸ᖹᡂ 28 年ࡣ▷ᮇ大学ㄆド
ホ౯のࠊࡵࡓ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯のάືດࠊࡵ学⩦ᡂᯝの
᳨ドし࡚ PROG のᑟධࢆすࡿなࡾࡼࠊᐈほᛶのあࡿ
エࢹࣅンスࡊࡵࢆしࡓ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯⾲ࢆసᡂすࡇࡿ
ᖹᡂࡣዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ࠊࡾࡼ 28 年度ㄆドホ౯
の㐺᱁ࢆ⋓ᚓすࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 
 

 ス࣮ࣗࢹロࣉのࢪオン・ステ࣮・࣮ࢹࢱࢧ(4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ᖹᡂ 22 年 4
᭶㹼 
ᖹᡂ 28年 3

᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学のᆅᇦ㈉⊩し࡚の㡢ᴦの

₇ዌࢆẖ年⏬し࡚年㸷㹼㸯㸮ᅇ⛬度の࣋ンࢺ

ࡅおᐇࡸ⏬の࡛ࡲ⤊ࡽᙜึかࠋࡓࡁ㛤ദし࡚ࢆ

 ࠋࡓࡁし࡚άືし࡚ࣇࢵࢱスࡿ

ᖹᡂ 28年度⤊ࡣ㸶㸱ᅇ目なࡿ㛤ദなࠋࡓࡗ

ࢡၐのྜࡸி㒔ᗓୗの高ᰯの྿ዌᴦࠊዉⰋ┴ୗ࡛ࡲࢀࡑ

ࡿࡓࢃのከᒱࡑࠊ⪅本学ฟ㌟ࠊロの㡢ᴦᐙࣉࠊࣈࣛ

ฟ₇⪅のステ࣮ࢆࢪ㛤ദすࠊ࡛ࡇࡿዉⰋ┴ୗの高ᰯ⏕

 ࠋࡓࡗなࡶࡇࡿ㈉⊩すࡶの知ྡ度ྥୖᆅᇦࡸ

 

 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記
㡯 

 （₇ዌάືࣀࣆ）
  

1) ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学බ㛤講ᗙ 
 
 
 
 
2)チャࣜテࢥ࣮ンࢺ࣮ࢧ 
 
 
 
 
 
3)青山雅哉ࢱࢧࣜ・ࣀࣆル 
 
 
 
 
 ࢺ࣮ࢧンࢥロンࢧࣀࣆ(4
 
 
 
5)NHKࣛࢪオฟ₇ 
 
 
 
 
6)大東࣮ࢧテ࣮࣮࣍ルࢥンࢺ࣮ࢧ 
 
 
 
 ࢺ࣮ࢧンࢥࣀࣆ・テࢺ(7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 22年 4
᭶ 
ዉⰋᩥዪ
子▷ᮇ大学 
 
ᖹᡂ 22年 5
᭶ 
大㜰岸和田
ᕷᾉษ࣮࣍
ル       
 
ᖹᡂ 22年 11
᭶ 
大㜰ࣁࢩ
  ル࣮࣍ࣛ
 
ᖹᡂ 22年 12
᭶ 
㛤ᡂ㤋 
 
ᖹᡂ 22年 12
᭶ 
NHK大㜰ᨺ㏦
ᒁ 
 
ᖹᡂ 22年 12
᭶ 
大東࣮ࢧテ
 ル࣮࣮࣍
 
ᖹᡂ 23年 1
᭶ 
大㜰八尾ᕷ
ᩥ㤋 
࣒࣍ࢬࣜࣉ
࣮ル 
 
 
 
 
 

ᵽࠊࡁあࡉࡲࡃࡶࢆ口➜₇ዌࠊᫎീࠊ㸸ክ࣮ࢩࢵࣗࣅࢻ
ୖᩔẶのࣀࣆకዌ࡛ඹ₇  
 
 
 
ࢱࢼࢯࣀࣆン㸸࢙ࣦ࣮ࢺ࣮࣋ 21␒ ࡛のࢯロ₇ዌࠊ 
 のඹ₇スẶ Ṋ田美子Ặࣛࢣࢵマ・ࢪ࣮ࣙࢪ
 
 
 
 
  ᗁ᭤ ࡛の⊂ዌࠊ᭤⯙┕ྠࢻࢵࣅࢲマン㸸࣮ࣗࢩ
 
 
 
 
マン㸸࣮ࣗࢩࠊのᗁ᭤ࡘ7ࠊ࣮ࢹࢯࣉス㸸࣒࣮ࣛࣛࣈ
  の⊂ዌ࡛ࠊ᭤⯙┕ྠࢻࢵࣅࢲ
 
 
㛵西࡛࣒ࢱࡗの₇ዌン࣮ࣗࣅࢱ 
 
 
 
 
ඹ ࡁあࡉࡲࡃࡶࠊン㸸ᗁ᭤  స本千㈡子ࣃࣙࢩ
₇  
 
 
ࢬ࣮ࢿロ࣏ࠊン㸸ᗁ᭤ࣃࣙࢩ 5␒࡛のࢯロ₇ዌࠊΏ㎶
ⰋᶞẶのඹ₇        
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8)ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学බ㛤講ᗙࠕぶ子のࡵࡓ
のࢥࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗンࠖࢺ࣮ࢧ 

 

ᖹᡂ 23年 2
᭶ 
ዉⰋᩥዪ
子▷ᮇ大学 
 

ルࢶ࣮ࣔࠊのᬒࡶ子ࠊマン㸸 ᗁᑠ᭤㞟࣮ࣗࢩ
 ࠊのඹ₇ᑠᕝ⣧子Ặ ࢱࢼࢯのࡵࡓ㐃ᙎのࣀࣆ:ࢺ
 
 

9)エン࣮ࢱテࢥ・࣮ࢼンࢺ࣮ࢧ 
 

ᖹᡂ 23年 11
᭶ 
Ᏺ口ᩥࢭ
ン࣮࣮࣍ࢱ
ル 
 

カ࣮ࣉスチン㸸ࣀࣆ᭤㞟ࠊඹ₇㸸ᑠ山㝧子ࠊ⛅田Ṋࠊ
  
 

 
10)ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学බ㛤講ᗙࠕぶ子のࡓ
 ࠖࢺ࣮ࢧンࢥࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗのࡵ

 
 
 
11)NHKࣛࢪオฟ₇ 
 
 
 
 
12)ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学බ㛤講ᗙࠕぶ子のࡓ
 ࠖࢺ࣮ࢧンࢥࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗのࡵ

 
 
 
 
13)ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学࣮ࢹࢱࢧオンステ࣮
 ࢪ

 
 
 
 
  ࢺ࣮ࢧンࢥ・ࣀࣆ(14
 
 
 
 
 ࢺ࣮ࢧンࢥࣀࣆ・テࢺ(15
 
 
 
 
 
 
16)ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学බ㛤講ᗙࠕぶ子のࡓ
 ࠖࢺ࣮ࢧンࢥࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗのࡵ

 
 
 
 
 㡢ᴦࠖࢡࢵࢩࣛࢡの࡚ࡵึࠕ(17
 
 
 
 
 
18)୕㔜┴ࠕ㞀ᐖ⪅ᨭチャࣜテ࣮㡢ᴦ⚍ࠖ 
 
 
 
 
 
 
19)⚟井┴ エスࣛ࣌ンࢥࢧンࢺ࣮ࢧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ᖹᡂ 24年 2
᭶ 
ዉⰋᩥዪ
子▷ᮇ大学 
 
ᖹᡂ 24年 8
᭶ 
NHK大㜰ᨺ㏦
ᒁ 
 
ᖹᡂ 24年 9
᭶ 
ዉⰋᩥዪ
子▷ᮇ大学 
 
 
ᖹᡂ 24年 10
᭶ 
ዉⰋᩥዪ
子▷ᮇ大学 
 
 
ᖹᡂ 24年 12
᭶ 
ዉⰋᕷ⛅⠛
㡢ᴦᇽ   
 
ᖹᡂ 25年 9
᭶ 
大㜰八尾ᕷ
ᩥ㤋 
࣒࣍ࢬࣜࣉ
࣮ル 
 
ᖹᡂ 25年 10
᭶ 
ዉⰋᩥዪ
子▷ᮇ大学 
 
 
ᖹᡂ 25年 11
᭶ 
ዉⰋᕷ⛅⠛
㡢ᴦᇽ    
 
 
ᖹᡂ 26年 1
᭶ 
୕㔜┴⥲ྜ
ᩥࢭンࢱ
࣮ 中࣮࣍
ル    
 
ᖹᡂ 26年 5
᭶ 
美⏕ᾭ学
࣮ࢱンࢭ⩦
なࡧあす࣍
࣮ル  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ࢵࣗࣅࢻ ࣮ࣜࢻ㸸࣮࢛ࣞࣇ  㐃ᙎ࡛の₇ዌࣀࣆ
   のඹ₇ᑠᕝ⣧子Ặࠊ࡚⯚㸸ᑠ࣮ࢩ
 
 
 
㛵西࡛࣒ࢱࡗの₇ዌン࣮ࣗࣅࢱ 
 
 
 
 
ス㸸࣒࣮࣡ࣛࣈ ルࢶ㞟ࣁࠊン࣮ࣜ࢞⯙᭤㞟  ᑠᕝ⣧子ࠊ
ⱝᵳ࠼ࡓẶのඹ₇  
 
 
 
 
吉松 㝯㸸ࢹࣞࣉス⯙᭤ࣇࣛࠊマࣇࣀࢽ㸸ྎのࣆ
    のඹ₇野✄子Ặୖ ࢱࢼࢯのࡵࡓのࣀ
 
 
 
 
ࣀࣆ 㸸ᗁ᭤ࢺルࢶ࣮ࣔ ࠊࢿチࢼࢯル㸸࢙ࣦࣛ
Ⓨ⾲࡛のࢤスࢺฟ₇ ඹ₇         
 
 
 
吉松 㝯㸸ࢹࣞࣉス⯙᭤,࣮ࣗࢩマン㸸 ᗁᑠ᭤㞟ࠊ
࡛のࢯロ₇ዌ  ᪥ୗ⩏人ࠊ中῟子Ặのඹ₇  
                
 
 
 
 
ࠊ᭤⯙ࣈ㸸スࣛࢡ࣮ࢨル࣎ࢻࠊル㸸マ࣓࣮ルロ࢙ࣦ࣡ࣛ
ᑠᕝ⣧子ୖࠊ野✄子Ặのඹ₇    
 
 
 
 
㡢ᴦぶしึࢡࢵࢩࣛࢡࠊ࡛ࢇᚰ⪅のබ₇ࠋෆᙺ
₇ዌࣁࢵࣂࠋ㸸ࢶ࣮ࣔࠊࢺࢵ࣎࢞ルࢺ:ࢺルࢥ⾜㐍᭤ࠊ
  ➼ࡵࡓのࢮン㸸エ࣮࢙ࣦ࣮ࣜࢺ࣮࣋
 
 
 
カ࣮ࣉスチン㸸⦎⩦᭤ࠊ๓ዌ᭤ ࢤスࢺฟ₇࡛のࣀࣆ
₇ዌ 
  
 
 
 
 
エスࣛ࣌ンࢧ（ࣇル࣮࣮࣋ࠊࢺスのࢢル࣮ࣉ）のඹ₇ࠊ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人間－5



 
20)ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部බ㛤
講ᗙࠕぶ子のࡵࡓのࢥࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗンࠖࢺ࣮ࢧ 
 
 
 
 
 

 
ᖹᡂ 26年 10
᭶ 
ዉⰋ学ᅬ大
学ዉⰋᩥ
ዪ子▷ᮇ大
学部 
 
 
 
 

 
ࢡ・ルࣈンࢧンࠊ㐃ᙎࣀࣆ 㸸ᑠ⤌᭤࣮ࢩࢵࣗࣅࢻ
    のඹ₇ᑠᕝ⣧子Ặࠊ⏕学ࣈࣛ
 
 
 
 

21）青山㸤㞧㈡ࣗࢹオࢥンࢺ࣮ࢧ 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 27年 4
᭶ 
ዉⰋ学ᅬ大
学ዉⰋᩥ
ዪ子▷ᮇ大
学部 
 

吉松 㝯㸸ࢹࣞࣉス⯙᭤㞟ࣃࣙࢩࠊࡾࡼン㸸࣡ルࠊࢶ 
の₇ዌࠊ㞧㈡美ెẶのࣜࢱḷ᭤ࢪ࣮࣑ࣗࠊカル࣓
 のඹ₇࡛࣮ࣞࢻ
 
 

22)東᪥本大㟈⅏⯆ᨭチャࣜテࢥン࣮ࢧ
ࢺ in西᪥本 
 
 
 

ᖹᡂ 27年 5
᭶ 
大㜰༡  ATC
ᾏ㎶の野እ
ステ࣮ࢪ  
 

ࡽ㛵西かࢆࡇࡃ⾜࡚ࡅ⥆ࢆᨭࡎࡏࡉ㢼ࢆ㟈⅏ࠕ
Ⓨಙすࡿ し࡚㡢ᴦ₇ዌンテࣛ࣎テ࣮マࢆࡇࠖ
 ཧ加ࢺン࣋
  
 

23)ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部බ㛤
講ᗙࠕぶ子のࡵࡓのࢥࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗンࠖࢺ࣮ࢧ 
 
 
 
 

ᖹᡂ 27年 10
᭶ 
ዉⰋ学ᅬ大
学ዉⰋᩥ
ዪ子▷ᮇ大
学部 
 

ࣆのᑠᕝ⣧子Ặ ࡽ᭤か⯙࣮ࣜ࢞ンࣁス㸸࣒࣮ࣛࣈ
 ࠊඹ₇ࡿࡼ㐃ᙎࣀ
 
 
 
 
 

  ࢺ࣮ࢧンࢥ・ࣀࣆ(24
 
 
 
 

ᖹᡂ 27年 12
᭶ 
大㜰Ᏺ口ᕷ
ᩥࢭンࢱ
࣮ 
 

カࣇࣞࣂス࣮࢟㸸ࢼࢯチࢶ࣮ࣔ ࠊࢿルࢺ㸸ᗁ᭤ 子
 㞟ࢶス㸸࣡ル࣒࣮ࣛࣈࠊのᬒࡶ
 
 
 
 

25)エン࣮ࢱテࢥ・࣮ࢼンࢺ࣮ࢧ  
 
 
 
 

ᖹᡂ 27年 12
᭶ 
大㜰Ᏺ口ᕷ
ᩥࢭンࢱ
࣮ 
 

ࢬࣜ・ࢺࢵࢤ・ࠊࡾࡼス࣮࣋ࢠ࣏ン㸸ࣗࢩ࣮࢞
  のඹ₇間太久ᐇẶロࢯࣀࣆの࡛࣒
 
 
 

26)ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部බ㛤
講ᗙࠕぶ子のࡵࡓのࢥࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗンࠖࢺ࣮ࢧ 
 
 
 
 

ᖹᡂ 28年 11
᭶ 
ዉⰋ学ᅬ大
学ዉⰋᩥ
ዪ子▷ᮇ大
学部 
 
 

ࣈンࢧンࠊ㐃ᙎࣀࣆ ル㸸マ・࣓࣮ル・ロ࢙ࣦ࣡ࣛ
ル学⏕ࠊᑠᕝ⣧子Ặのඹ₇    
 
 
 
 

27) ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ྠ❆ 50年記ᛕࢥ
ンࢺ࣮ࢧ 

 
 
 
 

ᖹᡂ 28年 11
᭶ 
ዉⰋ࣍テル 

 ࠊ㞟ࢶス㸸࣡ル࣒࣮ࣛࣈࠊ㞟ࢶン㸸࣡ルࣃࣙࢩ
吉松 㝯㸸ࢹࣞࣉス⯙᭤㞟 
 
 
 
 

28)᭦⣪ࢥンࢺ࣮ࢧ 
 
 
 
 

ᖹᡂ 28年 12
᭶ 
ࣜࢶマ࣒ࣛ
࣍ルࢱࢧ
࣮ル 
 

 ฟ₇ࢺスࢤのࢺ࣮ࢧンࢥ・ࣀࣆࡿࡼ8ྡ
ࡼス⯙᭤ࢹࣞࣉ吉松 㝯㸸ࠊ㸸ኚዌ᭤ࢻ࣮ࢼ࣑ャࢩ
 ࡾ
 
 
 

29）ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部බ㛤
講ᗙࠕぶ子のࡵࡓのࢥࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗンࠖࢺ࣮ࢧ 
 
 
 
 

ᖹᡂ 29年 10
᭶ 
ዉⰋ学ᅬ大
学ዉⰋᩥ
ዪ子▷ᮇ大
学部 
 
 

ぶ子のࡵࡓの講ᗙ࡛ᵝࠎなᴦჾの⤂介ࠊ㡢のᛮ㆟ࡘ
 のඹ₇ᑠᕝ⣧子Ặのヰ࡚࠸
 
 
 
 

人間－6



 
(教育ᐇ㊶➼) 
 
 ⩦人ᮦ子育࡚ᨭ講࣮ࣂルࢩ(1
 
 
 
 
 
2)㡢ᴦ講師のࡵࡓのබ㛤࣮ࢼ࣑ࢭ 
 
 
 
 
 ⩦子育࡚ᨭ講࣮ࢱンࢭ人ᮦ࣮ࣂルࢩ(3
 
 
 
 
 ⩦子育࡚ᨭ講࣮ࢱンࢭ人ᮦ࣮ࣂルࢩ(4
 
 
 

 
ᖹᡂ 22年 10
᭶ 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 23年 3
᭶ 
 
 
 
 
ᖹᡂ 23年 12
᭶ 
 
 
 
 
ᖹᡂ 24年 2
᭶ 
 
 
 
 

 
ዉⰋ┴ࢩル࣮ࣂ人ᮦࢭンࢱ ⩦子育࡚ᨭ講ࠕ࣮ ࠊࡾࡼࠖ
ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学࡛❺ㅴのୡ⏺ࢆテ࣮マୡ⏺の
❺ㅴࡸ᪥本の❺ㅴのṔ史なࡶ࠸ྂࡓࡲࠊのかࡽ᪂し࠸
❺ㅴの⤂介ࡸḷ࠸᪉なࢆᖹ松㝧子Ặඹ₇し講₇ࢆ
 ࠋࡓࡗ⾜
 
ࣖマࣁᕞ㡢ᴦ教ᐊࣀࣆ講師の㡢ᴦࣞࢵスンࡸ
講₇ࠋ子ࡶのࣀࣆᣦᑟの᪉ἲ࣮࡚࢘࠸ࡘン࡛
の≧ἣࢆ中ᚰヰࠋ࠺⾜ࢆ 
 
 
 
ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学࡛❺ㅴ・ၐḷのୡ⏺ࢆテ࣮マ
年ᘬࡓ࠸⥆ࡁテ࣮マ࡛᪥本の❺ㅴࠊၐḷ࡛の㐪࠸
し₇ዌし࡚講₇し♧ࡶ࠸の㐪ㄪᛶࡸ࣒ࢬࣜࠊഴྥࡸ
 ࠋࡓ
 
ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学࡛ぶ子のࡵࡓの㡢ᴦࢆテ࣮マ
ᴦჾࠋㄝ明࡚࠸ࡘⓎ㐩ࡸឤᛶࡸの㡢ᴦのᙳ㡪子౪
のⓎ㐩ࡶ㡢ᴦのኚㇺࡶ࡚࠸ࡘヰすࠋ 
 
 
 
 
 

5）ᗂ⛶ᅬ（ዉⰋᩥᗂ⛶ᅬ）࡛の㡢ᴦάື 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 24年 4
᭶ 
 
 
 
 
 

ᗂඣの㡢のᛮ㆟ࡸ㡢⎔ቃࢆయ㦂ࡵࡓࡿࡏࡉの‽ഛ
άືࡿほᐹし研究すࢆឤᛶのⓎ㐩ࡽのᛂかࡑࠊし࡚ࢆ
ࢆ 1年Ώࡾィ⏬しᐇ⾜しࠋࡓ年ᑡ 20人の ࢆスࣛࢡ2
➨ 1ᅇ目し࡚ࡇࠕの㡢ࡣఱかなࠖࢆテ࣮マᵝࠎな㡢
 ࠋࡓほᐹしࢆのᛂࡑ࡚ࡏか⫈ࢆ
 

6）ᗂ⛶ᅬ（ዉⰋᩥᗂ⛶ᅬ）࡛の㡢ᴦάື 
 
 
 

ᖹᡂ 24年 5
᭶ 
 
 
 

年ᑡ 20人 ➨ࢆスࣛࢡ2 2ᅇ目し࡚ࢇࠕな㡢ࡀすࡿ
かな のࡽഛし࡚ᙧ≧か‽ࢆなᡴᴦჾࠎしᵝテ࣮マࠖࢆ
㡢ࢆീし࡚ࡃ࠸ᐇ㦂ࢆヨࡑࡳのᛂࢆほᐹしࠋࡓ 
 

7）ᗂ⛶ᅬ（ዉⰋᩥᗂ⛶ᅬ）࡛の㡢ᴦάື 
 
 
 
 

ᖹᡂ 24年 5
᭶ 
 
 
 
 

年ᑡࣛࢡス 20人 ➨㇟ᑐࢆスࣛࢡ2 3ᅇ目し࡚ࠕᘻ
ᴦჾࢇࡣなᴦჾかなࠖࢆテ࣮マし࡚ࣂࠊオࣜンࠊ
のࡑ࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡿฟࡀഛし࡚㡢‽ࢆスࣂࣛࢺンࢥ
㡢のฟ࡚ࡿࡃᛮ㆟ࢆࡉឤࡑࡌのᛂࢆほᐹしࠋࡓ 
 

8）ᗂ⛶ᅬ（ዉⰋᩥᗂ⛶ᅬ）࡛の㡢ᴦάື 
 
 
 
 

ᖹᡂ 24年 6
᭶ 
 
 
 
 
 

年ᑡࣛࢡス 20人 ➨㇟ᑐࢆスࣛࢡ2 4ᅇ目し࡚ࠕ
ロンࢺࠊࢺࢵ࣌ンࣛࢺテ࣮マࢆのかなࠖࡿすࡀな㡢ࢇ
ഛし࡚口‽ࢆ木⟶ᴦჾࠊ⟶の金➼ࢺࢵࢿࣜࣛࢡࠊン࣮࣎
かࡽ྿࡛ࡇࡃ㡢のฟࡿ⤌ࠊࡸࡳ㡢Ⰽࠊ㡢㔞の㐪ࢆ࠸
య㦂しࡑのᛂࢆほᐹしࠋࡓ 
 
 
 

9）ᗂ⛶ᅬ（ዉⰋᩥᗂ⛶ᅬ）࡛の㡢ᴦάື 
 
 
 
 

ᖹᡂ 24年 6
᭶ 
 
 
 

年ᑡࣛࢡス 20人 ➨㇟ᑐࢆスࣛࢡ2 5ᅇ目し࡚ࣆࠕ
なᴦჾかなࢇࡣࣀ ࣁศゎし࡚ࢆࣀࣆテ࣮マࠖࢆ
ンマ࣮ࡀᘻ࡛ࡇࡃ྇ࢆ㡢の㬆ࡿ⤌ࢆࡳㄝ明しࡑの
ᛂࢆほᐹしࠋࡓ 
 

10）ᗂ⛶ᅬ（ዉⰋᩥᗂ⛶ᅬ）࡛の㡢ᴦάື 
 
 
 
 

ᖹᡂ 24年 10
᭶ 
 
 
 

年中 25人 ➨㇟ᑐࢆスࣛࢡ2 6ᅇ目し࡚࡛ࣀࣆࠕ
࠺ࡼࡳ࡚࠸⫈ ࢆ᭤ࡿのあࡳࡌな࡛ࣀࣆテ࣮マࠖࢆ
ࣞン₇ࢪዌなࢆし࡚⫈ࡇࡃ㞟中ࡑࠊのᚋ一⥴ḷ
 ࠋࡓほᐹしࢆのᛂ⯆࡚ࡗ
 

11）ᗂ⛶ᅬ（ዉⰋᩥᗂ⛶ᅬ）࡛の㡢ᴦάື 
 
 

ᖹᡂ 24年 11
᭶ 
 
 

年中 25人 ➨㇟ᑐࢆスࣛࢡ2 7ᅇ目し࡚࡛ࣀࣆࠕ
࠺ࡼࡳし࡚ࢆࡧ㐟࣒ࢬࣜ ㅴ❺ࡿのあࡳࡌなテ࣮マࠖࢆ
かࢆ࣒ࢬࣜࡽᣠ࠸ฟし₇ࣀࣆዌ࡛ㄏᑟし࡚㏿ࡉのࡕ
 ࠋࡓほᐹしࢆのᵝ子ࡑࡏࡉయ㦂ࢆኚࡸ࠸ࡀ
 

12）ᗂ⛶ᅬ（ዉⰋᩥᗂ⛶ᅬ）࡛の㡢ᴦάື 
 
 

ᖹᡂ 24年 12
᭶ 
 
 

年中 25人 ➨㇟ᑐࢆスࣛࢡ2 8ᅇ目し࡚ࠕᡴᴦჾ࡛
࠺ࡼࡳし࡚ࡧ㐟࣒ࢬࣜ ࣜ࠸のな࣮ࢹロ࣓テ࣮マࠖࢆ
ࢬࢡしࡔࡾࢆ࣒ࢬのࣜࡽの❺ㅴか࡛ࡅࡔᴦჾ࣒ࢬ
ᙧᘧ࡛⟅ࢆ࠼ồ࣒ࢬࣜࡵの㞟中し࡚⫈ࡃຊࢆほᐹし
 ࠋࡓ
 

13）ᗂ⛶ᅬ（ዉⰋᩥᗂ⛶ᅬ）࡛の㡢ᴦάື 
 
 

ᖹᡂ 25年 1
᭶ 
 
 

年中 25人 ➨㇟ᑐࢆスࣛࢡ2 9ᅇ目し࡚ࠕ和太㰘࡛
₇ዌし࡚࠺ࡼࡳ ࠸Ⓨ⾲࡛⦎⩦し࡚ࡀᗂඣテ࣮マࠖࢆ
 ࠋࡓほᐹしࢆᛂ࠸⾜ࢆのㄝ明࡚࠸ࡘࡉ㏿ࡸᵝ子ࡿ
 

人間－7



 
14）ᗂ⛶ᅬ（ዉⰋᩥᗂ⛶ᅬ）࡛の㡢ᴦάື 
 
 
 
 
 
15)㡢ᴦ講師のࡵࡓのබ㛤࣮ࢼ࣑ࢭ 
 

 

 

 
ᖹᡂ 25年 2
᭶ 
 
 
 
 
ᖹᡂ 25年 2
᭶ 
 
 

 
ᅬの㡢ᴦⓎ⾲࡛の中࡛ࠊᗂඣのಖㆤ⪅࡛ࡲࢀࡇのά
ືの⤂介ࡑのᛂࡸほᐹお࡛ࡲࢀࡑࡿࡅの研究の
ᡂᯝࢆⓎ⾲ࡽࡉࠋ㡢ࡸ㡢ᴦの㛵ᚰࡸᗂඣのឤᛶࡘ
 ࠋࡓ講₇しࢆࡉの大ษࡑ࡚࠸
 
 
ࣖマࣁዉⰋ㡢ᴦ教ᐊࣀࣆ講師の㡢ᴦࣞࢵスンࡸබ
ン࡛の࣮࡚࢘࠸ࡘᣦᑟの᪉ἲࣀࣆのࡶ子ࠋ₇
≧ἣࢆ中ᚰヰࠋ࠺⾜ࢆ 
 

 
16)㡢ᴦ講師のࡵࡓのබ㛤࣮ࢼ࣑ࢭ 
 
 
 
 
17)㡢のᛮ㆟ࠊ㡢かࡽ㡢ᴦ 
 

 

 

 

 
ᖹᡂ 26年 3
᭶ 
 
 
 
ᖹᡂ 27年 12
᭶ 
 
 

 
ዉⰋ YMCAࣀࣆ教師・ྜၐ教師のබ㛤ࣞࢵスン 
子ࡶのࣀࣆᣦᑟの᪉ἲࡸ子ࡶの㡢のឤᛶ
 ࠋ講₇࡚࠸ࡘ
 
 
大㜰Ᏺ口ᕷᩥࢭン࣮ࢱおࠊ࡚࠸㡢のᛶ㉁ࠊ㡢かࡽ㡢
ᴦᡂ❧し࡚ࡃ࠸⾜᪉ࡽࡉࠊ㡢ᴦの⾲⌧ࣆ࡚࠸ࡘ
 ࠋࡓ㏻し࡚講₇しࢆࣀ
 

㸳 ࡑの 
 
1) ᪥本口➜㡢ᴦࢥン࣮ࢡルᑂᰝጤဨ㛗 

 
 
 

 

 

 

 

2)中ᅜ口ာ༠（ᨻᗓබㄆ）᪥本口➜༠

のὶ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ᖹᡂ 17 年㹼
⌧ᅾࡿ⮳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 22 年 12
᭶ 
ᖹᡂ 23 年 4
᭶ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
᪥本お࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸ᖹᡂ 17 年ࡾࡼ⣙ 2 年ẖ㛤ദ
ࡇࢆし࡚㸶ᅇのᑂᰝのᑂᰝጤဨ㛗ࡑࡽᙜึかࠊࢀࡉ
のࡽୡ⏺中かࡎࡽࡲ␃᪥本ࠋࡿ࠸࡚ࡁᢸᙜし࡚࡛ࡲࢀ
ཧ加⪅ࡀあࡾ口➜㡢ᴦ⏺࡛のせなࢥン࣮ࢡルなࡗ
࡚ࢀࡲ⏕ࡶ⪅ࡿし࡚ά㌍すロࣉࡣࡽの優⪅かࡇ࡚
の㡢ᴦⓗ᪥本口➜㡢ᴦ༠ࡿദすࠊし࡚ࡑࠋࡿ࠸
ロዌࣉࡿ᪥本࡛ά㌍すࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡵົࡶ࣮ࢨࣂࢻ
⪅の᪉ࠎの㡢ᴦⓗ⾲⌧࡚࠸ࡘのࣂࢻスࡗ⾜ࡶ
 ࠋࡿ࠸࡚
 
᪥本お࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸㛤ദし࡚ࡓࡁ口➜ࢥン࣮ࢡル
の⥲ྜⓗな⾜⛬ࡸάື➼のෆᐜ࡚࠸ࡘ中ᅜの口➜₇
ዌのࡿࡓᅋయ࡛あࡿ中ᅜ口ာ༠かࡽの౫㢗ࡼ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ講ヰὶࡾ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ 

なし 
  

㸰 特チ➼ 

なし 
  

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記

㡯 

  なし 

 

 

 

 

 

 のࡑ

➨୕⪅ㄆドホ౯άື 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 25年 10

᭶ 

 

 

ᖹᡂ 27年 10

᭶ 
 

 

一⯡㈈ᅋἲ人▷ᮇ大学ᇶ‽༠ࡿࡼ➨୕⪅ㄆドホ౯

࡛のホ౯ဨし࡚ᐑᓮ学ᅬዪ子▷ᮇ大学のホ౯ࢆ⾜

 ࠋࡓࡗ

一⯡㈈ᅋἲ人▷ᮇ大学ᇶ‽༠ࡿࡼ➨୕⪅ㄆドホ౯

࡛のホ౯ဨし࡚㡴栄▷ᮇ大学のホ౯ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

人間－8



研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

ࢡ࣮࣡・ࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗ(1
Music Workbookࠕࢡࢵࣈ  ࠖ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 26年 3

᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ
ዪ子▷ᮇ大学部Ⓨ
⾜ 
（63㡫） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
㡢ᴦึᚰ⪅࡚ࡗ㡢ᴦのᇶ本なࡿ
ᚲせな知㆑ᇶ♏ⓗテࡁ࡛ࢆࢡࢵࢽࢡ
ᚲせࡀࡇࡃ࠸࡚ࡅࡘ㌟ࡃ᪩ࡅࡔࡿ
࡛あࡑࠊࡾの目ⓗかな࠺教ᮦし᳨࡚
ウࢆ㔜ࡡᙧしࡶࡓの࡛あ₇ࣀࣆࠋࡿ
ዌຊྥୖᑟࠊࡵࡓࡃ㆕㠃のᇶ♏なࡿ
㡢➢の⌮ゎࡸᣦの㐠ື⦎⩦ࢆᕤ夫しࡓ
ㄢ㢟ゎㄝࡸᅗ㠃࡛♧し࡚ᥦ♧し࡚࠸
⌮の㡢ᴦࠊ࡛ࡇࡿ学⩦すࢆࢀࡇࠋࡿ
ゎᇶ♏₇ዌのスࢬ࣮࣒なスࢺ࣮ࢱ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗな教ᮦࡿな
ⴭ⪅㸸青山雅哉ࠊᑠᕝ⣧子ୖࠊ野✄子 
ᢸᙜ部ศ㸸pp.1㹼16,pp.32㹼34,pp.45㹼
63 
㡢の高ࠊ࡚࠸ࡘࡉᅗ࡛⾲し⌮ゎしࡸす
ၥ㢟㞟ࡿなࢡの࣮࣡ࡑし࡚ࡑࠊゎㄝࡃ
⥲・⏬し࡚⪅㢌ⴭ➹ࡽࡉࠋᢸᙜࢆ
ᣓのすࢆ࡚ᢸᙜࠋ  
 

ࢡ࣮࣡・ࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗ (2
 Music Sheetࠖࠕࢡࢵࣈ
 
 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 26年 4

᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ
ዪ子▷ᮇ大学部Ⓨ
⾜ 
（47㡫） 

 

 

 

 

 

 

㡢ᴦึᚰ⪅࡚ࡗ㡢ᴦのᇶ本なࡿ

ᚲせな知㆑ᇶ♏ⓗテࡁ࡛ࢆࢡࢵࢽࢡ

ᚲせࡀࡇࡃ࠸࡚ࡅࡘ㌟ࡃ᪩ࡅࡔࡿ

࡛あࠊࡾ⮬ᕫ学⩦࡛の☜ㄆなࡿ㡢ᴦ⌮

ㄽの⦎⩦ၥ㢟㞟ࡑࠋし࡚ࠊ⮬ᕫ学⩦࡛

の⩦⦏ࣀࣆᑟࡵࡓࡃの⦎⩦᭤㞟

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗな
ⴭ⪅㸸青山雅哉ࠊᑠᕝ⣧子ୖࠊ野✄子 
ᢸᙜ部ศ㸸pp.1㹼16,ppࠊpp.32㹼47,pp 
 

（学⾡ㄽᩥ）     

 教則本の特ᚩϩࣀࣆ (1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 23 年 11
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紀せ➨ 42ྕ 
(ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大
学Ⓨห) 
（10㡫） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ࡾのྲྀࡵࡓ㡢ᴦ教育のึᚰ⪅のࣀࣆ
ࡑࠊࡀࡿあࡀな教則本ࠎᵝࠊし࡚ࡳ⤌
の中の࢙ࢶル࣮ࢽ⦎⩦᭤ࡣ㔜せなࡶの
し教則本ࡀの⦎⩦᭤ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗな
のࡿ࠸し࡚❧☜ࢆ⨨ࡓし࠺ࡑఱᨾࠊ࡚
かࢆస᭤ᐙ࢙ࢶル࣮ࢽの⏕ࠊࡕ❧࠸స
᭤・₇ዌάືかࡽᙼのస᭤ᢏἲࡑࠊの
௦の㡢ᴦ⎔ቃࢆおし࡚ㄪᰝࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ࡵ༨ࢆ⨨し࡚㔜せな教則本ࠊࡽࡉ
␒30࣮ࢽル࢙ࢶࠕࡿࡺࢃ࠸ࡿ ୖࡾྲྀࠖࢆ
し࡚᭤ࣀࣆの࣮ࢽル࢙ࢶస᭤ᐙࠊࡆ
ヲしࡃศᯒࡑࠊ࠸⾜ࢆのసရࡓࡵࡇព
ᅗࡸ⦎⩦のຠᯝ࡚࠸ࡘ⪃ᐹしࡶࡓの
࡛あࠋࡿ 
 

 
2) ᗂඣの㡢ᴦⓗなⓎ㐩ࢆ
ࢢロࣉす㡢ᴦάືࡀな࠺
 の㛤ⓎϨ࣒ࣛ
 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ᖹᡂ 24 年 11
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
紀せ➨ 43ྕ 
(ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大
学) 
（10㡫） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᒓᗂ⛶ᅬ࡛の
年ᑡࠊ年中のᗂඣࢆᑐ㇟༙年間㸴ᅇ
すಁࢆな㡢ᴦⓗឤᛶのᡂ㛗ࠎᵝࡿࡓࢃ
άືࠊ࠸⾜ࢆ㡢ᴦ⾲⌧ᣦᑟෆᐜの᭷ຠᛶ
のࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの研究ࡵࡓࡿᅗࢆୖྥࡸ
ከᵝな㡢ᴦⓗάືෆᐜのᐇ≧ἣࡑ
ᛂࡸࡁなẼ࡙ࠎᗂඣのᵝࡿࡼࢀ
ᑐすࡿほᐹࢆおし࡚子ࡶのឤᛶの
㇏かࡉのศᯒࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ            
ᢸᙜ部ศ㸸pp.1㹼4,pp.9㹼10 
ⴭ⪅㸸青山雅哉ࠊᑠᕝ⣧子ୖࠊ野✄子 
 

3) 㡢ᴦ教ᮦࠕMusic 
Workbookࠖおࡑࡿࡅのไ
సの㐣⛬ᐇ⤒㐣のሗ
࿌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 26 年 11
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紀せ➨ 45ྕ 
(ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ
ዪ子▷ᮇ大学部) 
（10㡫） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
㡢ᴦ教ᮦࢡࢵࢪ࣮࣑ࣗࠕ・࣡ ࠖࢡࢵࣈࢡ࣮
のไసすࡿあࠊࡾࡓ㡢ᴦึᚰ⪅の教
ᮦし࡚㐺ษなᣦᑟෆᐜな᳨࠺ࡼࡿ
ウし࠺ࡑࠋࡓし᳨ࡓウ㐣⛬ࢀࡑᑐす
ࡽࡉࠋࡿ࠸し࡚ࢆのሗ࿌࡚࠸ࡘពᅗࡿ
⏕学ࡿ࠸⏝し学ಟし࡚ࢆの教ᮦࡇ
㐩の≧ἣ࡛ࡲࢀࡇࡸのຠᯝ࡚࠸ࡘ学
࡚ࡵྵࡶࢺ࣮ࢣンのᣦᑟ教ဨࡸ⏕
≧ἣのෆᐜ᳨ࢆドしࡑࠊのሗ࿌ࢆし࡚࠸
ᣦᑟࡸの⏝ἲの教ᮦࡇࠊし࡚ࡑࠋࡿ
ἲのᕤ夫しࡓ⏝࡚࠸ࡘ研究しࡶࡓ
の࡛あࠋࡿ                  
ᢸᙜ部ศ㸸pp.1㹼3,pp.6,pp.8㹼9 
ⴭ⪅㸸青山雅哉ࠊᑠᕝ⣧子ୖࠊ野✄子 

人間－9



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

4) 学⏕の࠸ࡘࠕの広ሙࠖ
ᐇのάືࡑࡿࡅお
ㄪᰝのሗ࿌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 27 年 11
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紀せ➨ 46ྕ 
(ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ
ዪ子▷ᮇ大学部) 
（11㡫） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᗂඣࡕࡓのάືのሙおࠊ࡚࠸学⏕㐩ࡀ
㡢ᴦࡾࡼࠊ࠸⏝ࢆⰋ࠸⎔ቃのሙࢆタᐃす
ᒎ㛤し࠺ࡼのࢆຊࡿࡁの࡛ࡇࡿ
⋓ᚓし࠺ࡼしࡓか࠺ࡑࠋしࠕࠊࡓ⎔ቃ
のሙのタᐃࠖの❧ຊのศᯒࠊࡸᚋの
授業ᫎࡶࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉ大ࡁな目
ⓗ࡛ࡶあࡇࠊࡵࡓࡓࡗのάືのほᐹࡸ学
⏕のンࡿࡼ➼ࢺ࣮ࢣㄪᰝࢆおし
ቃのሙのタᐃࠖ⎔ࠕࡿࡅお㡢ᴦᣦᑟࠊ࡚
すࡿຊࢆ㣴ࡵࡓ࠺㡢ᴦ授業ෆᐜのᡂᯝ
⏝ᒎ㛤しά⌧⾲㡢ᴦ࠺ࡼのࢆ
し࡚ࡃ࠸かࡑࡽࡉࠊのࡵࡓの授業ෆᐜ
ෆᐜࡓウし᳨ࢆのᨵ善ᣦᑟ᪉ἲࡸ
なࠋࡿ࠸࡚ࡗ 
ᢸᙜ部ศ㸸pp.1㹼2,pp.7㹼9 
ⴭ⪅㸸青山雅哉ࠊᑠᕝ⣧子ୖࠊ野✄子 
 

ࡑࡿࡅお授業ࣀࣆ (5

のᣦᑟἲෆᐜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 28 年 11
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紀せ➨ 47ྕ 
(ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ
ዪ子▷ᮇ大学部) 
（11㡫） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
学⏕㐩のࣀࣆ⦎⩦のᐇ≧ࢆほᐹしࠊ㌟
యⓗ㐠ືࡸᴦ㆕⌮ゎࠊᴦ㆕ศᯒᑐすࡿ
ᛂࠊ⫗➽ࡸ⬻ࢆ㦵᱁なの࣓カ࣒ࢬࢽ
ᣦᑟのࣀࣆの࡛ࡲࢀࡇࠊし࡚研究し
ᵝࠎな᪉ἲࡽ↷しศᯒしࡽࢀࡇࠋࡓの
ᵝࠎなほⅬࡿࡼຠᯝ᳨ࢆドし࡚ࠊ᪂ࡓ
な㌟యの࠸᪉ࡸ㡢ᴦ⌮ゎࠊ㡢ᴦ⾲⌧᪉
ἲの⋓ᚓ࡚࠸ࡘ⪃ᐹし࡚ࡽࡉࠋࡃ࠸
ᣦᑟࡸのຠᯝⓗな⦎⩦᪉ἲࡵࡓのࡑࠊ
᪉ἲࢆᥦ♧しࡶࡓの࡛あࠋࡿ 
ᢸᙜ部ศ㸸pp.1㹼4,pp.9㹼11       
ⴭ⪅㸸青山雅哉ࠊᑠᕝ⣧子ࠊ島田✄子 
 
 

のཧの広ሙࠖ࠸ࡘࠕ(6

加ࡿࡼ学⏕の教育ⓗຠ

ᯝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 29 年 11
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紀せ➨ 48ྕ 
(ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ
ዪ子▷ᮇ大学部) 
（11㡫） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ዉⰋᕷᆅᇦ子育࡚ᨭᣐⅬ業し࡚

の࠸ࡘࠕの広ሙࠖࠊࡣ㸮ṓ㹼ᑵᅬ

し࡚ᆅሙࡿ࠼㞟Ẽ㍍ࡀのぶ子࡛ࡲ

ᇦ広ࡃ࿘知࠺ࡼࡿࢀࡉなࠊࡾぶ子

ࡀ本学ࠊඹࡇࡿ࠼ᨭࢆのᡂ㛗ࡶ

ಖ育⪅㣴ᡂᰯ࡛あ࠺࠸ࡿᛶ㉁ୖࠊ子育

࡚ᨭ学⏕教育の᥋⥆ࢆᅗࢆࡇࡿ

目ⓗし࡚ᐇし࡚ࠊࡅࢃࡾࠋࡿ࠸ᑗ

᮶ಖ育⪅ࢆ目ᣦす学⏕ࡀ子ࡕࡓࡶ

ゐ࠸ྜࢀᐇ㝿ࢆ学ࡪሙし࡚の広ሙの

ᙺࡣ大ࠊࡃࡁ᪩ᮇ広ሙయ㦂ࡇ࠺⾜ࢆ

ࡇࡿ࠸࡚ࡗなࡧ学⏕のᐇ㊶ⓗ学ࡀ

本学ࠊࡣ本研究࡛ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉド❧ࡀ

の教学ᨵ㠉ィ⏬の中࡛のࠕշᐇ㊶ຊྥୖ

のࠊࡵࡓ子育࡚ᨭάື教育の᥋

授ࠊᐇし࡚࠸ᇶ࡙ࠖࡿࡏࡉᐇࢆ⥆

業࡛のཧ加ὀ目し࡚ཧ加のᅾࡾ᪉の

᳨ウࠊࡶ学⏕のព㆑のኚᐜࢆ᥈

の࡛ࡶࡿドしሗ࿌す᳨ࢆ教育ⓗຠᯝࠊࡾ

あࠋࡿ 
ᢸᙜ部ศ㸸pp.1㹼4,pp.9㹼10  
ⴭ⪅㸸青山雅哉ࠊᑠᕝ⣧子ࠊ中田章子 
 

 

人間－10



 

教  育  研  究  業  績  書 

令和 2年 3᭶ 31 ᪥    

Ặྡ 大 西  雅 博        

研   究   ศ   野 研 究 ෆ ᐜ の ࢻ ࣮ ࣡ ࣮ ࢟ 

ჾᴦྜዌ・ჾᴦ₇⩦（ᡴᴦჾ）・マ࣮チンࢢ 

 

マ࣮チンࠊࢢჾᴦྜዌࠊᡴᴦჾࠊンࢧンࣈル 

 

教  育  ୖ  の  ⬟  ຊ    㛵  す  ࡿ    㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ           せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 
 

・᪂し࠸ᙧのステ࣮ࢪマ࣮チンࢢのྲྀࡾ⤌
ࡳ Vol.2ࠕステ࣮ࢪおึࡿࡅᚰ⪅ᑐ⟇
ຠᯝࠖ 

 

ᖹᡂ 22 年 4
᭶㹼 
ᖹᡂ 23 年 3
᭶ 
 

ྡྂᒇⱁ⾡大学㡢ᴦ学部₇ዌ学⛉の㠀ᖖ講
師し ࡚ࠕࠊჾᴦ特Ṧ研究 （ࠖ1㹼4 年⏕ 72
人)おࠊ࡚࠸ステ࣮ࢪマ࣮チン࡚࠸ࡘࢢ研
究すࠋࡿ年度の₇ዌ࡛のマ࣮チンࡘࢢ
ࢽルࣔࣛࣇࡣ年度ࠊࡁ㡬ࢆホ౯࠸高࡚࠸
マ࣮チࢪဨ࡛ステ࣮࣮ࣂンの࣓ンࣦࢡ
ン₇ࢆࢢ⩦すࡇࡿなࠋࡿしかしࡑࠊの
㐌一ࠊࡵࡓࡿᚰ⪅࡛あึࢢマ࣮チンࡀࢇ
ᅇの授業࡛ᡂࡿࡏࡉのࡣᅔ㞴ࢆᴟࡑࠋࡓࡵ
ࣞ࣎ルの࣋ࣛࡿࡅືࡾࡓࡗࡺẚ㍑ⓗࠊ࡛ࡇ
ロࢆ㑅᭤しࠊステ࣮ືࢇ࡛ୖࢪかな࠸
32 ྡ(ึᚰ⪅)ࡁືᅇࡿ 32 ྡ(⤒㦂⪅ࢆ᰾)
࡚ࡏࡉ࣎ࣛࢥࢆ show 年のᑡ人ࠋࡓᵓᡂしࢆ
か⏕ࢆࢻン࢘ࢧ本᮶の྿ዌᴦ࡚ࡗࢃኚࡣᩘ
 ࠋࡓࡗなࢢマ࣮チンࢪステ࣮ࡓࡏ
 

・᪂し࠸ᙧのステ࣮ࢪマ࣮チンࢢのྲྀࡾ⤌
ࡳ Vol.3࣓ࣈ࣮࣒ࠕン࢘ࢧࢺンࢻのㄪ和  ࠖ

 
 

ᖹᡂ 23 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 24
年 3᭶ 
 

ྡྂᒇⱁ⾡大学㡢ᴦ学部₇ዌ学⛉の㠀ᖖ講
師し ࡚ࠕࠊჾᴦ特Ṧ研究 （ࠖ1 年⏕ 32 人)
研究࡚࠸ࡘࢢマ࣮チンࢪステ࣮ࠊ࡚࠸お
すࠋࡿ本年度ࡣステ࣮ࢪᐈᖍの一యࢆテ
࣮マ2ࠊ 年⏕௨ୖࡣ࡚ᐈᖍの᭱ୖ㝵࡛の₇
ዌなࡇࠋࡿのステ࣮ࢪンࡾࡼࢢ 360 度
᪉ྥかࡽ㡢ᴦ࢘ࣛࢧࡿࡃ࡚࠼ࡇ⫈ࡀンࢻຠᯝ
ࡀᐈᖍの㊥㞳ࢪしかしステ࣮ࠋすࡽࡓࡶࢆ
₇ዌのࢢ࣒ࣛࢱなࠊࡾほᐈࡇ⫈࡚ࣞࢬ
ࡑࠊ࠼ᤣሙの中ᚰࢆ⪅ᣦࠊ࠺ࡼ࠸な࠼
の࣏ン࡛ࢺ㡢ᴦࡇࠋࡓࡵࡲࢆの᭤のస᭤
⪅࡛あࡿ㕥木ⱥ史ࡶ⤯㈶の࣓࣮࣮ࣜࢻ࢘
ୖࠋࡓࡗࡀ 
 

・᪂し࠸ᙧのステ࣮ࢪマ࣮チンࢢのྲྀࡾ⤌
ࡳ Vol.4࣮࢛ࣇࣃࠕマンスの㏣ồࠖ 

 

ᖹᡂ 24 年 4
᭶㹼 
ᖹᡂ 25 年 3
᭶ 
 

ྡྂᒇⱁ⾡大学㡢ᴦ学部₇ዌ学⛉の㠀ᖖ講
師し ࡚ࠕࠊჾᴦ特Ṧ研究 （ࠖ1 年⏕ 32 人)
研究࡚࠸ࡘࢢマ࣮チンࢪステ࣮ࠊ࡚࠸お
すࠋࡿ本年度ࠊࡣᡴᴦჾンࢧンࣈルマ࣮
チン࣮࢛ࣇࣃࢢマンスのࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥン
の研究࡚࠸ࡘࢺン࣓ࣈ࣮࣒ࠊし⩦₇࡚࠸ࡘ
の₇࣮ࠖࣛࢢャࢪࠕᡴᴦჾභ㔜ዌࠋࡓࡵ῝ࢆ
ዌࠊࡏࢃྜ⟶ᴦჾの࣓ンࡣ࣮ࣂ⤊ጞᴦჾࢆ
ᣢ࣮࢛ࣇࣃࠊࡎࡓマンスᚭし࡚ືࡕࡇࠋࡃ
ࢆンࢨࢹࡿࡀ⏕学ンࢨࢹルࣜࢻのࡽ
⣙༙ศࡘࡎしࡽ⮬ࠊࡾฟす႐ࡶࡧ࠼ࢃ
ࡇ࠸なࡓᣢࢆᴦჾࡓࡲࠋࡓ㓄៖し࠺ࡼࡿ
 ࠊࡵࡓࡿฟ᮶ࡀࡇࡿά⏝す由⮬ࢆᡭࠊࡾࡼ
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  ㏻ᖖステ࣮ࢪマ࣮チンࡣ࡛ࢢྍ⬟な࢛ࣇࣃ
࣮マンス⬟ྍࡶなࡑࠋࡿの⤖ᯝࠊ᪤ᡂᴫᛕ
ᰂ㌾なⓎ࡛࠸なࢀࢃࡽ Show ᵓᡂすࢆ
 ࠋࡓฟ᮶ࡀࡇࡿ
 

 
 
・ჾᴦ₇⩦（࣮ࣃカࣙࢩࢵン） 

 
ᖹᡂ 26 年 4
᭶ࠥᖹᡂ 29
年 3᭶ 

 
ዉⰋ学ᅬ大学おࠊ࡚࠸マ࣮チンࣂࢢンࢻ部
の┘╩ࡿࡵົࢆഐࠊࡽ㠀ᖖ講師し࡚ࠕჾ
ᴦ₇⩦（࣮ࣃカࣙࢩࢵン）ࠖ の授業ࠋ࠺⾜ࢆ
ンࢧンࣈルࢆ中ᚰᡴᴦჾのᢏ⾡ࢆ⩦ᚓしࠊ
ᗂ⛶ᅬの₇ዌࠊオ࣮ࣉン࢟ャンࣃス➼࡛₇
ዌࢆᢨ㟢しࠋࡓ 
 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書ࠊ教ᮦ 
 
ࢢンࢽ࣮ࣞࢺ࣒ࣛࢻࠕ・ Vol.1㹼4ࠖస᭤ 
 
 
 
 
ン࣒ࣛࣛࢻ・ in NUAస᭤ 
 
ンスࢲンࢽル࣓・ NUA オࣜࢼࢪルマ࣮チ

ンࢥࢢ 
ンテไస 
 

 
ロࣞ࣎・ NUA オࣜࢼࢪルマ࣮チンࢥࢢンテไ

స 
 
 
 
ࢻ࣮࣓࢘ࣜ・ NUA オࣜࢼࢪルマ࣮チンࢢ

 ンテไసࢥ
 
 
 
NUA࣮ࣛࢢャࢪ・ オࣜࢼࢪルマ࣮チンࢥࢢン
テไస 

 
 

  
 
ྡྂᒇⱁ⾡大学㡢ᴦ学部₇ዌ学⛉の㠀ᖖ講
師し࡚ࠕࠊჾᴦ特Ṧ研究（ࠖ1㹼4年⏕ 21人）
ࢢンࢽ࣮ࣞࢺ࣒ࣛࢻࠕసの⮬ࠊ࡚࠸お Vol.1
㹼4ࠖࢆ⏝ࠋ 
 
 ࠋస᭤ࢆルᴦ᭤ࢼࢪンのオ࣒ࣜࣛࣛࢻ
 
ྡྂᒇⱁ⾡大学ンࢧンࣈルࣛࣇルࣔࢽ
➨ンࣦ・・ࢡ 11 ᅇᐃᮇ₇ዌステ࣮ࢪマ
࣮チンࢢのࠊࡵࡓオࣜࢼࢪルのࣜࢻルࢨࢹ
 ࠋసᡂࢆン
 
ྡྂᒇⱁ⾡大学ンࢧンࣈルࣛࣇルࣔࢽ
➨ンࣦ・・ࢡ 12 ᅇᐃᮇ₇ዌステ࣮ࢪマ
࣮チンࢢのࠊࡵࡓオࣜࢼࢪルのࣜࢻルࢨࢹ
 ࠋసᡂࢆン
 
ྡྂᒇⱁ⾡大学ンࢧンࣈルࣛࣇルࣔࢽ
➨ンࣦ・・ࢡ 13 ᅇᐃᮇ₇ዌステ࣮ࢪマ
࣮チンࢢのࠊࡵࡓオࣜࢼࢪルのࣜࢻルࢨࢹ
 ࠋసᡂࢆン
 
ྡྂᒇⱁ⾡大学ンࢧンࣈルࣛࣇルࣔࢽ
➨ンࣦ・・ࢡ 14 ᅇᐃᮇ₇ዌステ࣮ࢪマ
࣮チンࢢのࠊࡵࡓオࣜࢼࢪルのࣜࢻルࢨࢹ
 ࠋసᡂࢆン
 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯ 
 
・ྡྂᒇⱁ⾡大学おࡿࡅ授業ホ౯ 
 
 
 
 
 
 
 
・ዉⰋ学ᅬ大学おࡿࡅ授業ホ౯ 

 
 
ᖹᡂ 22 年 4
᭶ 
㹼ᖹᡂ 29年
3᭶ 
 
 
 
 
ᖹᡂ 30 年 4
᭶ࠥ 

 
 
ᙜึ 3 年間のࣂࣛࢩスࠊཬࡧ学⏕のᛂࡀホ
౯4ࠊࢀࡉ年目ࡾࡼ㑅ᢥ授業ࡶ㛵₇ࠊࡎࡽࢃ
ዌ学⛉ᘻ⟶ᡴ࣮ࢥスの᪂ධ⏕ࡣဨᒚಟすࡿ
㐠ࡧなࡑࠋࡓࡗし࡚ࡑのᚋẖ年ྂྡࠊᒇⱁ
⾡大学ンࢧンࣈルࣛࣇルࣔ・ࢡࢽ・ࣦ
スࢢンࢽࣉオ࣮ࠊ࡚࠸おンのᐃᮇ₇ዌ
テ࣮ࢆࢪ任ࡇࡿࢀࡉなࠋࡿ 
 
人間教育学部教授ᑵ任ࠋ 
⩦ჾᴦ₇ࠕ ჾᴦྜዌࠕࠖ ዌᣦἲྜࠕࠖ ♏ᇶࠕࠖ
ル࣮ࢼ࣑ࢮ ルࠖ➼の授࣮ࢼ࣑ࢮ人間教育学ࠕࠖ
業ࠊࡶマ࣮チンࣂࢢンࢻ部㢳ၥࡵົࢆ
 ࠋࡿ
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㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記  
㡯 
 
・ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
 
 
 
 
 
・㢪栄ᑎⰼ⚍ࢥࡾンࢺ࣮ࢧ 
 
 
・රᗜ┴ಖ育༠研ಟ（⚄ᡞᨭ部）講師 
 
 
 
・රᗜ┴ಖ育༠研ಟ（美᪉ᨭ部）講師 
 
 
 
 
 
 
・ጲ㊰ᕷ❧⚄༡中学ᰯⱁ⾡㚷㈹ฟ₇ 
 
 
 
・㉥✑ᕷ❧㉥✑ᑠ学ᰯ研ಟ講師 
 
 
 

 
 
 
ᖹᡂ 19年㹼 
ᖹᡂ 24年 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 22年 
4᭶ 4᪥ 
 
ᖹᡂ 23年 
1᭶ 21᪥ 
 
 
ᖹᡂ 23年 
8᭶ 20᪥ 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 23年 
11᭶ 4᪥ 
 
 
ᖹᡂ 24年 
11᭶ 7᪥ 
 

 
 
 
ᖹᡂ 19年 9᭶ࡾࡼẖ年 1ᅇࠊឡ┴྿ዌᴦ㐃
┕ദのマ࣮チンࢢ講⩦ࡀ㛤ദࠋࡿࢀࡉ中
学ᰯ・高➼学ᰯࢆ中ᚰ 2 ᰯかࡽ 3 㑅ᢥࡀᰯ
࣮࢛ࣇࡽᇶ本ືసかࠋࡿな㇟講のᑐཷࢀࡉ
ᣦᑟࡓࡌᛂᅋయのᕼᮃྛࠊ࡛ࡲンࣙࢩ࣮࣓
 ࠋ࠺⾜ࢆ
 
㢪栄ᑎቃෆおࠊ࡚࠸子౪のࡵࡓのⰼ⚍ࢥࡾ
ンࢤࢺ࣮ࢧスࢺฟ₇すࠋࡿ 
 
⚄ᡞᕷෆのಖ育ኈ⣙ ࡔ࠸間㐪ࠊ㇟ᑐࢆ50ྡ
なࢀࢃࡽ᪤ᡂᴫᛕࠊࡸのᡴᴦჾዌἲࡅࡽ
 ࠋ࠺⾜ࢆ講₇࡚࠸ࡘჾᴦྜዌἲ࠸
 
රᗜ┴美᪉㒆のಖ育ኈ⣙ ᴦしࠊ㇟ᑐࢆ40ྡ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆの講₇࡚࠸ࡘᡴᴦჾのά⏝ἲ࠸
ಖ育ኈࡣᴦჾࢆᣢ࡚ࡗཧ加ྜࠋዌᚋࠊᴦ㆕
ࡘの㔜せᛶࡾᴦ㆕సࠊ༶⯆࡛⦅᭤し࡚࠸ࡘ
 ࠋ࠺⾜ࢆ⩏の講࡚࠸
 
 
ጲ㊰ᕷ❧⚄༡中学ᰯ࡛㛤ദࡓࢀࡉⱁ⾡㚷㈹
ࢆ₇ዌࡀࢻンࣂ࣮࣑ࣜࣇ大西ࠊ࡚࠸お
 ࠋ࠺⾜
 
㉥✑ᑠ学ᰯの教ㅍࢆᑐ㇟ჾᴦྜዌᣦᑟἲ
ࡀしなࢆዌྜᐇ㝿ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講࡚࠸ࡘ
యࢆンスの㔜せᛶࣛࣂᴦჾのᩘ・㡢㔞のࠊࡽ
ឤしࡾࡼࠊ㡢ᴦⓗなᣦᑟἲ࡚࠸ࡘ⪃ᐹࢆ῝
 ࠋ࠺⾜ࢆ⩏講ࡿࡵ
 

㸳 ࡑの  なし 

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ        せ 

㸯 ㈨᱁ࠊචチ 
 

・中学ᰯ教ㅍ一⣭ᬑ㏻චチ（㡢ᴦ） 

 

・高➼学ᰯ教ㅍ⣭ᬑ㏻චチ（㡢ᴦ） 

 
 
和 57年 
3᭶ 31᪥ 
 
和 57年 
3᭶ 31᪥ 

 
 
භ中一ᬑ➨ 4678ྕ（ឡ知┴教育ጤဨ） 
 
 
භ高ᬑ➨ 5413ྕ（ឡ知┴教育ጤဨ） 
 
 

㸰 特チ➼ 
 
 

 
 
 

 
なし 
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㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿ特記

㡯 

 

（₇ዌάື） 

 

 ・㢪栄ᑎⰼ⚍ࢥࡾンࢺ࣮ࢧ 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ጲ㊰ᕷ❧⚄༡中学ᰯⱁ⾡㚷㈹ฟ₇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ᣦᑟᐇ績ࠖࠕ

 

・㹇㹎㹓⎔太ᖹὒ大学マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼

部࣮ࢨࣂࢻ 

 

・㹇㹎㹓⎔太ᖹὒ大学マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼

部࣮ࢨࣂࢻ 

 

・㹇㹎㹓⎔太ᖹὒ大学マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼

部࣮ࢨࣂࢻ 

 

 

・ឡ┴❧原高➼学ᰯマ࣮チンࢢ講師 

 

 

 

・ឡ┴❧原高➼学ᰯマ࣮チンࢢ講師 

 

 

 

・ឡ┴❧原高➼学ᰯマ࣮チンࢢ講師 

 

 

・ឡ┴❧原高➼学ᰯマ࣮チンࢢ講師 

 

 

 

・ឡ┴❧松山中ኸ高➼学ᰯᡴᴦჾ講師 

 

 

 

・松山ᕷ❧ὠ田中学ᰯマ࣮チンࢢ講師 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ22年4᭶4᪥ 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ23年11᭶4᪥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 22年 

12᭶ 19᪥ 

 

ᖹᡂ 23年 

12᭶ 18᪥ 

 

ᖹᡂ 23年 

2᭶ 26᪥ 

 

 

ᖹᡂ 23年 

2᭶ 26᪥ 

 

 

ᖹᡂ 24年 

2᭶ 19᪥ 

 

 

ᖹᡂ 23年 

8᭶ 21᪥ 

 

ᖹᡂ 24年 

8᭶ 26᪥ 

 

 

ᖹᡂ 24年 

11᭶ 1᪥ 

 

 

ᖹᡂ 24年 

11᭶ 18᪥ 

 

 

 

 

 

大西ࣂ࣮࣑ࣜࣇンࢻの₇ዌすࠗࡿ❆のእ

ࠊࡁ⪺ࡽᑠ学ᰯのඛ⏕かࡀఫ職ࠊࢆのヰ࠘ࡣ

㠀ⰼ⚍ࡾの⾜の᪥₇ዌし࡚ḧし࠸౫

㢗ࡀあࠕࡓࡲࠋࡓࡗⰼ⚍ࡾ⾜㐍᭤ 子౪のⰼࠕࠖ

のࠖࡾࡘࡲ 2 ᭤ࣂ࣮࣑ࣜࣇࠊࡣ࡚࠸ࡘン

一⯡⣙⏕ᑠ中学ࠊしࢪンࣞ㢼ࢻ ࢆ40ྡ

ᑐ㇟一間のࢥンࠋࡓࡗ⾜ࢆࢺ࣮ࢧ 

 

ጲ㊰ᕷ❧⚄༡中学ᰯ࡛㛤ദࡓࢀࡉⱁ⾡㚷㈹

年度ࠋࡿฟ₇すࡀࢻンࣂ࣮࣑ࣜࣇ大西

㉱任ࡾな㌿ࡀ学ᰯ㛗ࡽᐙ島中学ᰯかࡾࡼ

しࠋࡓ௨๓㸰ᅇᐙ島中学ᰯᣍᚅࡓࢀࡉの

ࢆの๓のጲ㊰ᕷ㠀⾜㜵Ṇ大࡛の₇ዌࡑࠊࡶ

ホ౯し࡚ࡓ࠸ࡔࡓ࠸⤖ᯝࡔఛࠋ࠺本ᰯ࡛ࡣ

ࠊ࡛ࠗࡇ࠺࠸࠸な࠼⤯ࡀルࣈࣛࢺ ❆のእ

ࡉ౫㢗࠸ḧし࡚ࡏか⪺ࡾࡃࡗࡌࢆのヰ࠘ࡣ

 ࠋࡿࢀ

 

 

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 38ᅇᅜ大ᑠ⦅ᡂの部➨ 6ࠋ 

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 39ᅇᅜ大ᑠ⦅ᡂの部➨ 5ࠋ 

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

ステ࣮ࢪマ࣮チンࢢᅜ大おࠊ࡚࠸ 

ᑂᰝဨ特ู㈹ཷ㈹ࠋ 

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

ステ࣮ࢪマ࣮チンࢢᅜ大優おࠊ࡚࠸ 

優⚽㈹ཷ㈹ࠋ 

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

ステ࣮ࢪマ࣮チンࢢᅜ大おࠊ࡚࠸ 

優⚽㈹ཷ㈹ 

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 2ᅇマ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼ᅜ㝿大ฟሙࠋ 

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 3ᅇマ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼ᅜ㝿大おࠊ࡚࠸ 

金㈹ཷ㈹ࠋ 

 

᪥本྿ዌᴦ㐃┕・ᮅ᪥᪂⪺♫ദࠊ 

➨ 60ᅇ᪥本྿ዌᴦࢥン࣮ࢡルおࠊ࡚࠸ 

㖡㈹ཷ㈹ࠋ 

 

᪥本྿ዌᴦ㐃┕・ᮅ᪥᪂⪺♫ദࠊ 

➨ 25ᅇ᪥本マ࣮チンࢥࢢンテスࢺお࠸ 
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・୕㔜┴❧┦ྍ高➼学ᰯマ࣮チンࢢ講師 

 

 

 

・㹇㹎㹓⎔太ᖹὒ大学マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼

部࣮ࢨࣂࢻ 

 

・῟ᚰ学㝔中学ᰯᡴᴦჾ講師 

 

 

 

・大㜰ᕷ❧中学ᰯマ࣮チンࢢ講師 

 

 

 

・㹇㹎㹓⎔太ᖹὒ大学マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼

部࣮ࢨࣂࢻ 

 

 

・大㜰ᕷ❧中学ᰯマ࣮チンࢢ講師 

 

 

 

・ዉⰋ学ᅬ大学マ࣮チンࣂࢢンࢻ部┘╩ 

 

 

 

・大㜰ᕷ❧中学ᰯマ࣮チンࢢ講師 

 

 

 

・ዉⰋ学ᅬ大学マ࣮チンࣂࢢンࢻ部┘╩ 

 

 

 

・ዉⰋ学ᅬ大学マ࣮チンࣂࢢンࢻ部┘╩ 

 

 

 

・大㜰ᕷ❧中学ᰯマ࣮チンࢢ講師 

 

 

 

・ዉⰋ学ᅬ大学マ࣮チンࣂࢢンࢻ部┘╩ 

 

 

 

・ዉⰋ学ᅬ大学マ࣮チンࣂࢢンࢻ部㢳ၥ 

 

 

 

・ዉⰋ学ᅬ大学マ࣮チンࣂࢢンࢻ部㢳ၥ 

 

 

 

ᖹᡂ 24年 

11᭶ 18᪥ 

 

 

ᖹᡂ 24年 

12᭶ 16᪥ 

 

ᖹᡂ 25年 

2᭶ 11᪥ 

 

 

ᖹᡂ 25年 

11᭶ 24᪥ 

 

 

ᖹᡂ 25年 

12᭶ 14᪥ 

 

 

ᖹᡂ 26年 

11᭶ 23᪥ 

 

 

ᖹᡂ 27年 

2᭶ 14᪥ 

 

 

ᖹᡂ 27年 

11᭶ 22᪥ 

 

 

ᖹᡂ 28年 

2᭶ 21᪥ 

 

 

ᖹᡂ 28年 

12᭶ 18᪥ 

 

 

ᖹᡂ 29年 

11᭶ 19᪥ 

 

 

ᖹᡂ 29年 

12᭶ 17 ᪥ 

 

 

ᖹᡂ 30年 

12᭶ 16᪥ 

 

 

令和元年 

12᭶ 15᪥ 

 ࠋ㖟㈹ཷ㈹ࠊ࡚

 

᪥本྿ዌᴦ㐃┕・ᮅ᪥᪂⪺♫ദࠊ 

➨ 25ᅇ᪥本マ࣮チンࢥࢢンテスࢺお࠸ 

 ࠋ㖟㈹ཷ㈹ࠊ࡚

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 40ᅇᅜ大おࠊ࡚࠸大⦅ᡂの部金㈹ཷ 

㈹ࠋ 

㛵西྿ዌᴦ㐃┕・ᮅ᪥᪂⪺♫ദࠊ 

➨ 40ᅇ㛵西ンࢧンࣈルࢥンテスࢺお࠸ 

 ࠋ金㈹ཷ㈹ࠊ࡚

 

᪥本྿ዌᴦ㐃┕・ᮅ᪥᪂⪺♫ദࠊ 

➨ 26ᅇ᪥本マ࣮チンࢥࢢンテスࢺお࠸ 

 ࠋ金㈹ཷ㈹ࠊ࡚

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 41ᅇᅜ大おࠊ࡚࠸大⦅ᡂの部金㈹ཷ 

㈹ࠋ 

 

᪥本྿ዌᴦ㐃┕・ᮅ᪥᪂⪺♫ദࠊ 

➨ 27ᅇ᪥本マ࣮チンࢥࢢンテスࢺお࠸ 

 ࠋ金㈹ཷ㈹ࠊ࡚

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 14ᅇマ࣮チンࢢステ࣮ࢪᅜ大優⚽㈹ཷ 

㈹ࠋ 

 

᪥本྿ዌᴦ㐃┕・ᮅ᪥᪂⪺♫ദࠊ 

➨ 28ᅇ᪥本マ࣮チンࢥࢢンテスࢺお࠸ 

 ࠋ金㈹ཷ㈹ࠊ࡚

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 15ᅇマ࣮チンࢢステ࣮ࢪᅜ大講ホ⪅特 

ู㈹ཷ㈹ࠋ 

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 44ᅇᅜ大おࠊ࡚࠸大⦅ᡂの部㖟㈹ཷ 

㈹ࠋ 

 

᪥本྿ዌᴦ㐃┕・ᮅ᪥᪂⪺♫ദࠊ 

➨ 30ᅇ᪥本マ࣮チンࢥࢢンテスࢺお࠸ 

 ࠋ金㈹ཷ㈹ࠊ࡚

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 45ᅇᅜ大おࠊ࡚࠸大⦅ᡂの部㖟㈹ཷ 

㈹ࠋ 

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 46ᅇᅜ大おࠊ࡚࠸大⦅ᡂの部㖟㈹ཷ 

㈹ࠋ 

 

᪥本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 47ᅇᅜ大おࠊ࡚࠸大⦅ᡂの部㖟㈹ཷ 

㈹ࠋ 
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㸲 ࡑの 
 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 ឡ知┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺ特ูࢻ
 ࣮ࢨࣂ

 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 ឡ知┴ືࢥࡃンࢺ࣮ࢧ特ูࢨࣂࢻ
࣮ 

 
・ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 ឡ知┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺ特ูࢻ
 ࣮ࢨࣂ

 
・島根┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 ឡ知┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺ特ูࢻ
 ࣮ࢨࣂ

 
・ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・රᗜ┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 ឡ知┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺ特ูࢻ
 ࣮ࢨࣂ

 
・ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 ឡ知┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺ特ูࢻ
 ࣮ࢨࣂ

 
・ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・᪥本マ࣮チンࣂࢢンࢻ༠㛵西ᨭ部 
 㸱D講⩦講師 
 
・ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 

 
 
ᖹᡂ 24年 
9᭶ 17᪥ 
 
 
ᖹᡂ 25年 
2᭶ 9᪥ 
 
 
ᖹᡂ 25年 
8᭶ 10᪥ 
 
ᖹᡂ 25年 
8᭶ 18᪥ 
 
ᖹᡂ 25年 
9᭶ 16᪥ 
 
 
ᖹᡂ 25年 
10᭶ 20᪥ 
 
ᖹᡂ 26年 
9᭶ 20᪥ 
 
 
ᖹᡂ 26年 
9᭶ 28᪥ 
 
ᖹᡂ 26年 
11᭶ 8᪥ 
 
ᖹᡂ 27年 
8᭶ 19᪥ 
 
ᖹᡂ 27年 
9᭶ 21᪥ 
 
 
ᖹᡂ 28年 
8᭶ 29᪥ 
 
ᖹᡂ 28年 
㸷᭶ 19᪥ 
 
 
ᖹᡂ 28年 
㸷᭶ 24᪥ 
 
ᖹᡂ 29年 
3᭶ 5᪥ 
 
ᖹᡂ 29年 
8᭶ 24ࠥ25᪥ 
 
ᖹᡂ 29年 
8᭶ 27᪥ 
 

 
 
᪥本࣮࣍ࢩ࢞ルおࠊ࡚࠸ឡ知┴マ࣮チン 
 ࠊࡵົࢆ࣮ࢨࣂࢻの特ูࢺンテスࢥࢢ
ᅋయの DVDࣂࢻスࢆ㘓㡢すࠋࡿ 
 
᪥本࣮࣍ࢩ࢞ルおࠊ࡚࠸ឡ知┴ືࢥࡃン 
 ᅋయのࠊࡵົࢆ࣮ࢨࣂࢻの特ูࢺ࣮ࢧ
DVD講ホࢆ㘓㡢すࠋࡿ 
 
ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕ദのマ࣮チンࢢ講⩦
おࠊ࡚࠸講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ദのマ࣮チンࢢ講⩦
おࠊ࡚࠸講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
᪥本࣮࣍ࢩ࢞ルおࠊ࡚࠸ឡ知┴マ࣮チン 
 ࠊࡵົࢆ࣮ࢨࣂࢻの特ูࢺンテスࢥࢢ
ᅋయの DVDࣂࢻスࢆ㘓㡢すࠋࡿ 
 
島根┴྿ዌᴦ㐃┕ദのマ࣮チンࢢ講⩦ 
おࠊ࡚࠸講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
᪥本࣮࣍ࢩ࢞ルおࠊ࡚࠸ឡ知┴マ࣮チン 
 ࠊࡵົࢆ࣮ࢨࣂࢻの特ูࢺンテスࢥࢢ
ᅋయの DVDࣂࢻスࢆ㘓㡢すࠋࡿ 
 
ᕝ之江య育㤋おࠊ࡚࠸ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕
ദのマ࣮チンࢢ講⩦の講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
Ṋᗜᕝᶞ⬡大学おࠊ࡚࠸රᗜ┴྿ዌᴦ㐃┕ 
ദのマ࣮チンࢢ講⩦の講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ദのマ࣮チンࢢ講⩦
おࠊ࡚࠸講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
᪥本࣮࣍ࢩ࢞ルおࠊ࡚࠸ឡ知┴マ࣮チン 
 ࠊࡵົࢆ࣮ࢨࣂࢻの特ูࢺンテスࢥࢢ
ᅋయの DVDࣂࢻスࢆ㘓㡢すࠋࡿ 
 
ᕝ之江య育㤋おࠊ࡚࠸ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕
ദのマ࣮チンࢢ講⩦の講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
᪥本࣮࣍ࢩ࢞ルおࠊ࡚࠸ឡ知┴マ࣮チン 
 ࠊࡵົࢆ࣮ࢨࣂࢻの特ูࢺンテスࢥࢢ
ᅋయの DVDࣂࢻスࢆ㘓㡢すࠋࡿ 
 
西᮲ᕷయ育㤋おࠊ࡚࠸ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕
ദのマ࣮チンࢢ講⩦の講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
රᗜ┴❧⥲ྜయ育㤋おࠊ࡚࠸マ࣮チンࢢ༠ 
㛵西ᨭ部ദ㸱D講⩦の講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
ᕝ之江య育㤋おࠊ࡚࠸ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕
のマ࣮チンࢢ講⩦の講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
ឡ西ᕷ❧బ⧊య育㤋おࠊ࡚࠸マ࣮チンࢢ講 
⩦の講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 

人間－16



・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 ឡ知┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺ特ูࢻ
 ࣮ࢨࣂ

 
・᪥本マ࣮チンࣂࢢンࢻ༠㛵西ᨭ部 
 㸱D講⩦講師 
 
・ᖹᡂ 30年度ᅜ高➼学ᰯ⥲ྜయ育大
ステ࣮ࢢ東ᾏ⥲యࠖ㛤ᘧのマ࣮チンࠕ
 ࠋࡿ₇ฟすࢆࢪ
 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 ឡ知┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺ特ูࢻ
 ࣮ࢨࣂ

 
・ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 マ࣮チンࢢ講⩦講師 
 
・ឡ知┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 ឡ知┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺ特ูࢻ
 ࣮ࢨࣂ

 
・රᗜ┴高➼学ᰯᩥ㐃┕ 
 高➼学ᰯ⥲ྜᩥ⚍の講ホ 
 
 大のᑂᰝဨࠖྛࠕ
 
・マ࣮チンࢢ in高◁のᑂᰝဨ 
 
 
・マ࣮チンࢢ in高◁のᑂᰝဨ 
 
 
・ᕞ྿ዌᴦ㐃┕ 
 ᕞマ࣮チンࢥࢢンテスࢺᑂᰝဨ 
 
 
・ᕞ྿ዌᴦ㐃┕ 
 ᕞマ࣮チンࢥࢢンテスࢺᑂᰝဨ 
 
・ᒱ㜧┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 㣕㦌ᆅ༊ンࢧンࣈルࢥンテスࢺᑂᰝ 
 ဨ 
 
・బ㈡┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 బ㈡┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺᑂᰝဨ 
 
・ᒱ㜧┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 㣕㦌ᆅ༊ンࢧンࣈルࢥンテスࢺᑂᰝ 
 ဨ 

ᖹᡂ 29年 
9᭶ 18᪥ 
 
 
ᖹᡂ 29年 
11᭶ 4᪥ 
 
ᖹᡂ 30年 
7᭶ 30᪥ 
 
 
ᖹᡂ 30年 
8᭶ 19᪥ 
 
ᖹᡂ 30年 
9᭶ 1᪥ 
 
ᖹᡂ 30年 
9᭶ 24᪥ 
 
 
令和元年 
7᭶ 13᪥ 
 
令和元年 
8᭶ 18᪥ 
 
令和元年 
9᭶ 22,22᪥ 
 
 
令和元年 
11᭶ 16᪥ 
 
 
 
ᖹᡂ 22年 
9᭶ 4᪥ 
 
ᖹᡂ 23年 
9᭶ 3᪥ 
 
ᖹᡂ 22年 
10᭶  10᪥ࠊ9
 
 
ᖹᡂ 23年 
10᭶  9᪥ࠊ8
 
ᖹᡂ 23年 
12᭶ 23᪥ 
 
 
ᖹᡂ 24年 
9᭶ 8᪥ 
 
ᖹᡂ 24年 
12᭶ 23᪥ 
 

᪥本࣮࣍ࢩ࢞ルおࠊ࡚࠸ឡ知┴マ࣮チン 
 ࠊࡵົࢆ࣮ࢨࣂࢻの特ูࢺンテスࢥࢢ
ᅋయの DVDࣂࢻスࢆ㘓㡢すࠋࡿ 
 
ዉⰋ学ᅬ大学య育㤋おࠊ࡚࠸マ࣮チンࢢ༠ 
㛵西ᨭ部ദ㸱D講⩦の講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
୕㔜┴Ⴀࢧン࡛ࢼ࣮ࣜ㛤ദࠊࡓࢀࡉᅜ高 
ᰯ⥲య㛤ᘧのマ࣮チンࢢステ࣮ࢪお࠸ 
 ࠋࡿࡵົࢆの₇ฟࢪンステ࣮࣓ࠊ࡚
 
ឡ西ᕷ❧బ⧊య育㤋おࠊ࡚࠸マ࣮チンࢢ講 
⩦の講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
ᕝ之江య育㤋おࠊ࡚࠸ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕
のマ࣮チンࢢ講⩦の講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
᪥本࣮࣍ࢩ࢞ルおࠊ࡚࠸ឡ知┴マ࣮チン 
 ࠊࡵົࢆ࣮ࢨࣂࢻの特ูࢺンテスࢥࢢ
ᅋయの DVDࣂࢻスࢆ㘓㡢すࠋࡿ 
 
松๓⏫య育㤋おࠊ࡚࠸ឡ┴྿ዌᴦ㐃┕
のマ࣮チンࢢ講⩦の講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
ឡ西ᕷ❧బ⧊య育㤋おࠊ࡚࠸マ࣮チンࢢ講 
⩦の講師ࠋࡿࡵົࢆ 
 
᪥井ᕷయ育㤋おࠊ࡚࠸ឡ知┴マ࣮チン 
 ࠊࡵົࢆ࣮ࢨࣂࢻの特ูࢺンテスࢥࢢ
ᅋయの DVDࣂࢻスࢆ㘓㡢すࠋࡿ 
 
高ᰯ⥲ᩥ⚍マࠊ࡚࠸おయ育㤋ྜ⥲࣒ࢥ࣋
࣮チンࣂࢢンࢻ部㛛の講ホࠋࡿࡵົࢆ 

 
 
 
高◁ᕷ⥲ྜయ育㤋おࠊ࡚࠸高◁青松ロ࣮ࢱ 
ࢢദマ࣮チンࣈࣛࢡ࣮ࣜ in高◁のᑂᰝဨࢆ 
 ࠋࡿࡵົ
高◁ᕷ⥲ྜయ育㤋おࠊ࡚࠸高◁青松ロ࣮ 
ࢢദマ࣮チンࣈࣛࢡ࣮ࣜࢱ in高◁のᑂᰝဨ 
 ࠋࡿࡵົࢆ
ูᗓᅜ㝿ࢥン࣋ンࣙࢩンࢭン࣮ࢱおࠊ࡚࠸ 
ᕞマ࣮チンࢥࢢンテスࢺのᑂᰝဨࡵົࢆ 
 ࠋࡿ
 
㮵ඣ島ࢼ࣮ࣜおࠊ࡚࠸ᕞマ࣮チンࢥࢢ 
ンテスࢺのᑂᰝဨࠋࡿࡵົࢆ 
 
㣕㦌・ୡ⏺⏕άᩥࢭン࣮ࢱおࠊ࡚࠸ン 
 ࢆ㣕㦌ᆅ༊大のᑂᰝဨࢺンテスࢥルࣈンࢧ
 ࠋࡿࡵົ
 
బ㈡┴⥲ྜయ育㤋おࠊ࡚࠸బ㈡┴マ࣮チン 
 ࠋࡿࡵົࢆのᑂᰝဨࢺンテスࢥࢢ
 
㣕㦌・ୡ⏺⏕άᩥࢭン࣮ࢱおࠊ࡚࠸ン 
 ࢆ㣕㦌ᆅ༊大のᑂᰝဨࢺンテスࢥルࣈンࢧ
 ࠋࡿࡵົ
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・ጲ㊰ᕷ高➼学ᰯ྿ዌᴦ㐃┕ 
 ᑂᰝဨࢺ࣮ࢧンࢥルࣈンࢧン
 

・Ἀ⦖┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 Ἀ⦖┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺᑂᰝဨ 
 
・ጲ㊰ᕷ高➼学ᰯ྿ዌᴦ㐃┕ 

 ᑂᰝဨࢺ࣮ࢧンࢥルࣈンࢧン
 
・⚟岡┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 ⚟岡┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺᑂᰝဨ 
 
・Ἀ⦖┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 Ἀ⦖┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺᑂᰝဨ 
 
・ጲ㊰ᕷ高➼学ᰯ྿ዌᴦ㐃┕ 

 ᑂᰝဨࢺ࣮ࢧンࢥルࣈンࢧン
 
・⚟岡┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 ⚟岡┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺᑂᰝဨ 
 
・ጲ㊰ᕷ高➼学ᰯ྿ዌᴦ㐃┕ 

 ᑂᰝဨࢺ࣮ࢧンࢥルࣈンࢧン
 
・⚟岡┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 ⚟岡┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺᑂᰝဨ 
 
・Ἀ⦖┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 Ἀ⦖┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺᑂᰝဨ 
 
・ጲ㊰ᕷ高➼学ᰯ྿ዌᴦ㐃┕ 

 ᑂᰝဨࢺ࣮ࢧンࢥルࣈンࢧン
 
・Ἀ⦖┴྿ዌᴦ㐃┕ 
 Ἀ⦖┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺᑂᰝဨ 
 
・ጲ㊰ᕷ高➼学ᰯ྿ዌᴦ㐃┕ 

 ᑂᰝဨࢺ࣮ࢧンࢥルࣈンࢧン
・ᅄᅜ྿ዌᴦ㐃┕ 
 ᅄᅜマ࣮チンࢥࢢンテスࢺᑂᰝဨ 
 
・ጲ㊰ᕷ高➼学ᰯ྿ዌᴦ㐃┕ 

 ᑂᰝဨࢺ࣮ࢧンࢥルࣈンࢧン
 
・᪥本マ࣮チンࣂࢢンࢻ༠㝣ᨭ部 
 マ࣮チンࣂࢢンࢻ㝣大ᑂᰝဨ 
 
・ጲ㊰ᕷ高➼学ᰯ྿ዌᴦ㐃┕ 

 ᑂᰝဨࢺ࣮ࢧンࢥルࣈンࢧン
 

ᖹᡂ 25年 
1᭶ 14᪥ 
 
ᖹᡂ 25年 
9᭶ 22᪥ 
 
ᖹᡂ 26年 
1᭶ 12᪥ 
 
ᖹᡂ 26年 
6᭶ 15᪥ 
 
ᖹᡂ 26年 
9᭶ 15᪥ 
 
ᖹᡂ 27年 
1᭶ 12᪥ 
 
ᖹᡂ 27年 
6᭶ 14᪥ 
 
]ᖹᡂ 27年 
1᭶ 10᪥ 
 
ᖹᡂ 28年 
6᭶ 12᪥ 
 
ᖹᡂ 28年 
9᭶ 10᪥ 
 
ᖹᡂ 28年 
1᭶ 8᪥ 
 
ᖹᡂ 29年 
9᭶ 9᪥ 
 
ᖹᡂ 30年 
1᭶ 7 
ᖹᡂ 30年 
10᭶ 8᪥ 
 
ᖹᡂ 31年 
1᭶ 13᪥ 
 
令和元年 
11᭶ 4᪥ 
 
令和 2年 
1᭶ 12᪥ 
 

ጲ㊰ࣃルࢯࢼス࣮࣍ルおࠊ࡚࠸ンࢧンࣈ 
ルࢥンࢺ࣮ࢧのᑂᰝ講ホࠋࡿࡵົࢆ 
 
Ἀ⦖ࢥン࣋ンࣙࢩンࢭン࣮ࢱおࠊ࡚࠸Ἀ⦖ 
┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺのᑂᰝဨࠋࡿࡵົࢆ 
 
ጲ㊰ࣃルࢯࢼス࣮࣍ルおࠊ࡚࠸ンࢧンࣈ 
ルࢥンࢺ࣮ࢧのᑂᰝ講ホࠋࡿࡵົࢆ 
 
 ࢢ岡┴マ࣮チン⚟ࠊ࡚࠸おス⚟岡ࣞࣃンࢧ
 ࠋࡿࡵົࢆのᑂᰝဨࢺンテスࢥ
 
Ἀ⦖ࢥン࣋ンࣙࢩンࢭン࣮ࢱおࠊ࡚࠸Ἀ⦖ 
┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺのᑂᰝဨࠋࡿࡵົࢆ 
 
 ࣈンࢧンࠊ࡚࠸おのᕷ⥲ྜᩥ㤋ࡘࡓ
ルࢥンࢺ࣮ࢧのᑂᰝ講ホࠋࡿࡵົࢆ 
 
 ࢢ岡┴マ࣮チン⚟ࠊ࡚࠸おス⚟岡ࣞࣃンࢧ
 ࠋࡿࡵົࢆのᑂᰝဨࢺンテスࢥ
 
 ࣈンࢧンࠊ࡚࠸おのᕷ⥲ྜᩥ㤋ࡘࡓ
ルࢥンࢺ࣮ࢧのᑂᰝ講ホࠋࡿࡵົࢆ 
 
 ࢢ岡┴マ࣮チン⚟ࠊ࡚࠸おス⚟岡ࣞࣃンࢧ
 ࠋࡿࡵົࢆのᑂᰝဨࢺンテスࢥ
 
Ἀ⦖ࢥン࣋ンࣙࢩンࢭン࣮ࢱおࠊ࡚࠸Ἀ⦖ 
┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺのᑂᰝဨࠋࡿࡵົࢆ 
 
 ࣈンࢧンࠊ࡚࠸おのᕷ⥲ྜᩥ㤋ࡘࡓ
ルࢥンࢺ࣮ࢧのᑂᰝ講ホࠋࡿࡵົࢆ 
 
Ἀ⦖ࢥン࣋ンࣙࢩンࢭン࣮ࢱおࠊ࡚࠸Ἀ⦖ 
┴マ࣮チンࢥࢢンテスࢺのᑂᰝဨࠋࡿࡵົࢆ 
 
 ࣈンࢧンࠊ࡚࠸おのᕷ⥲ྜᩥ㤋ࡘࡓ
ルࢥンࢺ࣮ࢧのᑂᰝ講ホࠋࡿࡵົࢆ 
西᮲ᕷయ育㤋おࠊ࡚࠸ᅄᅜマ࣮チンࢥࢢン 
テスࢺのᑂᰝဨࠋࡿࡵົࢆ 
 
 ࣈンࢧンࠊ࡚࠸おのᕷ⥲ྜᩥ㤋ࡘࡓ
ルࢥンࢺ࣮ࢧのᑂᰝ講ホࠋࡿࡵົࢆ 
 
⚟井┴Ẹయ育㤋おࠊ࡚࠸マ࣮チンࣂࢢンࢻ 
㝣大のᑂᰝဨࠋࡿࡵົࢆ 
 
 ࣈンࢧンࠊ࡚࠸おのᕷ⥲ྜᩥ㤋ࡘࡓ
ルࢥンࢺ࣮ࢧのᑂᰝ講ホࠋࡿࡵົࢆ 
 

研  究  業  績  ➼    㛵  す  ࡿ    㡯 

ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼の
ྡ⛠ 

༢
ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪ
Ⓨ⾲のࡣ
年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼
ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ

⛠ 
ᴫ      せ 

（ⴭ書） 

㸽ᚋのࡿな࠺ 1

部άື  

 

 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ26年10

᭶21᪥ 

 

教育PRO 

 

 

ᚋの部άືࠊᇶࢆの⤒㦂ࡽ⮬ のあࡾ᪉࠸࡚ࡘ

⪃ᐹすࠋࡿ 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼の
ྡ⛠ 

༢
ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪ
Ⓨ⾲のࡣ
年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼
ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ

⛠ 
ᴫ      せ 

（学⾡ㄽᩥ） 

1 ᪥本おࡿࡅマ

࣮チンࢢのᮍ᮶

ീ 

 

2 ᪂し࠸ᡴᴦჾ⦎

⩦ἲ 

 

 

3 ᪂し࠸マ࣮チン

 ᣦᑟἲࢢ

 

 

4 マ࣮チンࢢお

ᇶ本ືసのࡿࡅ

ຠ⋡ⓗ⦎⩦ἲ 

 

5 ス࣮ࢡルࣂンࢻ

ᣦἲࡿࡅお

 の一⪃ᐹ

 

6 ₇ዌのጉࡆな

ࡀୖ）㐣⥭ᙇࡿ

ࡘの㍍ῶ（ࡾ

 ࡚࠸

 

7 ពḧⓗࡾྲྀ⤌

⛉の㡢ᴦࡵࡓࡴ

ᣦᑟἲの一⪃ᐹ 

 

8 ᪂し࠸௦ྥ

か࠺㚷㈹教育 

 

9 㡢ᴦ教⛉おࡅ

ᐇ㊶ⓗྜዌᣦࡿ

ᑟἲ 

 

 

（研究ࢺ࣮ࣀ） 

1 部άືの⤒Ⴀ

 研究ࡿ㛵す

 

 

2  㡢ᴦ⛉おࡿࡅ

ྜၐのࡵࡓのⓎኌ⦎

⩦ἲ 

 

 

ඹⴭ 

 

 

 

༢ⴭ 

 

 

 

༢ⴭ 

 

 

 

༢ⴭ 

 

 

 

༢ⴭ 

 

 

 

ඹⴭ 

 

 

 

 

ඹⴭ 

 

 

 

ඹⴭ 

 

 

ඹⴭ 

 

 

 

 

 

༢ⴭ 

 

 

 

ඹⴭ 

 

 

ᖹᡂ 25年 3

᭶ 

 

 

ᖹᡂ 26年

12᭶ 1᪥ 

 

 

ᖹᡂ 27年

12᭶ 1᪥ 

 

 

ᖹᡂ 28年 3

᭶ 19᪥ 

 

 

ᖹᡂ 28年

12᭶ 1᪥ 

 

 

ᖹᡂ 31年 3

᭶ 10᪥ 

 

 

 

ᖹᡂ 31年 3

᭶ 

 

 

令和元年 

9᭶ 

 

令和 2年 

3᭶ 

 

 

 

 

ᖹᡂ 29年 3

᭶ 10᪥ 

 

 

令和元年 

9᭶ 

 

 

⎔太ᖹὒ大学研究紀

せ 2012 年度 vol.2 
(➨ 7 ྕ) 
 

人間教育学研究➨ 2

ྕ 

 

 

人間教育学研究➨ 3

ྕ 

 

 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨

㸲㞟 

 

 

人間教育学研究➨ 4

ྕ 

 

 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨

10㞟 

 

 

 

ዉⰋ学ᅬ大学オンࣛ

ル➨㸰ࢼャ࣮ࢪン

ᕳ➨ 2ྕ 

 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨

11㞟 

 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨

12㞟 

 

 

 

 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨

6㞟 

 

 

ዉⰋ学ᅬ大学オンࣛ

ル人間ࢼャ࣮ࢪン

教育 ➨㸰ᕳ➨㸶ྕ 

 

᪥本⊂⮬のマ࣮チンࠊ࡚ࡘࢢᚋの᪉

ྥᛶࢆ⪃ᐹしࠊᥦゝすࠋࡿ 

 

 

教育⌧ሙおࡿࡅᡴᴦჾのᢏ⾡ࡾࡼࠊࢆ

▷間ࡃࡼ⋠⬟⩦ᚓすࡿ᪉ἲࢆᥦゝ

すࠋࡿ 

 

᪥本おࡿࡅマ࣮チンࢢの⌧≧᳨ࢆド

しࠊᝏしࡁ᪤ᡂᴫᛕࢆ㝖すࡵࡓࡿのᣦ

ᑟἲࢆ⪃ᐹすࠋࡿ 

 

ᚑ᮶のᴫᛕࠊࡎࢀࢃࡽ教育⌧ሙお

ドしᥦ᳨ࠊ࡚࠸ࡘຠ⋡ⓗなᣦᑟἲࡿࡅ

ゝすࠋࡿ 

 

木⟶ᴦჾ・金⟶ᴦჾ・ᡴᴦჾの▷間⦎

⩦ἲྜࠊዌᣦᑟおࡿࡅຠᯝⓗなᣦ

ἲࢆ⪃ᐹすࠋࡿ 

 

ゝࠕ࠺あࡾࡀ᳨࡚ࠖ࠸ࡘドしࠊ

㡢ᴦの授業ࢆ㏻し࡚ࠊ㐣⥭ᙇࢆ㍍ῶすࡿ

᪉ἲࢆᥦゝすࠋࡿ 

 

 

㡢ᴦの授業おࡿࡅḷၐᣦᑟ・ྜၐᣦᑟ

の㞴し᳨ࢆࡉドしࠊ⏕ᚐの⮬ᛶࢆ高ࡵ

 ࠋࡿᐹす⪄ࢆのᣦᑟἲࡵࡓࡿ

 

㚷㈹教育のᐇែࠊ࡚࠸ࡘၥ㢟ᥦ㉳ඹ

 ࠋࡿᐹす⪄࡚࠸ࡘᚋの᪉ྥᛶࠊ

 

ᇶ本⦎⩦ࢆ᰾しࠊࡓຠ⋡ⓗなჾᴦᣦᑟ

のあࡾ᪉࡚࠸ࡘ⪃ᐹすࠋࡿ 

 

 

 

 

中学ᰯおࡿࡅ部άື⤒Ⴀࠊ大学⏕の

♫ᛶࢆ高ࡵࡓࡿࡵの⤌⧊࡙ࢆࡾࡃẚ

㍑しࡑࠊの㛵㐃ᛶࢆ研究すࠋࡿ 

 

▷ᮇ間࡛ຠᯝⓗなᣦᑟἲࠊ࡚࠸ࡘᐇ㊶

⤖ᯝࡶࢆᥦゝすࠋࡿ 

 

人間－19



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼の
ྡ⛠ 

༢
ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪ
Ⓨ⾲のࡣ
年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼
ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ

⛠ 
ᴫ      せ 

（⦅᭤）     

1. ឡ┴❧原高

➼学ᰯᡴᴦჾ 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ24年㸴᭶ 
 

ឡ┴❧原高➼学

ᰯ㡢ᴦ部 
 

元⚘௦ࢆテ࣮ママ࣮チンࢆࢢᵓᡂࠋ 

 ᪥ࠋ࠺⾜ࢆの⦅᭤ࢺࢵࣆンࣙࢩࢵカ࣮ࣃ

本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ 

༠ദ➨ 3ᅇマ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼ᅜ㝿大 

おࠊ࡚࠸金㈹ཷ㈹ࠋ 
 

（オࣜࢼࢪルマ࣮チ

ンࢥࢢンテไస） 
    

1. ឡ┴❧原高

➼学ᰯ྿ዌᴦ部 

 

 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ22年8᭶ 

 

ឡ┴❧原高➼学

ᰯ྿ዌᴦ部 

 

྿ዌᴦ᭤ࠕ元⚘ࠖࢆテ࣮ママ࣮チンࢢ 

 ルࢼࢪオࣜ㇟ᑐࢆ21ྡࠋᵓᡂ・₇ฟࢆ

のステ࣮ࢪマ࣮チンࢥࢢンテࢆไసࠋ᪥ 

本マ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ 

༠ステ࣮ࢪマ࣮チンࢢᅜ大優 

おࠊ࡚࠸⚽㈹ཷ㈹ࠋ 

 

2. ឡ┴❧原高

➼学ᰯ྿ዌᴦ部 

 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ23年4᭶ 

 

ឡ┴❧原高➼学

ᰯ྿ዌᴦ部 

 

྿ዌᴦ᭤ࠕ元⚘ࠖࢆテ࣮ママ࣮チンࢢ 

 ルࢼࢪオࣜ㇟ᑐࢆ28ྡࠋᵓᡂ・₇ฟࢆ

のマ࣮チンࢥࢢンテࢆไసࠋ᪥本マ࣮チ 

ンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠➨ 2 

ᅇマ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼ᅜ㝿大ฟሙࠋ 

 

3. ឡ┴❧原高

➼学ᰯ྿ዌᴦ部 

 

 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ24年4᭶ 

 

ឡ┴❧原高➼学

ᰯ྿ዌᴦ部 

 

྿ዌᴦ᭤ࠕ⣚⅖の㫽ࠖࢆテ࣮ママ࣮チ 

ンࢆࢢᵓᡂ・₇ฟࢆ25ྡࠋᑐ㇟オࣜࢪ 

 ᪥本マࠋไసࢆンテࢥࢢルのマ࣮チンࢼ

࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼・ࢺࣂンࣜ࣡ࢺンࢢ༠ 

➨ 3ᅇマ࣮チンࢢ㺨㺼㺻㺢㺼ᅜ㝿大お࠸ 

 ࠋ金㈹ཷ㈹ࠊ࡚

 

4. 松山ᕷ❧ὠ田中

学ᰯ྿ዌᴦ部 

 

 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ24年6᭶ 

 

松山ᕷ❧ὠ田中学ᰯ

྿ዌᴦ部 

 

 

 テ࣮マࢆ࣮テࣇࣛࢢカン࣓ࣜ

マ࣮チンࢆࢢᵓᡂ・₇ฟࢆ37ྡࠋᑐ㇟ 

オࣜࢼࢪルのマ࣮チンࢥࢢンテࢆไస 

 ࠊ᪥本྿ዌᴦ㐃┕・ᮅ᪥᪂⪺♫ദࠋ

➨ 25ᅇ᪥本マ࣮チンࢥࢢンテスࢺ 

おࠊ࡚࠸㖟㈹ཷ㈹ࠋ 

 

5. ୕㔜┴❧┦ྍ高

➼学ᰯ྿ዌᴦ部 

 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ24年7᭶ 

 

୕㔜┴❧┦ྍ高➼学

ᰯ྿ዌᴦ部 

 

 ᵓࢆࢢマ࣮チンテ࣮マࢆカࣜࣇ

ᡂ・₇ฟࢆ45ྡࠋᑐ㇟オࣜࢼࢪルのマ 

࣮チンࢥࢢンテࢆไస୕ࠋ㔜┴྿ዌᴦ㐃 

┕Ⓨ㊊௨᮶ึࠊのᅜ大ฟሙࢆᯝࡓ 

すࠋ᪥本྿ዌᴦ㐃┕・ᮅ᪥᪂⪺♫ദࠊ 

➨ 25ᅇ᪥本マ࣮チンࢥࢢンテスࢺ 

おࠊ࡚࠸㖟㈹ཷ㈹ࠋ 

 

6. 大㜰ᕷ❧中学

ᰯ྿ዌᴦ部 

 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ25年㹼29

年 

 

大㜰ᕷ❧中学ᰯ྿

ዌᴦ部 

 

ᵓᡂ・₇ࢆࢢマ࣮チンテ࣮マࢆࢬャࢪ

ฟࠋ 

᪥本྿ዌᴦ㐃┕・ᮅ᪥᪂⪺♫ദࠊ 

᪥本マ࣮チンࢥࢢンテスࢺ 4ᅇฟሙ 

しࠊ優⚽なᡂ績ࢆࠋࡿࡵ 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼の
ྡ⛠ 

༢
ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪ
Ⓨ⾲のࡣ
年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼
ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ

⛠ 
ᴫ      せ 

7. ᖹᡂ30年度ᅜ

高➼学ᰯ⥲ྜయ

育大ࠕ東ᾏ⥲

యࠖ㛤ᘧ 

༢ⴭ ᖹᡂ30年7᭶ 
୕㔜┴高➼学ᰯྜྠ

 ࢻンࣂ

ᖹᡂ 30年度ᅜ高➼学ᰯ⥲ྜయ育大 

 ࠊ࡚࠸おン㛤ᘧ東ᾏ⥲యࠖの࣓ࠕ

マ࣮チンࢥࢢンテࢆసᡂしࠊステ࣮ࢪの 

₇ฟࠋࡿࡵົࢆ 
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教  育  研  究  業  績  書 

令和 2 年 3 ᭶ 31 ᪥    

                                      Ặྡ     金山 憲正           

研   究   ศ   野 研 究 ෆ ᐜ の ࢻ ࣮ ࣡ ࣮ ࢟  

⟬ᩘ⛉教育ἲ 

 研究ࡿ㛵すᣦᑟෆᐜࡿࡅお⛉ᩘ⟭

ၥ㢟ゎỴ学⩦のᣦᑟ㐣⛬㛵すࡿ研究 

ᣦᑟ᪉ἲ㛵すࡿ研究  

教  育  ୖ  の  ⬟  ຊ    㛵  す  ࡿ    㡯 

       㡯 年᭶᪥ ᴫ           せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

㸯㸬マルチ࣓ࢆࢹࡓࡗၥ㢟ゎỴሙ㠃おࡿࡅ
ぢ㏻しࢆᣢࡵࡓࡿࡏࡓの㐺ษなຓゝのあࡾ᪉
ၥ㢟ゎỴᆺの授業のᐇ㊶᪉ἲ 

ᖹᡂ 19年 4᭶ 
  㹼 
ᖹᡂ 26年 3᭶ 

㏆␥大学㝃ᒓᑠ学ᰯᗂ⛶ᅬの教ဨᑐし࡚ࠊ
VIDEO PowerPoint࡛の྿ࡁฟしのື⏬ࢆしࡓ
マルチ࣓ࢆࢹά⏝し࡚྿ࡁฟしのᙧ࡛ᥦ♧すࡿ
᪉ἲ࡛ࠊẖ᭶の研ಟおࠕ࡚࠸ၥ㢟ゎỴᆺの授業
࠸ࡽࡡࡿࢀධࡾྲྀࢆ ᇶ本ⓗな学⩦ẁ㝵ࠕࠖ ㄢ㢟のࠕࠖ
ྫྷᥦ♧の᪉ ᪉ࡏࡓぢ㏻しのᣢࠕࠖ ࠸ࡼࡾࡼࠕࠖ
ゎỴ࡚ࡅྥの㞟ᅋ࡛のヰしྜ࠸のሙのᣢࡏࡓ᪉ࠖ
なࢆ教ဨの⩦⇍度࡚ࡏࢃྜゎㄝ࠸࡚ࡆୖࡳ✚ࢆ
ලయࢆබ㛤授業ࡿࢀࢃ⾜ྠࠊࡓࡲࠋࡓࡗ
し࡚ࠊᮃࡲし࠸授業ᒎ㛤ࢆすࡵࡓࡿの教師のᙺ
࡛ࢺン࣏࣮࣡ࣃࡀ教ဨࠋࡓࡗ⾜ࢆのᣦᑟ࡚࠸ࡘ
のࣙࢩ࣮࣓ࢽンࢆసᡂしࠊᣦᑟ࡛ຠᯝⓗά⏝࡛
 ࠋࡓࡗな࠺ࡼࡿࡁ
（㏆␥大学㝃ᒓᑠ学ᰯ࡛のᰯ㛗し࡚のᐇ績） 

㸰㸬ICT ᢪࢆࢪ࣮࣓࡚࠸ࡘᅗᙧࡸά⏝し࡚ᩘࢆ
かࡑࠊࡏのᇶ本ᴫᛕの⌮ゎ࡚ࡵ῝ࢆᑠ学ᰯ⟬ᩘᣦ
ᑟのࡵࡓの教ᮦศᯒࡀⓗ☜࠺ࡼࡿ࠼⾜すࡿ
 ㊶ᐇࡓࡗ≻ࢆࡇ

ᖹᡂ 26年 4᭶ 
  㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉ 1 年次⏕の
学⏕⣙ 120 学教育の教ᮦ研究のᩘ・ᩘ⟭ࠊᑐしྡ
ᇶ┙ࢆ育ᡂすᩘࠕࡓࡗࡽࡡࢆࡇࡿの⌮ゎࠖの講⩏
ෆໟࠊ特ࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟࡓά⏝しࢆICTࠊ࡚࠸お
㔞のᴫᛕࡸᅗᙧᴫᛕࠊ 㔞ࡸ⤫ィなࢪ࣮࣓すࡿ
࡚࠸ࡘෆᐜࡿな㞧↹ࡀ⌮ฎࡸෆᐜ࠸㞴しࡀࡇ
のᣦᑟの㝿ࡣ㔜Ⅼⓗ ICT ࡗ⾜ࢆ⩏講ࡓά⏝しࢆ
ᅗᙧのᴫᛕᙧᡂࡸ㔞ᩘࡀࡿあࡣάື࡛ࣉル࣮ࢢࠋࡓ
のᣦᑟお࡚࠸ຠᯝⓗな ICT のά⏝᪉ἲࢆᕤ夫しࠊ
ᶍᨃᐇ㊶࡛ࡲ࠺ࡼࡿ࠼⾜ࡀなࠋࡓࡗ 
（ዉⰋ学ᅬ大学ᩘࠕの⌮ゎࠖのᐇ㊶） 

㸱㸬ࢡテࢽ࣮ࣛࣈンࢢのᙧែ࡛学⏕┦ࡀㄢ㢟
ロ࣮チ࡛ၥࣉከᵝなࡶᑐし࡚༠ാ学⩦の
㢟ゎỴᆺの授業のあࡾ᪉ࢆ㏣ồし࡚ࢆࡇࡃ࠸
 ㊶ᐇࡓࡗࡽࡡ

 

ᖹᡂ 27年 4᭶ 
  㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉㸰年次⏕の
学⏕⣙ 120 ၥ㢟ゎỴάືయⓗࡀ子౪ࠊᑐしྡ
ࡘのᣦᑟ᪉ἲࡑの授業ᵓᡂࡵࡓࡃ࠸᥎㐍し࡚ࢆ
ゎす⌮ࡳ⤌ࡾྲྀ࡚ࡗᣢࢆၥ㢟ព㆑ࡀ学⏕⮬㌟ࠊ࡚࠸
㊶ᐇࢆᣦᑟἲࠖの授業⛉ᩘ⟭ࠕの࡚ࡗࡽࡡࢆࡇࡿ
しࠋࡓ授業の⎔ቃᩚഛし࡚ࠕ⟬ᩘ⛉ᣦᑟἲࠖの特
タࢆࢪ࣮࣒࣮࣌࣍タࡇࡑࡅ๓ㄢ㢟ࡸ学⏕かࡽの
㉁ၥ㡯ࢆ記載すࡿḍࡶタࣜࡅル࡛࣒ࢱ࠸の
ሗࡀඹ᭷࡛࠺ࡼࡿࡁし࡚授業のᐇࡊࡵࢆし
సࢆᣦᑟࠊᐃしࢆの授業࡚࠸ࡘ㔜Ⅼ教ᮦࠋࡓ
ᡂし࡚のᶍᨃ授業のᐇࢀࡑᑐすࡿホ౯࠸⾜ࢆ
ᨵ善࡚࠸ࡘ学⏕間࡛ヰしྜ࠺ࡼࡿ࠼なࠋࡓࡗ 
（ዉⰋ学ᅬ大学ࠕ⟬ᩘ⛉ᣦᑟἲࠖのᐇ㊶） 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書ࠊ教ᮦ   

㸯㸬ࠕᛮ⪃ຊࣉࢵのࡵࡓの⟬ᩘⓗάືࠖ 
                 【ᥖ】  

ᖹᡂ 26年 4
᭶㹼 

⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉お࡚࠸ 
1 年次⏕ 120 の⌮ゎᩘࠕࡓし㇟ᑐࢆྡ 2ࠊࠖ 年次⏕
ࠋ⏝ᣦᑟἲࠖの授業࡛⛉ᩘ⟭ࠕࡓし㇟ᑐࢆ110ྡ
⟬ᩘⓗάືࡀ㔜どࡿࢀࡉ⫼ᬒࢆ学⩦ᣦᑟせ㡿ࣆ
あᣦᑟ࠺ࡼの࡚࠼ࡲ㋃ࢆのᚰⓗάືㄝ࢙ࢪ
ࢺン࣏㝿し࡚の⌧のලࡑࠊゎㄝしࢆかࡁࡿࡓ
 ࠋࡿの࡛あࡶࡓࡵࡲ࡚ࡆあࢆලయⓗなࢆ
特ࠕࠊ⟬ᩘ⛉ᣦᑟἲ 授ࠖ業おࡣ࡚࠸ලయⓗの
中かᩘࡽࢡࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ࡘࡘࡎテࣛࣈ 
 ࡿࡵ῝ࢆの⌮ゎ࡚࠸ࡘ᪉ᘧ࡛᧯సⓗάືࢢンࢽ࣮
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࡚ࡁ㐩ᡂ࡛ࢆ࠸ࡽࡡのࡑࠊ⏝しຠᯝⓗ࡛࠸ࡽࡡ
 ࠋࡿ࠸

㸰㸬ࠕά⏝ࢆ㔜どしࡓ⟬ᩘ⛉の授業ࠖ 
                 【ᥖ】 

ᖹᡂ 26年 4
᭶㹼 

⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉お࡚࠸  
1年次⏕  の⌮ゎࠖの授業࡛ᩘࠕࡓし㇟ᑐࢆ120ྡ
⏝ࡣ࡛ࡇࡇࠋ⮬ᕫຠຊឤࠊᡂຌឤࢆࡿࡏࢃࢃ 
┬ⓗᛮ⪃άືࢆᕤ夫ᨵ善す࣏ࡵࡓࡿンࢺなࡿ 
༢元間の㛵㐃ᛶⓎᒎᛶࢆ⌮ゎࡶࡿࡏࡉ教ᮦ 
ศᯒの㔜せᛶࢆࢀࡑⓗ☜ࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜㈨㉁ 
 ࠊࡾの࡛あࡶࡓし࡚సᡂしࡊពᅗし࡚ࢆࡇ࠺㣴ࢆ
授業の࠸ࡽࡡᑐᛂࡏࡉ㝶ᡤ࡛⏝しࠋࡓ知㆑・ᢏ 
⬟なࡣά⏝ࢆ㏻し࡚ᐃ╔しࠊᐃ╔しࡓ知㆑・ᢏ⬟ 
なかࡽά⏝࡛࠺ࡑࡁなࡶのࢆぢࡿࡅࡘ学⩦άືの 
㔜せᛶẼ࡙かࡵࡓࡿࡏຠᯝࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀୖࡀ 

㸱㸬ࠕ学ຊㄪᰝ⤖ᯝࢆ授業ᨵ善⏕かすྲྀࠖࡳ⤌ࡾ 
                 【ᥖ】 

ᖹᡂ 27年 4᭶ 

㹼 

⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉お࡚࠸ 
㸰年次⏕  ᣦᑟἲࠖの授⛉ᩘ⟭ࠕࡓし㇟ᑐࢆ120ྡ
業࡛⏝ࠋᣦᑟホ౯ࡣ一యのࡶの࡛あࠊࡾඣ❺の 
学ຊྥୖࢆ☜ᐇすࡣࡵࡓࡿⓗ☜ඣ❺のᐇែࢆ 
ᢕᥱすࡀࡇࡿ大๓ᥦなࡑࠊࡾのࡵࡓの学ຊㄪᰝ 
 の࡛ࡶࡓࡵࡲ࡚࠸ࡘか࠸Ⰻࡤ࠼なࡇおか࠸ࢆ
あࠋࡿ授業࡛ࡣࠕၥ㢟సᡂのᚰᵓ࠼  ほⅬホ౯ࠕࠖ
㡯目のタᐃࠖなၥ㢟సᡂ㛵すࡿ␃ព㡯⤖ᯝ 
ฎ⌮のὶࡸࢀά⏝ἲ㛵すࡿ␃ព㡯ࢆ⌮ゎࡿࡏࡉ 
㝿⏝しࠊ授業の࠸ࡽࡡ㐩ᡂ࡚ࡅྥຠᯝά⏝ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛

㸲㸬ࡽࡃࡘࢆ࠸᎘ᩘ⟭ࠕな࠸授業ࠖ 
                 【ᥖ】 

ᖹᡂ 27年 4᭶ 

㹼 

⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉お࡚࠸ 
㸰年次⏕  ᣦᑟἲࠖの授⛉ᩘ⟭ࠕࡓし㇟ᑐࢆ120ྡ
業࡛⏝ࠋ⟬ᩘの学⩦࡚ࡘのඣ❺ンࢺ࣮ࢣ⤖ᯝ 
 ࡇࡿศᯒすࢆの⌮由ࠖ࠸᎘ࠕࠖࡁዲࠕࡿࡅお
かࠊࡽ授業ἲのၥ㢟Ⅼࢆ᥈ࡾࡼࡾᮃࡲし࠸授業ᒎ㛤 
ࠖࡁዲࠕࠊࡓࡲࠋࡓ授業ሙ㠃࡛⏝しࡿࡏࡉ࠼⪄ࢆ
ࡾ授業సࡓ㔜どしࢆᚰ㠃ࡿᕥྑすࢆࠖ࠸᎘ࠕ
テࢽ࣑ࣗࢥࡸࡾ学⣭సࡿな༠ാ学⩦のᅵಥࠊࡶ
࡚࠸お授業ࡿᅗࢆの⌮ゎ࡚࠸ࡘの㔜せᛶࡾస
ン⬟ຊࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㏻し࡚ࢆ授業ࠋࡓ⏝しࡶ
╔ᒎ㛤のᕤ夫なࡸࡾの⎔ቃసࡵࡓࡃ࠸࡚ࡵ高ࢆ
目し࡚ᣦᑟࢆసᡂ࡛࠺ࡼࡿࡁなࠋࡓࡁ࡚ࡗ 

㸳㸬ᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ育ᡂすࡿ⟬ᩘ授業 
                 【ᥖ】 

ᖹᡂ 27年 4

᭶ 

㹼 

⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉お࡚࠸ 
㸰年次⏕  ᣦᑟἲࠖの授⛉ᩘ⟭ࠕࡓし㇟ᑐࢆ120ྡ
業࡛⏝ࠋᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ育ᡂすࡿ⟬ᩘ 
授業の㐀ࡑࠊ࡚ࡅྥの᥎㐍ຊなࡿ学⩦ពḧ 
╔目し࡚యⓗなάືࡀಖ㞀ࡿࢀࡉ授業ᒎ㛤のあࡾ 
᪉ࡶࡓࡵࡲࢆの࡛あࠋࡿ授業࡛ࡣᣦᑟෆᐜの⣔⤫ 
ᛶࢆ㋃ࡶࡿ࠼ࡲⓎ㐩ᚰ⌮学㠃ࡶ⪃៖ධࡓࢀ 
 ᚰࢆ授業ᒎ㛤ࡓᐃしࢆ┦のάືのᵝࠖࡉしࡽ㹼ࠕ
 ࡇࡃ࠸ᒎ㛤し࡚ࢆయⓗなゎỴάືࡀࡇࡿࡅࡀ
 ᶍᨃ授業のࡓព㆑しࢆࢀࡑࠊࡏẼ࡙かࡇࡿな
ᣦᑟసᡂの㝿⏝し࡚ཧ⪃ࠋࡓࡏࡉ本教ᮦࢆ 
⏝すࠊࡾࡼࡇࡿᣦᑟෆᐜ㠃Ⓨ㐩ᚰ⌮学ⓗな 
㠃の୧㠃かࡽ授業ࢆ㐀し࡚࠺ࡇ࠸すࡿጼໃࡀ 
ぢ࠺ࡼࡿࢀࡽなࠋࡿ࠸࡚ࡗ 

㸴. ᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ育ᡂすࡿ⟬ᩘ授業の 

ཧ⪃ᣦᑟ㞟 

 （ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍⛉ᩘ⟭）

  

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部Ⓨ⾜ 

ᖹᡂ 27年 4

᭶ 

 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉お࡚࠸ 

㸰年次⏕  ᣦᑟἲࠖの授⛉ᩘ⟭ࠕࡓし㇟ᑐࢆ120ྡ

業࡛⏝ࠋᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ育ᡂすࡿ授業 

の㐀ࠊ࡚ࡅྥᵝࠎな授業ᒎ㛤のあࡾ᪉ࡵࡲࢆ 

 ࡓព㆑しࢆయⓗなゎỴάືのᒎ㛤ࠋࡿの࡛あࡶࡓ

授業ᣦᑟసᡂの㝿のཧ⪃ࠋࡓࡏࡉ 

 ᩘ⟭ࠕࡣᣦᑟࡓࢀࡉసᡂ࡚ࡅཷࢆᣦᑟ࠺ࡼのࡇ

⛉ࠖᑓ⏝ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ᥖ載ࡇࡶ࡛ࡘ࠸ࠊࢀࡉか 

 教特ࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿし࡚⏝すཧ⪃㈨ᩱࡶ࡛ࡽ

育ᐇ⩦中の学⏕ዲホࠋࡓࡗࡔ 
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㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

㸯㸬㏆␥大学学㛗ࡿࡼホ౯ 
     

ᖹᡂ 23年 3᭶
14᪥ 

㏆␥大学㝃ᒓᑠ学ᰯᰯ㛗し࡚⊂⮬の㝃ᒓᑠ学ᰯ
の授業ほཬࡧ授業スࢱルのぢ┤しࠊᇶ♏・ᇶ本の
学ຊࢆ育ᡂすࡵࡓࡿのᣦᑟࡊࡵࢆしࡓ教育ᨵ㠉ࢆ⾜
チン࣮テ࣒チ࣮ࠊ度ู学⩦ᣦᑟ⇍⩦ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ
࠸ࡘ᪉なࡾᣦᑟのあࡓࡌᛂಶࠊᣦᑟࡿࡼࢢ
࡚の⌧職教育ࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの⤖ᯝࠊᅜ学ຊᐇែㄪ
ᰝおࡶ࡚࠸子ࡶの学ຊࡀⴭしࡃఙࡇࡓࡧかࡽ
の教育㛵ಀ⪅ࡸಖㆤ⪅かࡶࡽ高࠸ホ౯ࢆᚓࡿ
 ࠋࡓࡅཷࢆ㸿ࠖホ౯ࠕࡶ࡚࠸お人ホ౯ࠊࡶ

㸰㸬ዉⰋ学ᅬ大学᥇⏝の学㛗ホ౯ ᖹᡂ 25年 8᭶ 12 年間のබ❧学ᰯᰯ㛗6ࠊ 年間の㏆␥大学㝃ᒓᑠ学
ᰯᰯ㛗し࡚の学ᰯ⤒Ⴀの⤒㦂ᐇ績ࡣࡽࡉࠊ
大㜰ᕷ教育ጤဨ任ᣦᑟࠊ大㜰ᕷᑠ学ᰯ教育
研究⟬ᩘ部部㛗11ࠊ年間ࡿࡓࢃ大㜰教育大学教
育学部࡛㠀ᖖ講師し࡚⟬ᩘ教育のᣦᑟ㈉⊩し
教ࠊࡓࡲࠋࡓࡅཷࢆホ౯࠸ᑐし࡚高ᐇ績㦂⤒ࡓ
育ᑐすࡿ⇕ពୖྥᚰ㛵し࡚ࡶ高࠸ホ౯ಙ㢗
 ࠋࡓᚓࢆ

㸱㸬ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部ᖹᡂ㸰㸷年度ᚋᮇ学
 授業ホ౯ࡿࡼ⏕

ᖹᡂ 29年 2᭶ 1 年次⏕ 120 ྡの学⏕ࡀᑐ㇟のᩘࠕの⌮ゎࠖの講⩏
ICTࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿᑐす ࡓά⏝しࢆ
講⩏の㐍ࡵ᪉ᑐし࡚ࠕࠊㄝ明ࡀศかࡸࡾすかࠖࡓࡗ
ࠖࡓࢀࡽࡌឤࡀពḧࡸព⇕ࡿᑐすඛ⏕の授業ࠕࠊ92%
94㸣ࠖࡓࡗの࡛あࡶࡃ࠸ぢ࡚満㊊のⓗྜ⥲ࠕࠊ94%
なࡶࢀࡎ࠸ 90%௨ୖのᅇ⟅⤖ᯝ࡛ࠊ学⏕ࡀ高࠸満
㊊度ࢆឤࡿࡌ授業ࡿࡁุ࡛᩿ࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ㞟ィ
⤖ᯝࢆᚓ࡚ࠋࡿ࠸ 

㸲㸬ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部ᖹᡂ㸰㸷年度ᚋᮇ学
 授業ホ౯ࡿࡼ⏕

ᖹᡂ 29年 7᭶ 㸰年次⏕ᑐすࡿ๓ᮇのࠕ⟬ᩘ⛉ᣦᑟἲࠖの講⩏
 ࠊの⤖ᯝࢺ࣮ࢣン学⏕の授業ホ౯ࡓᐇし࡚࠸ࡘ
ࢀࡑࠊᥦ♧しࢆㄢ㢟ά⏝し࡚๓ࢆࢪ࣮࣒࣮࣌࣍
⩏講ࡓࡵᙧᘧ࡛㐍ࢢンࢽ࣮ࣛࣈテࢡ࡚࠸ࡘ
ᑐし࡚ࡇࠕࠊの授業ᑐすཷࡿ講ពḧࡣ高かࠖࡓࡗ
94㸣ࠕࠊㄝ明ࡀศかࡸࡾすか95ࠖࡓࡗ㸣ࠕࠊඛ⏕の授
業ᑐすࡿ⇕ពࡸពḧࡀឤࠕࠊ94%ࠖࡓࢀࡽࡌ⥲ྜⓗ
93㸣なࠖࡓࡗの࡛あࡶࡃ࠸ぢ࡚満㊊の 90%௨ୖ
のᅇ⟅⤖ᯝな࡚ࡗおࠊࡾᐇឤࡀあࡓࡗ授業ุ
 ࠋࡿ࠸ᚓ࡚ࢆホ౯ࡿࡁ࡛᩿
 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

㸯㸬㏆␥大学㝃ᒓᑠ学ᰯᰯ㛗し࡚のᐇ績 
 
 ・西᪥本⚾学ᑠ学ᰯ㐃┕ദの研究大のሙᰯ 
 ⾲し࡚Ⓨ  
       （ᖹᡂ 23年 5᭶ ཧ加⪅ 1100ྡ） 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 19年 4᭶ 
  㹼 
ᖹᡂ 25年 3᭶ 
 
 
 

㏆␥大学㝃ᒓᑠ学ᰯᰯ㛗し࡚ࠊࡓࡲࠊ学ຊྥୖ
教ࡿࢀࢃ⾜ẖ㐌ࠊし࡚⪅教ဨの㈨㉁ྥୖの㈐任
ဨ研ಟおࠊ࡚࠸教師ᑟの学⩦ᣦᑟかࡽඣ❺
యの学⩦ᣦᑟの㌿ࢆ目ᣦしࡓ授業㐀のࡵࡓ
ゎㄝࠋࡓࡗ⾜ࢆ授業సࡾのᅵྎなࡿ学⣭సࡘࡾ
ル࣮ࢢࠊしࢆ⏝し࡚講ヰࢆࢺス࢟テࡓసᡂし࡚࠸
教ဨの㈨㉁のྥୖࢀධࡾྲྀࢆンࣙࢩࢵスカࢹࣉ
ࠊྠࡓࡲࠋࡓࡗᅗࢆ ࠊᑐしスの㝃ᒓᗂ⛶ᅬࣃャン࢟
ᑠ学ᰯࢆぢᤣࡓ࠼ᗂඣᮇおᩘࡿࡅⓗなᴫᛕࡘ
 ࠋࡓᣦᑟしࡶ࡚࠸

㸰㸬㸰㸮㸯㸮㏆␥大学බ㛤講ᗙ おࡿࡅ講師 
 学ᰯ教育ࠖຊ࠸ࡓ育࡚࡛ᩘ⟭ࠕ 
 （ᑐ㇟㸸ಖㆤ⪅ཬࡧᆅᇦఫẸ ཧ加⪅ 120ྡ） 
 
 
 

ᖹᡂ 22年 8᭶
28᪥ 
 
 
 
 
 

 ㌟⮬ࡶ子ࠕࡸすᙺࠖࡓၥ㢟ゎỴᆺの学⩦のᯝࠕ
 ㏻ࢆලయ࡚࠸ࡘࠖ⩦学ࡃ࠸ฟし࡚ࡾࢆᩘ⟭ࡀ
し࡚⤂介しࠋࡓࠊ᪥本の⟬ᩘ教育ࡀ目ᣦす᪉ྥ 
学⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞの⫼ᬒࡑࠊ࡚࠸ࡘのࡘ࠸ࡽࡡ 
 ・ᇶ♏ⓗ・ᇶ本ⓗな知㆑ࠊの中࡛ࡑࠋࡓ講₇し࡚࠸
ᢏ⬟の⩦ᚓᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊの育ᡂの㛵㐃ࡶゐࢀ 
 ࠋࡓゎㄝし࡚࠸ࡘの㔜せᛶࢀࡒࢀࡑ

㸱㸬᪂⟬ᩘ教育研究ദ・➨ 34ᅇ࣮ࢼ࣑ࢭ講師 
 ᐇ㊶ୖのㄢ㢟ࠖࡿࡅお᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ࠕ
（ᑐ㇟㸸ᅜの⟬ᩘᢸᙜ教ဨ 400ྡ） 

 
 
 
 

ᖹᡂ 22 年 12
᭶ 25᪥ 
 
 
 
 
 
 

教育ᇶ本ἲࠊ学ᰯ教育ἲのᨵ正క࠺学⩦ᣦᑟせ㡿
のᨵゞの㊃᪨⛉ᩘ⟭ࢆ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚講₇ࡗ⾜ࢆ
目ࢆᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊの育ᡂࠊの中࡛ࡑࠋࡓ
ᣦしࡓ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿の㊃᪨ࢆ㋃ࡓ࠼ࡲ授業ࢆල⌧
すࡿ㝿㔜せなࠕࠊࡿぢ㏻しࢆᣢࡵࡓࡿࡏࡓのᣦᑟ
㡰ᗎ༢元ᵓᡂのᕤ夫ࠖࠕ⾲⌧ຊࢆ育࡚ࡵࡓࡿの࣮ࣀ
ゎ࡚ࡆᣲࢆලయⓗな࡚࠸ࡘ᪉ࠖࡾᣦᑟのあࢺ
ㄝࢆ加ࠋࡓ࠼ 

人間－24



㸲㸬㏆␥大学㝃ᒓᗂ⛶ᅬ教ဨᑐ㇟ᣦᑟ講ᗙの講師 
    学ᮇ 1ᅇࠊ年 3ᅇᐇ 
  （ᑐ㇟㸸ᗂ⛶ᅬ教ဨཬࡧಖㆤ⪅） 

ᖹᡂ 22年 4᭶
㹼 

ᖹᡂ 25年 3᭶ 

㏆␥大学㝃ᒓᗂ⛶ᅬの教ဨࡿあスࣃャン࢟ࡌྠ
ᑐし࡚ᑠ学ᰯࢆぢᤣࡓ࠼ᗂඣᮇの子ᩘࡶᴫᛕࡸ
ᅗᙧᴫᛕࢆ育࡚ࡿ⟬ᩘのᇶ♏ⓗᣦᑟのあࡾ᪉࠸ࡘ
࡚ᣦᑟຓゝࢆ⥅⥆ⓗࡸ࣒࣮ࢤࠋࡓࡗ⾜㐟ࢆࡧ㏻し
࡚ᴦしࡳなᩘࡽࡀᴫᛕの⣲ᆅࢆ㣴ࡾࡓࡗᅗᙧのᵓᡂ
せ⣲ࢆព㆑ࡾࡓࡏࡉすࡿᣦᑟ࡚࠸ࡘලయⓗなࢆ
㏻し₇ࡓ⩦ᙧᘧ࡛研ಟࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆᗂᑠ᥋⥆ࢆ
ព㆑しࡓᗂ⛶ᅬ教育のྲྀࡳ⤌ࡾの⌮ゎ༠ຊࢆᚓ
 ࠋࡓࡅかࡧࢆཧ加ࡶ⪅ಖㆤ࡚ࡗࡽࡡࢆࡇࡿ

㸳. 㸰㸮㸯㸯㏆␥大学බ㛤講ᗙ 講師 
 ຊࠖ࠸なࡽなࡤࢀࡅ育࡚な࡛⛉ᩘ⟭ࠕ 
（ᑐ㇟㸸ಖㆤ⪅ཬࡧᆅᇦఫẸ ཧ加⪅ 120ྡ） 
 

 

ᖹᡂ 22年 9᭶ 
10᪥ 

なᑐ㇟⪅ࡀᆅᇦの一⯡ᕷẸのࠊࡵࡓ⟬ᩘ⛉࡛育࡚
ලయⓗな授業࠺ࡼのࡣ学ᰯ࡛ࡵࡓのࡑࠊຊࡿ
 ࡾྲྀ⣔⤫ⓗࢆ教⛉書のෆᐜࠊࢆかࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ
⛶ᗂࠊࡽᗂᑠ᥋⥆のほⅬかࠊࡓࡲࠋࡓ講₇し࡚ࡆୖ
ᅬ࡛学࡛ࢇおࡃᑠ学ᰯධ学の⟬ᩘの学⩦ຠᯝ
࡚࠸ࡘのࡵࡓᅗᙧᴫᛕᙧᡂのࡸᴫᛕᩘࡿあࡀ
 ࠋࡓ介し⤂ࡶ

㸴㸬西᪥本⚾学㐃┕ദᖹᡂ 23年度研ಟ 講師 
㸫ࢆのỴู㸫⟬ᩘ⛉のᣦᑟࡽ教育かࡳࡿࡺࠕ  ࠖ

(㸸㏆␥大学㝃ᒓᑠ学ᰯࠊཧ加⪅⣙ 1100ྡ） 

ᖹᡂ 23年 5᭶
23᪥ 

యお࡚࠸講₇しࠋࡓࠊ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿࡛
目ᣦす学ຊの育ᡂすࠊࡣࡵࡓࡿ教࠼㎸ࡳのゎㄝᆺ
の授業かࡽ⬺༷しၥ㢟ゎỴᆺの授業㌿すࡿᚲせ
ၥ㢟ゎỴᆺの授業ࠊྠࠋࡓᙉㄪしࢆࡇࡿあࡀ
ᡂ❧ࡣ教師の῝࠸教ᮦ研究ࡀᚲせ࡛あࠊࡵࡓࡿ
ឤࢆᣢࡕ教育άືࡴ⤌ࡾྲྀᚲせᛶ࡚ࡏేࡶᙉㄪ
しࠋࡓ  

㸵㸬ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉࡛の 
講⩏ 

ᖹᡂ 26年 4᭶ 
  㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

のᇶ本ⓗᅗᙧなࡸ㔞ᩘࠊࡣの⌮ゎࠖの授業࡛ᩘࠕ
なᴫᛕࡸᇶ♏ⓗな知㆑ᑐすࡿ⌮ゎࡶࡿࡵ῝ࢆ
⾲ࠊຊุ᩿ࡸ学ⓗᛮ⪃ຊᩘࠊࡾ知ࢆࡉࡼのᩘ⟭ࠊ
⌧ຊࢆ㣴࠺授業࡙ࡾࡃのࡵࡓの教ᮦ研究のᡭࡀかࡾ
 ࢆලయⓗなࡸ⏝ICTのάࠊ࠺ࡼࡿࢀࡽᚓࡀ
 ᾰ㣴ࢆ学ⓗᛮ⪃ຊᩘࠊ特ࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ授業࡚࠼
すࡿຊ㔞⟬ᩘ⛉の教ᮦࢆ㛤Ⓨすࡿຊ㔞ࢆ育ᡂすࡿ 
 ࠋࡿ講⩏ෆᐜ࡛あࡓ࠸⨨ࢆ㔜Ⅼࡇ
⌧⾲学⏕の⮬ᕫࠊࡣルϨࠖの授業࡛࣮ࢼ࣑ࢮ♏ᇶࠕ
ຊの育ᡂ加ࢹ࣓ࣜ࠼ル教育ࢆศᢸしࠊ学⏕
ಶࠎの⩦⇍度ᛂࡓࡌテ࢟スࢺసࡑࠊࡾのゎㄝࢆ
సᡂし࡚ࠋࡿ࠸ 
のᙧࢢンࢽ࣮ࣛࣈテࢡࠊࡣᣦᑟἲ࡛ࠖ⛉ᩘ⟭ࠕ
ែ࡛ࠊ学⏕┦ࡀㄢ㢟ᑐし࡚༠ാ学⩦のࡶከᵝ
なࣉロ࣮チ࡛ၥ㢟ゎỴᆺの授業のあࡾ᪉ࢆ㏣ồし 
ࡸ学⩦ᣦᑟసᡂのᇶ本ࠋࡿ࠸࡚ࡗな授業ࡃ࠸࡚
ᶍᨃ授業ࢆ㏻し࡚ၥ㢟ᥦ♧ࡸⓎၥ・ຓゝのあࡾ᪉
 ࠋࡿ࠸し࡚࠸ࡽࡡࢆࡇࡿࡵ῝ࢆの⌮ゎ࡚࠸ࡘ

㸳 ࡑの   

㸯㸬ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉の学⏕
 学ᣦᑟᩘ・ᩘ⟭ࡿࡅおㄢእࡿᑐす

ᖹᡂ 26年 4᭶ 
㹼 

⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉の学⏕
ᑐし࡚ࢹ࣓ࣜࠊルⓗなྲྀࡀࡳ⤌ࡾᚲせな学⏕
ᑐし࡚ࡣᇶ♏ⓗなᩘ学の⌮ゎ࠸ࡽࡡࢆㄢእ࡛のᣦᑟ
᥇⏝ヨ㦂ᑐ⟇のᩘࡣ⪅ᕼᮃࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ
学のᣦᑟࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡶ 

㸰㸬大㜰ᕷ❧ᨺฟᑠ学ᰯの⟬ᩘ教育ᐇ࡚ࡅྥの
ᐇ㊶研究年間ࢆ㏻し࡚のᣦᑟ 

ᖹᡂ 26年 4᭶ 
㹼 

ᖹᡂ 28年 3᭶ 

ᰯෆ研究࡛の⟬ᩘᣦᑟの࠸ࡽࡡᮃࡲし࠸ᣦᑟ
のあࡾ᪉のゎㄝྛ学年のᐇ㊶授業࡚࠸ࡘのᣦᑟ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ

㸱㸬八尾ᕷ❧Ọ⏿ᑠ学ᰯの⟬ᩘ教育ᐇ࡚ࡅྥの 
 ᐇ㊶研究年間ࢆ㏻し࡚のᣦᑟ 

ᖹᡂ 27年 4᭶ 
㹼 

ᖹᡂ 29年 3᭶ 

ᰯෆ研究࡛の⟬ᩘᣦᑟの࠸ࡽࡡᮃࡲし࠸ᣦᑟ
のあࡾ᪉のゎㄝྛ学年のᐇ㊶授業࡚࠸ࡘのᣦᑟ 
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ

㸲㸬ዉⰋ学ᅬᑠ学ᰯの⟬ᩘ教育ᐇ࡚ࡅྥのᣦᑟ
 ຓゝ

ᖹᡂ 27年 9
᭶ 
㹼 

⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ学ᅬᑠ学ᰯࡀ⌧ᅾࢱ࣓ࠕㄆ知ࠖ╔目しࡓᐇ
㊶研究ᑐし࡚ࠊᮃࡲし࠸授業のᵓᡂの᪉ࡸᒎ㛤
のᕤ夫ཬࡧホ౯の⏕かし᪉な࡚࠸ࡘᣦᑟຓゝ
 ࠋࡿ࠸し࡚ࡊࡵࢆ教育άືの㐀ࡓᐇし࠸⾜ࢆ

人間－25



職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ        せ 

㸯 ㈨᱁ࠊචチ   

㸯）ᑠ学ᰯ教ㅍ一⣭ᬑ㏻චチ 和 46年 4᭶ 和 46ᑠ一ᬑ➨㸯㸴㸮ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 

㸰）中学ᰯ教ㅍ一⣭ᬑ㏻චチ（ᩘ学） 和 46年 4᭶ 和 46中一ᬑ➨㸯㸰㸰㸶ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 

㸱）高➼学ᰯ教ㅍ⣭ᬑ㏻චチ（ᩘ学） 和 46年 4᭶ 和 46高ᬑ➨㸱㸰㸶ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 

㸲）ྖ書教ㅍ  和 46年 1᭶ 和 46年 12᭶ 1᪥ ➨㸲㸷㸷㸳㸴ྕ（ᩥ部┬） 

   

㸰 特チ➼   

     な    し   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯    

㸯） ㏆␥大学㝃ᒓᑠ学ᰯ 
   ᰯ㛗 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 19年 4᭶ 
㹼 

ᖹᡂ 25年 3᭶ 

㏆␥大学㝃ᒓᑠ学ᰯࠕࠊࡣඣ❺の⟬ᩘの学ຊྥୖࢆ
㐩ᡂࡇࡿࡏࡉ ࠖࡇࡿࡏࡉୖྥࢆ教ဨの㈨㉁ࠕࠖ
教ဨ研ಟのࠊࡎࡲࠋࡓࡗ࡛の㉱任࡛あࡿࡓࡀ
ᐇඹ研究・教ဨ⤌⧊のᨵ㠉ࢆᥦ㉳しࠊ大ᨵ㠉
 ࠋࡓᐇしࢆ
 ලయⓗなᨵ㠉のෆᐜࠕࠊࡣ高学年の教⛉ᢸ任ไの
ᑟධࠖࠕ➨ 3学年かࡽ➨ 6学年࡛ࡲの⟬ᩘ⛉ࡣチ࣮࣒
テ࣮チン࡛ࢢのᣦᑟయไのᑟධࠖࠕ教ဨဨࡀ⮬ศ
のᑓ㛛教⛉ࢆᐃࡑࡵの教⛉の研ಟࡿࡵ῝ࢆ研究యไ
のᑟධࠖな࡛あࠋࡿ 
 特ࠊ教࠼㎸ࡳ教育かࡽ⬺༷しࠊၥ㢟ゎỴᆺの授
業㉁の㌿ࢆᅗࠋࡓࡁ࡚ࡗ⤖ᯝࠊᅜ学ຊ≧ἣ
ㄪᰝ࡛ࠊࡣᅜㄒ・⟬ᩘの㸿・㹀ၥ㢟ࡶᅜᖹ均ࢆ
 ࠋࡓࡗࢃࡲ௨ୖୖࢺン࣏10
 教職⤒㦂㸶年ᮍ満の教ဨᑐし࡚ࠕูࠊࡣⱝᡭ 
研ಟࠖྡࠕࠊ࡚ࡅ学⣭⤒Ⴀのあࡾ᪉  ⪅ಖㆤࠕࠖ
のᑐᛂのあࡾ᪉ ᨾのᑐฎの᪉ἲࠕࠖ 学⣭ෆ࡛㉳ࠕࠖ
ࢆලయⓗなࠊのᑐᛂἲࠖなルࣈࣛࢺࡓࡁ
ᐃし࡚⪃ࡿࡏࡉ࠼なの研ಟࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

㸲 ࡑの   

㸯）ዉⰋ学ᅬ大学 㹄㹂ጤဨ ጤဨ㛗 ᖹᡂ 26年 4᭶ 
㹼 

ᖹᡂ 28年 3᭶ 

㹄㹂ጤဨ㛗し࡚࡛ࡲࢀࡇᐇࡓࡁ࡚ࢀࡉ業ࢆぢ
┤し本学の㹄㹂ᑐすࡳ⤌ࡾྲྀࡿのᨵ善ࢆᅗࠋࡓࡗ 
特࡛ࡲࢀࡇࠊ๓ᮇ・ᚋᮇ年㸰ᅇᐇのࠕ学⏕の
授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣ ࠖ業おࠕࠊ࡚࠸ㄪᰝ⏝⣬のస
ᡂ・㞟ィ・ศᯒࠖのእ部業⪅のጤクࢆṆࠊࡵෆ部
ฎ⌮ࢆすࡿ᪉㔪ኚ᭦しࡑࠋࡓの㐨➽ࠊࡵࡓࡿࡃࡘࢆ
ྲྀࡳのㄞࢺ࣮ࢩࢡマ࣮ࠕ⣬のసᡂࠖ⏝ࢺ࣮ࢩࢡマ࣮ࠕ
ࡾ ࣛࢢロࣉのࡵࡓࡿ㞟ィ・ศᯒすࢆᯝ⤖ࡾྲྀࡳㄞࠕࠖ
సᡂ࣒ ࡵࡓす⾲⾲ᅗ࡚ࡵࡲࢆ㞟ィ・ศᯒ⤖ᯝࠕࠖ
のࣉロ࣒ࣛࢢసᡂࠖྛࠕ授業ᢸᙜ⪅の㞟ィ⤖ᯝの㏻
知⮬ᕫホ౯の記ධ౫㢗ࠖࠕ࡚の㞟ィ⤖ᯝࢆ PDFᙧ
ᘧࠖࣉࢵࢪ࣮࣒࣮࡚࣌࣍ࡵࡲの一㐃のస業
ホࠋࡿ࠸し࡚࡚一人࡛సᡂ・ฎ⌮し࡚ጤဨ㛗ࢆ
౯ᑐ㇟ࡣ⣙ 130講⩏࡛ンࢺ࣮ࢣ⏝⣬ᯛᩘࡣ⣙ 3000
ᯛなࠊࡀࡿᐇかࡽ㞟ィ・࡛ࡲࡵࡲせす 
࠸࡚ࡁ࡛⌮ศのᮇ間࡛ฎ༙ẚ業⪅ጤクࡣ間ࡿ
࣒ࣜࢱࡶࣉࢵのࢪ࣮࣒࣮࣌࣍本学のࠊࡵࡓࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࣮
ࡵ高ࢆ㏻し࡚ᣦᑟຊࢆの授業ཧほ࠸ࡀ教ဨࠊࡓࡲ
学部の授業ཧほࠊࡣබ㛤授業ࠖ業࡛ࠕのࡵࡓࡿ
 し࡚ࡊࡵࢆ㛢㙐ᛶのᡶᣔࡿࡅおし࡚学部間ྍࡶ
ࢺ࣮ࢩ授業ᨵ善ࠕあࠋࡿ࠸ FD講₇ࠕࠖ ࠖ業ࡘ
 ࠋࡿ࠸ᨵ善・ᐇの᪉ྥ࡛ᐇし࡚ࡶ࡚࠸

㸰）ዉⰋ学ᅬ大学 教職ࢭン࣮ࢱጤဨ ᖹᡂ 26年 4᭶ 
㹼 

ᖹᡂ 29年 3
᭶ 

2年次⏕ࡀᑐ㇟なࠕࡿ介ㆤ➼య㦂 ࡾྲྀࡿ㛵すࠖ
ࡽ᮶年度かࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆの⏬・❧ࡳ⤌
ጞࠕࡿࡲ教育ᐇ⩦ 㛵ࠖ㐃࡛2ࠊࡣ年次⏕ࢆᑐ㇟ᐇ⩦
あのᣦᑟయ࡚࠸ࡘࡁ⥆の౫㢗のᡭࢀධࡅཷ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡶのᣦᑟಶู࡚ࡏࢃ
教ဨ᥇⏝࡚ࡅྥᇶ♏ⓗ学ຊのᐃ╔ࢆಖ㞀すࡓࡿ

のຠᯝࡑࠊ࡚࠸ࡘ教師ሿࠖࠕࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅタࡵ
ⓗな㐠⏝᪉ἲ࡚࠸ࡘ⏬・❧㐠Ⴀ㛵࡚ࡗࢃ
 ࠋࡿ࠸

人間－26



㸱）ዉⰋ学ᅬ大学 ධヨጤဨ ጤဨ㛗 ᖹᡂ 28年 4
᭶ 
㹼 

⌧ᅾࡿ⮳ 

本学ᅬの AOධヨ・බເไ᥎⸀ධヨ・一⯡ධヨ・
大学ධヨࢭン࣮ࢱヨ㦂⏝ධヨのྛධヨ㛵すࡿධ
ヨ業ົࡀཝ正ᇳࡿࢀࢃ⾜ࡾ為のయไのᩚഛ‽ഛ
 
ィ⏬ⓗࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ㛤学かࡽのධヨࢆࢱ࣮ࢹ
ศᯒしᚋのᮃࡲし࠸ධヨ業ົ࡚࠸ࡘのᨵ善ࢆ
సᡂし࡚ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸大学ධヨࢭン࣮ࢱヨ㦂ሙ
し࡚の‽ഛࠊᐇ➼の㐠Ⴀ⟶⌮࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡶ
 ࠋࡿ

㸲）ዉⰋ学ᅬ大学 学㛗 ᖹᡂ 29年 4
᭶ 
㹼 

⌧ᅾࡿ⮳ 

 本学ᅬ学㛗し࡚教職ဨಶࠎの業ົෆᐜࢆᢕ
ᥱ・ㄪᩚし学ᅬ㐠Ⴀࡀࡑし࡚ຠ⋡ࡃࡼ᥎㐍࡛
ඹ㏻教育ጤဨ・ධ学ࠊ特ࠋࡿ࠸࡚ࡵດ࠺ࡼࡿࡁ
ヨ㦂ጤဨ・広ሗጤဨ・㹄㹂ጤဨ・教ົጤဨ
ࢃᦠし࡚の任ົጤဨᢸᙜ学㛗ྛࡣ㛵し࡚
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
の広のྛ᪉㠃࡚ࡅྥ୧学部のᐃဨ☜ಖࠊࡓࡲ 
ሗάືࡑࡸのあࡾ᪉᳨࡚࠸ࡘウࢆ加ࠊ࠼目ᶆの㐩
ᡂ࡚ࡅྥᨭ㞀ࡀ㉳ࡁな࠺ࡼ࠸Ⅼ᳨ᩚഛࡾྲྀ⤌
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇ
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研  究  業  績  ➼    㛵  す  ࡿ    㡯 

ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

（ⴭ書）     

㸯㸬ά⏝ຊࢆ育࡚ࡿ㸟⟬

ᩘ授業ࣛࣉン&࣮࣡ࢡ

 ࢺ࣮ࢩ

 

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ 22年 4

᭶ 

 

明治ᅗ書 

 

ప・中・高学年⦅の㸱࡛ᵓᡂࠊࢀࡉ㸲ࡘのά

⏝ຊࢆ育࡚ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡿ授業ࢆᐇ㊶すࡿ

㝿ཧ⪃なࡿᒎ㛤ࢆᥦࠋ 

  㹀㸳∧ 㸯㸱㸴㡫（㸱） 

⦅⪅㸸金本Ⰻ㐨 

ඹⴭ⪅㸸一ࣀ℩႐子ࠊ吉田博ࠊ岩ᓮᾈࠊ➟⨨㐨

ᏹࠊ㉥ἑマࠊ࢟金山憲正ࠊ松岡ඞ典ࠊ

岸田ึ美ࠊ森ὒ子ࠊ中井美㈗子ࠊ森本

明ࠊ野ὠ吉ᏹ᳜ࠊ村ᚨ治ࠊ㇂口Ꮥ⮧  

㸱㸮ྡ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ప学年⦅࡛ࡣ➨㸯学年ࠕ大࠸ࡁ

ᩘ （ࠖP42㹼P45）のࡇࠕࡕ࠺の授業࡛育࡚

 ࠋ༢ⴭࢆά⏝ຊࠖの㡯࠸ࡓ

中学年⦅࡛ࡣ➨ 3学年ࠕ㔜ࠖࡉ➨㸲学

年ࠕศᩘ （ࠖP84㹼P87）のࠊ࡚࠸ࡘ

యのయ❧ࠕ㸴学年➨ࡣ࡛⦆高学年ࠊࡓࡲ

✚ （ࠖP108㹼P111）の࠸ࡘ のࡇࠕ࡚

授業࡛育࡚࠸ࡓά⏝ຊࠖの㡯ࢆ༢ⴭࠋ 

࡛ࠖᩘ࠸ࡁ大ࠕ ఱࠕࢆಶᩘࡓ࠼ᩘࢆ≀ලయࠊࡣ

༑ࡘࡃ࠸ ࠊᩘ࡚ࡏࡉ㢮᥎ࡽかࡇࡓし⾲ࠖ

の⤌ࡳ⾲⌧のࡉࡼẼ࡙かࡿࡏᣦᑟࢆᥦ

ࠕࠋ㔜ࠊࡣ࡛ࠖࡉ㛗ࠊࡉయ✚ࠊ㔜ࡉの༢の

ࡔ࠸ぢࢆ㢮ఝᛶࡸ㛵ಀࡿඹ㏻すࢀࡒࢀࡑ

しࠊぢࡔ࠸しࡓ㛵ಀࡸ㢮ఝᛶかࡽ᪂ࡓな༢

ᥦ࡚࠸ࡘᣦᑟࡓࢀධࡾྲྀࢆάືࡿணすࢆ

ࠕࠋศᩘ࡛ࠖࠊࡣ和ࡀ 1 ศྠࡿなࡃࡁ大ࡾࡼ

ẕศᩘの加ἲのィ⟬の᪉ࢆᅗࢆ⥺┤ᩘࡸ⏝

ࡿ࠼⪄し࡚ࡾࡓしᇶࢆ࠼⪄༢のࠊࡾࡓ࠸

άືࡾྲྀࢆධࠕࡓࢀぢ㏻しࢆᣢࡕ➽㐨❧࡚࡚

య❧ࠕࠋᥦ࡚࠸ࡘᣦᑟࡿ育࡚ࢆຊࠖࡿ࠼⪄

のయ✚࡛ࠖࡣᅗᙧの㠃✚のồࡵ᪉࡛学⩦しࡓ 

➼✚ኚᙧࡸಸ✚ኚᙧの⪃࠼᪉ࢆά⏝し࡚ࠊゅ

ᰕࡸᰕのయ✚ࢆồࠊࡾࡓࡵICT࡚࠸⏝ࢆㄝ明

しࡾࡓすࡿάືࡾྲྀࢆධࡓࢀᣦᑟ࡚࠸ࡘᥦ

し࡚ࠋࡿ࠸ 

㸰㸬ࠕᑠ学⟬ᩘࠖ 

(教師⏝ᣦᑟ書研究⦅) 

 

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ 23年 4

᭶ 

 

᪥本ᩥ教ฟ∧ 

 

学年ࢆ㏻しࡓయ⣔㔜Ⅼྛࠊ࡚࠸⨨ࢆ㡿ᇦ

ูの⣔⤫ⓗなゎㄝࡑのᩘ学ⓗ⫼ᬒࢆ明ࡽか

ࠊᣦᑟ᪉ἲᩘ࠸᪂しࠊࡶࡿす 学ⓗ⪃࠼

᪉ࡑのᣦᑟࠊICTのά⏝な⌧ᅾの⟬ᩘ教育

 ࠋす♧࡚࠸ࡘせなၥ㢟Ⅼࡿࡅお

  㸿㸲ุ 㸰㸶㸴㡫 

⦅⪅㸸᪥本ᩥ教ฟ∧♫⦅㞟部 

ඹⴭ⪅㸸ᑠ山正Ꮥࠊ中原忠⏨ࠊ金山憲正ࠊ㔜松

ᩗ一ࠊ㷂㇂┿ஓࠊ⊃間⠇子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ⥲ㄽ （ࠖP2㹼P12）ࢆ༢ⴭ 

⩦の学⛉ᩘ⟭ࡓ目ᣦしࢆかな学ຊのྥୖ☜ࠕ

ᣦᑟ のࠖ章࡛ࠊࡣ⟬ᩘの学⩦ᣦᑟのᇶ本ⓗな⪃

࡚࠸ᇶ࡙の教授⌮ㄽ࣒ル࣮ࣈࠊし࡚᪉࠼

 ᇶ♏ⓗ・ᇶ本ⓗ な知㆑・ᢏ⬟の⩦ᚓࠕ

ά⏝ ゎㄝ࡚࠸ࡘᛮ⪃ຊ・⾲⌧ຊの育ᡂࠖࠕࠖ

し࡚ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠸☜かな学ຊࡀ㌟ࡃࡘ⟬ᩘ

の学⩦ᣦᑟ のࠖ章ࡶ๓章ྠᵝࠕၥ㢟ゎỴᆺ学

⩦のព⩏ࠖࠕ⟬ᩘの学ࡧ᪉のᣦᑟࠖࠕ⾲⌧ຊの育

ᡂ ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿の学⩦ពḧのྥୖࠖなࠕࠖ

㏙ࢆの␃ពⅬࡵࡓ育ᡂの学ຊࡿ࠸し࡚ࡊࡵ

 ࠋࡿ࠸࡚
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ
Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㋃ࢆ⛬ᴫᛕᙧᡂの㐣ࡓ㦂し⤒ᗂඣᮇࠊࡓࡲ    

ྍḞなᑠ学ᰯపࡀࡇࡿࡓᙜᣦᑟ࡚࠼ࡲ

学年のᣦᑟࠊ࡚࠸ࡘᗂᑠの㐃ᦠࢆᅗࡇࡿ

のᚲせᛶࢆᙉㄪし࢙ࢪࣆࠊのㄆ知Ⓨ㐩⌮ㄽ

༶しᗂඣᮇのඣ❺のⓎ㐩ẁ㝵ࡓし⪄ཧࢆ

 ࠋࡿ࠸ゎㄝし࡚ࡶ࡚࠸ࡘᣦᑟᙧែࡓ

㸱.教育࣒࣮࢛ࣛࣇ 50 

・ฟすࡁᘬࢆẼࠖࡿࡸࠕ

 ࡿ育࡚ࢆẼࠖࡿࡸࠕ

 

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ 24年 8

᭶ 

 

金子書ᡣ 

 

 教師ࡀ子ࡶのࡿࡸࠕẼ 育࡚ࠊฟしࡁᘬࠖࢆ

ᅜㄒ・⟬ᩘ・య育・⥲ྜⓗなࠊࢆ⟇の᪉ࡵࡓࡿ

学⩦の間なの教⛉の㛵ࠊࡾࢃ教ᮦ・ᰯ ෆ

研究のྲྀࡳ⤌ࡾなࢆ⪃ᐹࠊᥦすࠋࡿ大๓ᥦ

ࡌㄽࡶ࡚࠸ࡘẼࠖࡿࡸࠕ教師⮬㌟のࡿな

 ࠋࡿ

 㸿㸳ุ 㸯㸵㸷㡫 

⦅⪅㸸Ლ田ཿ一 

ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ࠊ加⸨明ࠊ松田智子ࠊ善野八

千子ࠊ金山憲正ࠊぢ健史ࠊ久田Ꮥࠊ㘊⧊

ᙲࠊఫ本ඞᙪࠊ野田健ྖࠊ中田正ᾈࠊ๓田

ὒ一ࠊ中村ဴࠊ瀧明知惠子ࠊὸ田 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ子ࡶのࡿࡸࠑẼࡀࠒฟࡿ⟬

ᩘ授業のࡵࡓ （ࠖP47㹼P57）ࢆ༢ⴭ 

知㆑ཬࡧᢏ⬟のᐃ╔ࢆ☜かなࡶのしࡾࡓᛮ

⪃ຊ・ุ᩿ຊなの⬟ຊࢆ育ᡂしࡾࡓすࡿ㝿

の大๓ᥦなࡿయⓗな学⩦άືࡣ子ࡶの

のࡶࡿࢀࡉ᥎㐍࡚ࡗな᥎㐍ຊࡀẼࠖࡿࡸࠕ

࡛あࣈࠋࡿル࣮࣒⌮ㄽ࡛ᙉㄪࡿࢀࡉㄆ知㡿ᇦ

の目ᶆព㡿ᇦの目ᶆᣦᑟ᪉ἲのᕤ夫ࢆ

加ࡿࡸࠕࠊ࠼Ẽࠖࢆᘬࡁฟしࡀࢀࡑ᥎㐍ຊな

ලࢆ⟇᪉の⌮ㄽ࡚࠸ࡘᣦᑟࡿᒎ㛤す࡚ࡗ

యⓗなᐇ㊶ࢆ㏻し࡚⤂介し࡚ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸

ᗂ⛶ᅬඣのᩘᴫᛕࢆ育࡚࡛ୖࡿの╔║Ⅼࡸ␃

ពⅬ࡚࠸ࡘゎㄝࢆ加ࡸࠕࠊࡽࡉࠋࡿ࠸࡚࠼

ࡀすಶࡓᯝࢆ㔜せなᙺ࡛ୖࡿ育࡚ࢆẼࠖࡿ

ㄆࡿࢀࡽࡵ㞟ᅋ࡙ࡾࡃの࣏ンࡶ࡚࠸ࡘࢺ

⤂介し࡚ࠋࡿ࠸ 

㸲.ᛮ⪃ຊࣉࢵの 

 の⟬ᩘⓗάືࡵࡓ

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 1

᭶ 

ᰴᘧ♫㹃㹐㹎 ⟬ᩘⓗάືࢆ㔜どしࡓ学⩦ᒎ㛤ࡀᙉㄪ࡚ࢀࡉ

学⩦ᣦᑟせ㡿のᨵࡧ学ᰯ教育ἲཬࢆᬒ⫼ࡿ࠸

ゞの࢙ࢪࣆ࠸ࡽࡡのᚰⓗάືㄝࢆ㋃࠼ࡲ

࡚ゎㄝすࠊࡶࡿ⟬ᩘⓗάື࠺ࢆ⌮ゎ

し࡚ᣦᑟあࡁࡿࡓかࢆ明ࡽかしࠋࡓ

ᣦすලయⓗ᧯సࢆのࡶ࠸㏆manipulation

άືࠊࡵࡌࡣࢆマࡀࣁࢵᥦၐし࡚ࡿ࠸ᛮ⪃ᐇ

㦂ࡶ┦ᙜすࠕࡿෆⓗなάື のࠖຠᯝⓗなྲྀࡾ

ධࢀ᪉ࡣࡽࡉࠊ Model-makingの㐣⛬の㋃ࡲ

介⤂࡚ࡆୖࡾྲྀࢆලయⓗな教ᮦ࡚࠸ࡘ᪉ࡏ

し࡚ࠋࡿ࠸ 

   㸿㸳∧ 㸴㸶㡫 
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ྛ教⛉の学⩦ࢆᨭ࠼ 

 ゝㄒάື㸫ゝⴥのຊࡿ

 かࡿ࠸⏝࠺ࢆ

 

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ 26年 

8᭶ 

 

金子書ᡣ 

 

᪂し࠸学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ᙉㄪࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ知ⓗ

なຊ かな学ຊ☜ࠕࠊࠖ ࡿなᅵྎࡃ࠸育࡚࡚ࠖࢆ

ゝⴥのຊࠕ ࡀࡇࡿά⏝す࠺ࠊ࠼ᤊ࠺ࠖࢆ

ྛ教⛉の学⩦のᐇࡘなࡿࡀのかࢆ⪃ᐹ

しࡑࠊのᣦᑟのあࡾ᪉ࢆᥦし࡚ࠋࡿ࠸ 

㸿㸳ุ 㸯㸵㸷㡫 

⦅⪅㸸Ლ田ཿ一 

ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ࠊ加⸨明ࠊ松田智子ࠊ善野八

千子ࠊ金山憲正ࠊ金⃝Ꮥ夫ࠊ阿部⚽高ࠊᱜ本明

美ࠊ大⏿健ᐇࠊᕝಛᚭࠊⶶあすかࠊ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ⟬ᩘの授業ゝㄒάືࢆ⏕か 

す （ࠖP47㹼P57）ࢆ༢ⴭ 

人間－29



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ
Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

    ᛮ⪃ࠊࡣゝㄒࢆ፹介すࡿ⮬ᕫෆのᑐヰ

⪅ࡾࡓし⌧⾲࡚ࡅྥ⪅ࠊᡂ❧し࡚ࡗࡼ

の⾲⌧ෆᐜࡅཷࢆධࡾࡓࢀすࡿάືࢆ㏻し࡚

しࠋࡿすࡾࡓࢀࡽࡵ῝ࡾࡓࢀࡉ⦏Ὑࠊࢀࡉ⌮ᩚ

し࡚ࡁᢤࢆຊࡿす⌧⾲ࡣຊࡿ࠼⪄࡚ࡗࡀࡓ

࡚࠸ࡘ学ⓗな⾲⌧ᵝᘧᩘࠋ࠸なࢀࡽ࠼⪄ࡣ

のࢼル࣮ࣈࠊࡣ EIS ⌮ㄽࡀᇶ┙なࠕ࡚ࡗ⌧

ᐇⓗ⾲⌧ ⌧⾲సⓗ᧯ࠕࠖ ⌧⾲ᅗⓗࠕࠖ ゝㄒⓗࠕࠖ

⾲⌧ ࡇࡿࢀࡉศ㢮ࡘ記ྕⓗ⾲⌧ࠖのࠕࠖ

ゝⴥのຊࠖࠕࡣ࡚࠸おのᣦᑟ⛉ᩘ⟭ࠋࡿあࡀ

⾲ᐇⓗ⌧ࠕࠊࡎࡏ㝈ᐃࡳゝㄒⓗ⾲⌧ࠖのࠕࢆ

⌧ かࠖࠕࡽ記ྕⓗ⾲⌧ ᩘ⟭ࠕࢆ࡚ࡿࡓ࠸ࠖ

の࡚࠼ࡽࠖࡤࡇᣦᑟあࡇࡿࡓのᚲ

せᛶࢆᙉㄪしࡓෆᐜ࡛あࠋࡿ 

㸴.人間教育ࢆどⅬし

 教職ධ㛛ࡓ

➨ 6章 教ဨの 

➨ 9章 教育ᐇ⩦のព 

 ᚰᚓ⩏

ඹⴭ ᖹᡂ 26 年

12᭶ 

 

 

大学教育ฟ∧ ⃭ືすࡿ♫ࠊᛴኚすࡿ教育⏺の中࡛ࠊ次ୡ௦

の♫ࢆᢸࠊ࠸⮬ᚊし࡚ၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆᣢࡘ

子ࢆࡶ育࡚ࡇࡿの࡛ࡿࡁ㈨㉁・⬟ຊࢆ㌟

ᣢ⥆ྍ⬟な♫のⓎࡽᆅ⌫ⓗど野かࠊࡅࡘ

ᒎᵓ⠏㈉⊩すࡿ教師のᚰᵓࠊ࠼あࡾ᪉な

࠸࡚し࡚㏙どⅬࢆ人間教育ࠊ࡚࠸ࡘ

 ࠋࡿ

㸿㸳ุ 㸰㸶㸮㡫 

⦅⪅㸸中田正ᾈ 

ඹⴭ⪅㸸中田正ᾈࠊ㙊田㤳次㑻ࠊ松田智子ࠊ中

田ᚊ子ࠊ金山憲正ࠊ瀧明知恵子ࠊ㛗井຺治ࠊ

太田雄久ࠊ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕᑠ学ᰯ教ဨの （ࠖP110㹼

P120）ࢆ༢ⴭ 

目ᣦし࡚ྛ学ᰯࢆࡇࡿ育࡚ࢆຊࠖࡿࡁ⏕ࠕ

ດࡀ教師࡚ࡅྥ教育目ᶆ㐩ᡂࡿ࠸࡚ࡆᥖࡀ

ຊし࡚࠸かなࡤࢀࡅなࡽなࠕࠊࢆࡇ࠸教⛉➼

のᣦᑟ㛵ࡿࢃ ࡿࢃάᣦᑟの㛵⏕ࠕࠖ

 ࠖのࡓࢀࡽࡅ࡙⨨し࡚ศᤸົᰯࠕࠖ

 ࠋࡿ࠸ゎㄝし࡚࡚࠸ࡘࢀࡒࢀࡑ

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ教育ᐇ⩦のព⩏ᚰᚓࠖ 

（P235㹼P253）ࢆ༢ⴭ 

教育ᐇ⩦ࠊࡣ教師し࡚教ቭࡁࡗ❧のᚰ

ᵓࡸ࠼ᚲせなࡿᣦᑟᢏ⾡な࡚࠸ࡘ

⤒教育ᐇ⩦࡛のࠊࡓࡲࠋࡿ࠸ゎㄝし࡚࡚ࡆᣲࢆ

㦂ࠊࡣᑗ᮶の教師し࡚⮬ᕫのあࡾ᪉ࢆཝし

ࡿࡵጞࢆࡧの┿な学࡚ࡅྥ教職ࠊ࠸ၥࡃ

ዎᶵなࠊࡵࡓࡿ教育ᐇ⩦のཧ加ࠊࡣ᪥ᖖ

の講⩏ฟᖍすࡿ㝿のᚰᵓࡣ࠼ࡃ␗なࡿ

ᛶ㉁のỴពࡀồࡇࡿࢀࡽࡵの⌮ゎࢆᅗࡇࡿ

 ࠋࡿ࠸࡚࠸ㄝ࡚ࡗࡽࡡࢆ
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PISAᆺ学ຊࢆ育࡚ࡿ 

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ 27年 

2᭶ 

 

金子書ᡣ 

 

㏆年の࠺ࡼな♫⎔ቃのኚの⃭し࠸௦

ࡸែ࠸᪂しࡃࡣࡕࡓࡶ子ࠊࡣ࡚ࡗあ

ၥ㢟次ࠎ┤㠃すࢆࡽࢀࡑࠋࡿゎỴすࡿຊ

大学ධヨࠊ原⌮ⓗな㠃ࠊかࡿࢀࡽ育࡚࠺ࢆ

㛵ࡿࢃ㠃ྛࠊ教⛉の授業ᨵ㠉の㠃かࡽㄽࡌ 

ලయⓗᐇ㊶ⓗなᥦࢆし࡚ࠋࡿ࠸ 

㸿㸳ุ 㸯㸳㸶㡫 

⦅⪅㸸Ლ田ཿ一 

ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ࠊ❧田㤳治㑻裕ࠊ西㎷正ࠊ

㙊田㤳治ᮁࠊΎỈ㟼ᾏࠊゅᒇ㔜ᶞࠊ岩田一ᙪࠊ

Ώ部久美子ࠊ㬼㣫ὒ子ࠊ金山憲正ࠊబ⸨雄一ࠊ

松田智子ࠊ高木悠哉ࠊ井ୖಙ子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ⟬ᩘ㹀ၥ㢟ࡀゎࡿࡅຊࢆ育࡚

ࡿ （ࠖP95㹼P105）ࢆ༢ⴭ 

人間－30



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ
Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

    ά⏝ຊࡀၥࡿࢀࢃ㹀ၥ㢟ࢆゎࡃຊࢆ育࡚ࡿ

࠼ᣦᑟ⪅中ᚰの教ࡓし↛ᪧែ౫ࠊࡣࡵࡓ

㎸ࡳᣦᑟかࡽ⬺༷しࠊ子ࡀࡶయⓗ学⩦

άືࡴ⤌ࡾྲྀ授業ࢆ㏻し࡚ࠊά⏝࡛࠺㐨

ලなࡿ知㆑・ᢏ⬟ࢆ㌟ࡇࡿࡏࡉࡅࡘの

㔜せᛶ࡚࠸ࡘㄽࡅࡔࢀࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡌ

㌟ࡇࡿ࠸࡚࠸ࡘ௨ୖの࠺ࡼし࡚㌟

ࡵࢆࡾࡃ授業࡙ࡓ࠸⨨ࢆຊⅬのかࡓ࠸ࡘ

࣏ࠊし࡚の授業ἲࡵࡓのࡑࠋࡿあࡀすᚲせࡊ

ၥ㢟ゎỴのࡓのᥦၐしࣜ 4 ẁ㝵の㔜せなス

テࢆࣉࢵᇶ本しྛࠊẁ㝵おࡿࡅᣦᑟの

ᐇࢆᅗࡀࡇࡿᛮ⪃ຊุࠊ ᩿ຊࠊ⾲⌧ຊの育ᡂ

࡚ࡆᣲࢆのᣦᑟ⛉ᩘ⟭ࢆࡇࡿࡀなࡘ

㏙ࠋࡿ࠸࡚ 
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ᑐヰⓗな学ࡧ 

 

 ࢢンࢽ࣮ࣛࣈテࢡ

の一ࡘの࣏࣮࢟ンࢺ 

 

ᑐヰⓗな学ࡳ⤌ࢆࡧ㎸ 

 ࡵࡓ教育のᩘ⟭ࡔࢇ

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ 29年 

2᭶ 

 

金子書ᡣ 

 

ᑐࠕࡿあᐦ᥋な㛵ಀࠖ⩦యⓗな学ࠕ

ヰ 教師ࠊࡣࡇࡿࢀධࡾྲྀ教育άືࠖࢆ

ᴟ✚ࠋࡿあ࡛ࡘࡦなㄢ㢟のࡁᚋの大࡚ࡗ

ⓗࠕᑐヰ ࡇࡿ࠸⏝ࠖࢆ ࡧ学࠸῝ࠕ࡛ ᚓࠖࢆ

ࡇな࠺ࡼのࠋか࠸ࡼࡽࡓし࠺ࡣࡵࡓࡿ

ࡅ࠸ᒎ㛤し࡚ࢆ授業࠺ࡼのࠊὀពし

ᐇࡘලయⓗかࠊࡽከ㠃ⓗなどⅬかࠋのか࠸ࡼࡤ

㊶ⓗなᥦࢆし࡚ࠋࡿ࠸ 

㸿㸳ุ 㸯㸴㸷㡫 

⦅⪅㸸Ლ田ཿ一 

ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ࠊఀᮁ治㤳田㙊ࠊ裕ᓟࠊ ᓮ

一夫ࠊ金山憲正ࠊⳢ井ၨ之ࠊᚋ⸨Ἃ㈗ࠊಇ夫ࠊ

㉥ᇼ博⾜ࠊ善野八千子ࠊ∾田⚽ࠊⓒఫ満ࠊ

中村㇏ࠊ▼森広美ࠊオチャンテ村井ࠊࠊ井ୖಙ

子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕᑐヰⓗ学ࡳ⤌ࢆࡧ㎸ࡔࢇ⟬ᩘ

学⩦のࡵࡓ （ࠖP47㹼P57）ࢆ༢ⴭ 

ࡧᑐヰⓗな学ࠕ のࠖࠕᑐヰ かࡓࢀࡉ♧ᣦࠊࡀࠖ

ࠊࡃなࡣᑐヰ࡛ࠖࠕ㌟ⓗなࡅཷ࠺࠸ࡿࡵጞࡽ

⯆ࡸ知ⓗなዲወᚰなのᚰ㠃ᨭࢀࡽ࠼

ᑐヰࠕࡿࡀなࡘၥ㢟ព㆑の㔊ᡂࡓ のࡇࡌࠖࡸ

࡚ࡌឤࢆᚲせࡿすࡾࡓࡵ῝ࡾࡓࡵか☜ࢆ࠼⪄

ጞࠕࡿࡵᑐヰ࡛ࠖ なࠊࡤࢀࡅ目ⓗし࡚ࡿ࠸

యⓗ⬟ືⓗな学⩦ࢆ㔜㉁ࡣࡇࡿࡏࡉ㞴し

教ᣦᑟ⪅の⮬ື⌮ゎࡿࢀࡽࡵồ࡛ࡇࡑࠋ࠸

ᮦ研究の㔜せᛶࡑの᪉ἲࢆලయⓗなࢆ㏻

し࡚ㄝࠋࡿ࠸࡚࠸ 
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 ࡵࡓのࡧ学࠸῝

 

ンࢽ࣮ࣛࣈテࢡ 

 のࡶの目ᣦすࢢ

 

 ࠸῝ࡿࡅお⛉ᩘ⟭

学ࡣࡧ 

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ 29年 

8᭶ 

 

金子書ᡣ 

 

学⩦ᣦᑟせ㡿の⥲則࡚࠸ࡘ㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉ

ࡧ学࠸῝ࠕࡿ࠸࡚ࢀ ࡀⅬ↔ࡔᮍࡣ࡚࠸ࡘࠖ

ᣑᩓし࡚ࡿ࠸⌧≧࡛あࡑࠋࡿの࠸῝ࠕ学ࡧ ࡣࠖ

༢ࠕ授業のᆺ 学⩦᪉ᘧࠕࠖࡸ 一ᐃࡓࡗ࠸ࠖ

の教授・学⩦άືの࣮ࢱࣃン㛵ࡶࡿࢃの࡛

ࡧ学࠸῝ࠕࡤࢀす࠺ࡼのࠋ࠸なࡣ ࠊࡾなࠖ

 ࡘලయⓗかࠊ࡚࠸ࡘのかࡿࡁ࡛⌧ᐇࢆࢀࡑ

ᐇ㊶ⓗなࢆ㏻し࡚ࠊᇶ本ⓗな࣏ンࢆࢺ

明☜ᥦし࡚ࠋࡿ࠸ 

㸿㸳ุ 㸯㸲㸲㡫 

⦅⪅㸸Ლ田ཿ一 

ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ࠊྂᮁ治㤳田㙊ࠊ裕ᓟࠊ ᕝ

治ఀࠊ ᓮ一夫ࠊ金山憲正ࠊ大⏿健美ࠊⳢ井ၨ之ࠊ

ᚋ⸨⣪㈗ࠊ▼森広美ࠊ善野八千子ࠊ岡村季光ࠊ

松井典夫ࠊ瀧明知恵子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸⛉ᩘ⟭ࠕお࠸῝ࠑࡿࡅ学ࠒࡧ 

ࡣ （ࠖP79㹼P88）ࢆ༢ⴭ 

ࡧᑐヰⓗな学ࠕ㺁ࡧ㺀యⓗな学ࠊࡣ࡛ࡇࡇ   ࠖ

人間－31



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ
Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

 の࡛ࡿ࠼ࡽศᯒⓗࠎಶࢆࠖࡧ学࠸῝ࠕ    

ࡧ学࠸῝ࠕࡃなࡣ 授業ᨵ善の究ᴟの目ᶆ࡛ࡀࠖ

あ࠸῝ࠕࠊ࠼ࡽࡿ学ࢆࠖࡧ㐩ᡂࡵࡓࡿࡏࡉ

ࡧయⓗ・ᑐヰⓗな学ࠕࡣ ࡵࡌࡣ࡚ࡗあࡀࠖ

࡚ᐇ⌧すࡶࡿの࡛あ࠺࠸ࡿ❧ሙ࡛⟬ᩘᣦᑟ

しの㝿の╔║Ⅼࡑࠋࡿ࠸ᥦし࡚࡚࠸ࡘ

学⩦ព㆑ࠕ࡚ ࡇࡿあ࡚ࢆⅬ↔のࡶ࠺࠸ࠖ

ࡇࡿࡁᒎ㛤࡛యⓗࡾࡼࡀゎỴάືࡾࡼ

 ࠋࡿ࠸ලయⓗ࡛⤂介し࡚ࢆ
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ྛ学⩦㡿ᇦおࡅ

⪄・ᇶ本ⓗなぢ᪉ࡿ

 ᪉࠼

 

 ࢢンࢽ࣮ࣛࣈテࢡ

࡛㘫ࡶࡿࢀࡽ࠼の 

 

 ᇶ本ࡿࡅお⛉ᩘ⟭

ⓗなぢ᪉⪃࠼᪉ 

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ 30年 

2᭶ 

 

金子書ᡣ 

 

᪂し࠸学⩦ᣦᑟせ㡿ධࠕࡓࢀࡽࢀぢ᪉・⪃

᪉࠼ ࡿࢀࡉし࡚ᮇᚅ高次な学⩦のᅵྎࠊࡣࠖ

大ษなどⅬの 1 ࠼⪄・ぢ᪉ࠕのࡇࠋࡿあ࡛ࡘ

᪉ࠖྛࡣ教⛉➼おࡿࡅᇶ本かࡘ㔜せ࠸

ࡣᐇ㝿ࠊࡀࡔࡎࡣࡿあࡀᅛ᭷のᒎ㛤ࡿ࠼

のࢡ࠺ࡼロ࣮ࣉࢵࢬしࠊ授業の⤌ࡳ❧࡚

⛉教ྛࠋࡿ࠸࡚ࡗなㄢ㢟ࡀかࡁかす⏕

➼の特㉁ࢆ㋃ࡓ࠼ࡲ教育のあࡾ᪉ࢆලయⓗ

ㄽࠕࠊࡌぢ᪉・⪃࠼᪉ࠖࢆ⏕かす授業ᐇ㊶のࣄ

ンࢆࢺᥦし࡚ࠋࡿ࠸ 

㸿㸳ุ 㸯㸲㸶㡫 

⦅⪅㸸Ლ田ཿ一 

ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一山金ࠊᮁ治㤳田㙊ࠊ裕ᓟࠊ

憲正ࠊゅᒇ㔜ᶞࠊ中村ဴࠊ㉺智㈉ࠊ大⏿昌ᕫࠊ

善野八千子ࠊ高木悠哉ࠊᮡᾆ健 

本人ᢸᙜ部ศ㸸⛉ᩘ⟭ࠕおࠑࡿࡅᇶ本ⓗなぢ

᪉・⪃࠼᪉ࠖࠒ（P38㹼P48）ࢆ༢ⴭ 

 ᩘ学ⓗࡿ࠼⪄㈨㉁・⬟ຊの育ᡂࡊࡵࢆす

⟬ᩘ⛉の学⩦ᣦᑟのᇶ本ⓗな⪃࠼᪉し࡚

᪉࠼⪄・学ⓗなぢ᪉ᩘࠕ ࡀなࡘࡧ学࠸῝ࡀࠖ

ࡓᯝࢆ㔜せなᙺ࡛ୖࡃ࠸㐀し࡚ࢆ授業ࡿ

す࠺࠸❧ሙ࡛ㄽࢆ㐍ᩘࠕࠋࡿ࠸࡚ࡵ学ⓗなぢ

᪉・⪃࠼᪉ ⩦ࢆ⬟ᢏࡧ知㆑ཬࡽࡀなࡏാかࠖࢆ

ᚓしࠊࡾࡓ⩦ᚓしࡓ知㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆά⏝し࡚

ㄢ㢟ࢆ᥈ồしࡾࡓすࡾࡼࡇࡿᐇしࡓ授

業のᒎ㛤なࡇࡿ♧しࡓᐇ㊶ࢆᣲ࡚ࡆ

ᥦし࡚ࠋࡿ࠸ 

 

11.教育࣒࣮࢛ࣛࣇ 62

人⏕ࡸ♫ࡾࡼࢆ

ຊのᾰࡿࡁ⏕ࡃࡼ

㣴ࢆ 

 

㸫᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ 

᭱⤊ⓗ目ᣦすࡶの㸫 

 

⟬ᩘ教育ࢆ㏻࡚ࡌ人⏕

ࡁ⏕ࡃࡼࡾࡼࢆ♫ࡸ

 ࢆຊのᾰ㣴ࡿ

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ 30年 

8᭶ 

 

金子書ᡣ 

 

大ࡘࡘࡁືࡃࡁあࡿ⌧௦♫おࠊ࡚࠸子

ᑐᛂ᪉ࡾ職業⏕άのᅾࡸ⏕ά♫ࡣࡕࡓࡶ

すࡿຊࢆ㌟ࡅࡘなࡤࢀࡅなࡽなࠋ࠸しかしࠊ 

人間ࠕ ❧ᙺⓗ♫ࠕࠊࢀࢃぢኻࡀのࡶのࡑࠖ

なࡣ࡚ࡗࡲし࡚ࡗな教育ࡿ育ᡂすࢆ㥖ࠖࡘ

⏕人ࠕࡿなのᅵྎࡑࠊࡎࡽ のࠖᐇの大ษࡉ

ලయࠋࡿ࠸し࡚♧ࡣ学⩦ᣦᑟせ㡿࡛࠸᪂しࢆ

ⓗの࠺ࡼな授業ᒎ㛤ࢆす࠸ࡼࡤࢀのかࠊ

ࢆ㊶ᐇのᕤ夫ࡵࡓࡴ育ࢆຊࡿࡁ⏕ࡃࡼࡾࡼ

⤂介し࡚ࠋࡿ࠸ 

㸿㸳ุ 㸯㸳㸶㡫 

⦅⪅㸸Ლ田ཿ一 

ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一金ࠊᮁ治㤳田㙊ࠊ裕ᓟࠊ

山憲正ࠊⳢ井ၨ之ࠊ西村⣪㈗ࠊ中村ဴࠊ㣤田┿

人ࠊ 

ᑎ尾正ࠊ中村ᾈஓࠊ八木ᡂ和ࠊ西ᖾⶶࠊ井

ୖಙ子ࠊ⏃弘⾜ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ⟬ᩘ教育ࢆ㏻࡚ࡌ人⏕ࡸ♫

ࡿࡁ⏕ࡃࡼࡾࡼࢆຊのᾰ㣴ࢆ （ࠖP37㹼P46）

 ༢ⴭࢆ

ၥ㢟ゎỴの㐣⛬ࡣఝ♫࡛あࡽࡶࡿ 

人間－32



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ
Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 

ᴫ せ 

ࡼࡳ⤌ࡾయⓗなྲྀࢆࢀࡑࠊࡵࡓࡿࢀࡽ࠼

ࡵࡓすࡈ㐣ࢆ⏕人ࡓᐇしࡀࡇࡿయ㦂すࡾ

の⏕࡚ࡁാᩘࡃ学ⓗな⪃࠼᪉ࢆ育࡚ࡇࡿ 

なࡿᮇᚅ࡛ࡑࠋࡿࡁのయⓗなάືの᥎㐍

ຊなࡿのࡀ子ࡶの学⩦ព㆑࡛あࡇࡿ

ࡘࡾࡃ授業࡙ࡓし㍈ࢆの学⩦ព㆑ࡑࠊ

ඣ❺のᐇែᢕ࡚ࡆあࢆලయⓗなᐇ㊶࡚࠸

ᥱの᪉ࠊ教ᮦ研究のあࡾ᪉࡚࠸ࡘᥦし

 ࠋࡿ࠸࡚

12.教育࣒࣮࢛ࣛࣇ 63

人間ᛶのᾰ㣴 

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿の究ᴟ 

ⓗな目ᶆࡣ 

⟬ᩘ教㣴人間ᛶの 

ᾰ㣴 

ඹⴭ ᖹᡂ 31年 

2᭶ 

金子書ᡣ ᪂し࠸学⩦ᣦᑟせ㡿加ࠕࡓࡗࢃ人間ᛶのᾰ

㣴 のᡂᯝ⤊᭱ࡁ教育࡛ᐇ⌧すࡀࡑࡇࢀࡇࠋࠖ

࡛あࠋࡿしかしࡇࠊのᐇ⌧ࡣ大ࡁなㄢ㢟࡛あࡾ

ලయⓗな᪉ἲࠎྛࡣの教育人ࡀヨ⾜㘒ㄗしな

学ᰯࠋࡿあࡀᚲせࡃ࠸࡚ࡆୖࡁ⠏ᆅ㐨ࡽࡀ

⏕άయのᣦᑟࢆ㏻し࡚ࠊ教師ࠕࡿࡁ࡛人間

ᛶのᾰ㣴 のࠖྲྀࠊ࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾᐇ㊶ⓗな✀ࠎ

のᥦゝࢆ⤂介し࡚ࠋࡿ࠸ 

㸿㸳ุ 㸯㸷㸷㡫 

⦅⪅㸸Ლ田ཿ一 

ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一山金ࠊᮁ治㤳田㙊ࠊ裕ᓟࠊ

憲正ࠊ金⃝Ꮥ夫ࠊⳢ井ၨ之ࠊ西村⣪㈗ࠊ岡本祐

 ࠊ高橋美由紀ࠊ山口⪷௦ࠊ㣤田┿人ࠊ中村ဴࠊె

中村ᾈஓࠊ阿部⚽高ࠊ井ୖಙ子ࠊᮡᾆ健ྂࠊ ᕝ

治ࠊᰩ岡ఫ子ࠊᐑᆏᨻᏹ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ⟬ᩘ教育人間ᛶのᾰ㣴ࠖ 

（P48㹼P57）ࢆ༢ⴭ 

学⩦ᣦᑟせ㡿⟬ᩘ⛉おࠊࡶ࡚࠸教⛉の目ᶆ

お学年の目ᶆྛࡓ᪂ࠊࡇのࢇࢁࡕࡶࡣ

࠺㣴ࢆែ度ࡿす࠺ࡼ㹼しࠕࡶ࡚࠸ の⾲記ࠖ

యⓗなၥ㢟࡚ࢀࡽ࠼ᨭ学⩦ពḧࠊࡾあࡀ

ゎỴάືࢆ㐍ࡃ࠸࡚ࡵ原ືຊなࡿ子ࡶの

ෆ㠃ࢆ㔜どしࡓᣦᑟࡊࡵࢆし࡚࠺ࡀࡇࡿ࠸

かࠕࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠼ࡀ学ྥࡧか࠺ຊࠊ人間

ᛶ➼ࠖのᰕ࡛ࡣの࠺ࡼなᚰのືࢆࡁᐃし

ࢆⅬ↔ࡁのᚰのືࡑࠊ࠼ࡽࢆのかࡿ࠸࡚

ᙜ࡚࡚人間ᛶのᾰ㣴ࡊࡵࢆしࡓ⟬ᩘᣦᑟࡘ

࠸ᥦし࡚࡚ࡆୖࡾྲྀࢆලయⓗな࡚࠸

 ࠋࡿ

13.教育࣒࣮࢛ࣛࣇ 64

学ྥࡧか࠺ຊ

学⩦άືࢆᨭࡿ࠼ព

ⓗᇶ┙ࢆ 

⟬ᩘの授業ࢆ㏻し࡚学 

 ࡿ育࡚ࢆຊ࠺かྥࡧ

ඹⴭ ᖹᡂ 31年 

8᭶ 

金子書ᡣ యⓗ・ᑐヰⓗ࡛῝࠸学ࠊࡶࡧ⏕ᾭࡗࡓࢃ

࡚ᣢ⥆ࡁࡃ࠸࡚ࢀࡉ学⩦ࠕࠊࡶ学ྥࡧか࠺

ຊ ࡉᙧᡂࡀのᅵྎࡑࠊࡑࡇ࡚ࢀࡉ༑ศ育ᡂࡀࠖ

⪄ࡾศな⮬ࠊࡶ௦࡛࠸ኚの⃭しࠋࡿࢀ

ᕫ教育の⮬࠸なࡵㅉࢆࡇࡿすື⾜ࠊࡧ学ࠊ࠼

ຊࠊࢆ子ࡶ育࡚ࡿ学ᰯのྲྀ࠼⪄ࢆࡳ⤌ࡾ

ࠋྛࡿ 教⛉・㡿ᇦの授業➼ࢆ㏻ࡌ ྥࡧ学ࠕ࡚

か࠺ຊࠖࢆ育ᡂすࠎ✀ࡿのᐇ㊶ⓗなྲྀࡳ⤌ࡾ

の⤂介ࢆすࠋࡿ 

㸿㸳ุ 㸯㸷㸮㡫 

⦅⪅㸸Ლ田ཿ一 

ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ோࠊᮁ治㤳田㙊ࠊ裕ᓟࠊ

⎼弘⾜ࠊ金山憲正ࠊ間⪔吉ࠊ西ᖾⶶࠊ㣤

田┿人ࠊᑠ㣰㇂ဴ⏨ࠊᮡᾆ健ࠊ松久┾ᐇྂࠊ

ᕝ治ࠊ八木ᡂ和ࠊⶶあすかࠊ井ୖಙ子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ⟬ᩘの授業ࢆ㏻し࡚学 

 ࠖࡿ育࡚ࢆຊ࠺かྥࡧ

（P48㹼P58）ࢆ༢ⴭ 

⟬ᩘの授業ࢆ㏻࡚ࡌ学ྥࡧか࠺ຊࢆ育࡚ࡿ

ࡌឤࢆᑐし࡚㨩ຊ⩦の学ᩘ⟭ࡀ子౪ࠊࡣ

ࡽࡵồࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉタィなᒎ㛤࠺ࡼࡿ

ࡧの学ࡶ子ࡣࡵࡓࡿ࠼ᛂࢀࡑࠋࡿࢀ

の⯆ດຊし⥆ࡿࡅ知ⓗዲወᚰのႏ㉳ࠊཬ

人間－33



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ
Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 

ᴫ せ 

子ࠊ目し╔ࡾࡲ῝ࡸ㉁ࡶの㔞ࡧ学ࡧ

౪ࡀの࠺ࡼ学ࡪか࠺࠸学ࡧ᪉ࢆ㔜どし

 ࠋࡿ࠸し࡚ࢆᥦゝ࡚࠸ࡘ学⩦ᒎ㛤ࡓ

（学⾡ㄽᩥ） 

㸯㸬ά⏝ࢆ㔜どしࡓ⟬ᩘ

⛉の授業 
༢ⴭ ᖹᡂ 23年 5

᭶ 

᪥本教育⥲ྜ研究ᡤ 

教育㹎㹐㹍 No.18 

P12㹼P15 

DeSeCoࡤࢀࡼ㺂PISA学ຊㄪᰝの㺀ㄞゎຊࣜテ

㺂♫㺃ᩥⓗ㺂ࡣ㺁࣮ࢩ㺁㺀ᩘ学ⓗࣜテ࣮ࣛࢩࣛ

ᢏ⾡ⓗ࣮ࢶルࢆ┦స⏝ⓗά⏝すࡿ⬟ຊ㺁

カテ࣮ࣜࢦのࡕ࠺㺂㺀ゝⴥ㺂ࢩン࣎ル㺂テࢡスࢺ

ࡗゝࡿࢃ㛵ຊ㺁ࡿά⏝すస⏝ⓗ┦ࢆ

⬟知㆑㺃ᢏࡿ㹿⟬ᩘ⛉の学⩦࡛⩦ᚓすࡿ࠸࡚

ࢆの⬟ຊࡇࠋࡿຊ࡛あ⬟࣮࢟ࡿࢃ㛵ࢀࡇ㺂ࡣ

育ᡂすࠊࡵࡓࡿ⮬ᕫຠຊឤࠊᡂຌឤࢆࡏࢃࢃ

ᚓ教育ࠖ⩦ࠕࠊᕤ夫ᨵ善しࢆ┬ⓗᛮ⪃άືࡿ

ά⏝教育ࠕ ࠊ࠼ࡽⓗྜ⤫ࢆ᥈ồ教育ࠖࠕࠖ

⩦ᚓ᥈ồࢆά⏝࡛ࡘなࡄ⟬ᩘ教育のあࡾ᪉

ࠋࡿㄽᩥ࡛あࡓᥦしࢆ

㸰㸬ࡳࡿࡺ教育かࡽの 

Ỵู 
༢ⴭ ᖹᡂ 24年 2

᭶ 

᪥本⚾❧ᑠ学ᰯ㐃ྜ 

ᖹᡂ 23年度 研究㞟㘓 

ᨵゞࡓࢀࡉ学⩦ᣦᑟせ㡿ࠊࡶࢆ学ᰯ教育

⌧ሙࡀ目ᣦࡉなࡤࢀࡅなࡽな࠸ᣦᑟのあࡾ᪉

⩦学ࠋࡿ࠸あ࡚࡚ᥦゝし࡚ࢆⅬ↔⛉ᩘ⟭ࢆ

ᣦᑟせ㡿の⥲則ཬࡧෆᐜࢆศᯒしࠊ⥲則࡛ྛ

教⛉のᣦᑟᙜࡾࡓၥ㢟ゎỴⓗな学⩦の㔜ど

ෆࡀⓗάືᩘ⟭ࡣ࡛⛉ᩘ⟭特ࠊࢀࡽ㏙ࡀ

ᐜ明♧ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉか࡛ࡲࢀࡇࠊࡽのᣦ

ᑟのྲྀࡀࡳ⤌ࡾ༑ศ࡛なかࡓࡗⅬࢆᣦすࡿ

ᣦᑟෆᐜࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡚࠸ࡘ⟇ᨵ善ࠊඹ

ࡀࡇࡿ㛵すᣦᑟ᪉ἲ࠺࠸ⓗάືᩘ⟭

記㏙ࡓࢀࡉのࡣ教師し࡚ࡑのຊ㔞ࡀၥࢀࢃ

ッࢆࡇࡿあࡀᚲせࡘᣢࢆの༴ᶵឤࡿ࠸࡚

ࡿ㐩ᡂすࢆ࠸ࡽࡡ学⩦ᣦᑟせ㡿のࠋࡿ࠸࡚࠼

♧し教ᮦ研究ࢆのほⅬࡾࡃの授業࡙ࡵࡓ

のྲྀࡴ⤌ࡾ㔜せᛶࢆ㏙ࡓㄽᩥ࡛あࠋࡿ 

㸱㸬ᛮ⪃ຊࣉࢵのࡵࡓ

の⟬ᩘⓗάື 
༢ⴭ ᖹᡂ 25年 4

᭶ 

᪥本教育⥲ྜ研究ᡤ 

教育㹎㹐㹍 No.9 

P22㹼P25 

本ㄽᩥࡎࡲࠊࡣ⟬ᩘⓗάືのᴫᛕつᐃࠊ࠸⾜ࢆ

学⩦ᣦᑟせ㡿࡚࠸⨨㔜どࡇࡿࢀࡉなࡗ

ࡾの⟬ᩘ教育のྲྀ࡛ࡲࢀࡇࢆ࠸ࡽࡡᬒ⫼ࡓ

ࢆ子౪ࠊࡽࡉࠋࡿ࠸ศᯒし࡚ࡽのṔ史かࡳ⤌

あࡿᛮ⪃≧ែ⮬由ᘬࡁධࡓࡗ≻ࠊࢀ㝡෬

部ศࢆ㘫㘐すࡿ≧ἣࢆసࡿࡆୖࡾ㝿㔜せな

ാࢆࡁすࠕࡿẼ࡙ࡃ  目╔ࠖࡿࡏẼ࡙かࠕࠖ

しࢱࣗࢩࢤࡓルࢺᚰ⌮学の⪃࠼᪉ࡶᛕ㢌⟬

ᩘⓗάືࢆศᯒしྛࠊ༢元おࡿࡅຠᯝⓗな

⟬ᩘⓗάືの⨨࡙ࢆࡅ明ࡽかしࠋࡓ 

㸲㸬ᛮ⪃ຊࣉࢵのࡵࡓ

の⟬ᩘⓗάື(2) 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 5

᭶ 

᪥本教育⥲ྜ研究ᡤ 

教育㹎㹐㹍 No.10 

P12㹼P15 

学⩦ᣦᑟせ㡿お࡚࠸⟬ᩘⓗάືࡣస業ⓗ・

య㦂ⓗなάືな㌟యࡸලయ≀ࡿ࠸⏝ࢆάື

ⓗᩘ⟭ࠊࡣ本ㄽᩥ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠸なࡽ㝈

άືのなか࡛ࡶෆⓗなάື࡚࠸ࡘ↔Ⅼࢆᙜ

教授原ㄽ࡛ࠖࠕ⠛原ຓᕷẶのࡸẶࣁࢵマࠊ࡚ ᥦ

ၐࡿ࠸࡚ࢀࡉᛮ⪃ᐇ㦂のㄽࢆཧ⪃ࠊ⌧ᅾの

⟬ᩘ教育お࡚࠸ᛮ⪃ᐇ㦂ࡀ㔜どࡿࢀࡉ⫼ᬒ

学⩦ᣦᑟの࠺కࢆᛮ⪃ᐇ㦂ࠊศᯒしࢆ⩏ព

ᨵ善࡚ࡅྥᣦᑟの࠸ࡽࡡ␃ព㡯࠸ࡘ

࡚ලయⓗᐇ㊶ࢆ㏻し࡚明ࡽかしࠋࡓ 

人間－34



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ
Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸳.⟬ᩘ᎘ࡽࡃࡘࢆ࠸な

 授業࠸

༢ⴭ ᖹᡂ 25 年

11᭶ 

᪥本教育⥲ྜ研究ᡤ 

教育㹎㹐㹍 No.26 

P9㹼P13 

学⩦࡚࠸ࡘのඣ❺ン࡛ࢺ࣮ࢣ⟬ᩘの授業

ඣ❺の⌮由のศᯒ⤖ᯝࡓ࠼⟆ࠖ࠸ࡽࡁࠕࡀ

ࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠸㉳ᅉし࡚᪉ࡵ授業の㐍ࠊ࡛

ࡾࡲࡘࠋࡓ࠸࡚ࡵ༨ࢆのྜࡾかなࡀのࡶࡿ

授業お࡚࠸ᐇឤࡸ㐩ᡂឤࢆ༑ศ࠼ࢃ

な࠸ࡽࡁࠕࡵࡓ࠸ ࡗなかࡽ明ࡀᐇែࡿなࠖ

ࡀのྜࢀࡒࢀࡑのࠖ࠸ࡽࡁࠕࠖࡁすࠕࠋࡓ

ከ࠸ㄪᰝᰯおࡿࡅ授業のᐇែࢆᑐẚしࠊゎ

ㄝᆺかࡽၥ㢟ゎỴᆺの授業スࢱルの㌿

 ᚲせࡿ㐀すࢆ授業࠸満㊊度の高ࠊࡾᅗࢆ

ᛶࢆ明ࡽかしࡓㄽᩥ࡛あࠋࡿ 

㸴.ᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲

⌧ຊࢆ育ᡂすࡿ⟬ᩘ

授業 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 9

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ 

 ➨ 1㞟 

㹮37㹼㹮46 

 

ᛮ⪃ຊ・ุ ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ育ᡂすࡿ⟬ᩘ授業の

㐀ࡑࠊ࡚ࡅྥの᥎㐍ຊなࡿព㠃╔

目しࠊయⓗなάືࡀಖ㞀ࡿࢀࡉ授業ᒎ㛤ࢆ

㏣究し࣏ࣜࠋࡓᥦၐのၥ㢟ゎỴᆺの授業ᒎ

㛤ࢆᇶ本しなࡽࡀⓎ㐩ᚰ⌮学㠃かࡽప・中・

高学年ࡽし࠸άືのᵝ┦ࢆᐃしࡑࠊのⓎ㐩

のẁ㝵ࢃࡉࡩし࠸άືࢆࡧ㉳ࡇす学⩦ព

ḧࡀ㐃⥆・Ⓨᒎす࠺ࡼࡿな༢元ᵓᡂཬࡧ㸯

間の学⩦άືのᵓᡂ࡚࠸ࡘලయⓗなᐇ㊶

ࢆ㏻し᳨࡚ドしࡶࡓの࡛あࠋࡿ 

 

㸵.ᛮ⪃ຊࢆ㣴࠺᧯సά

ື 

༢ⴭ ᖹᡂ 26 年

10᭶ 

᪥本教育⥲ྜ研究ᡤ 

教育㹎㹐㹍 特㞟ྕ 

P34㹼P37 

 

᧯సࢆ⏕かしࡓ学⩦άື࣌ࠊࡣスࢱロࢵチࢹࠊ

㔜どࡽかࡃ࡚ྂࡗࡼなࢼル࣮ࣈࠊ࣮ࣗ

ࡓ一㈏しࡣ࢙ࢪࣆࢆస᧯ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

ᵓ㐀ⓗయ⣔ࡓࡗࡶࢆᚰⓗάືし࡚㏙࠸࡚

ᩘ⟭ࡧの学ㄝのᑐẚཬࡽࢀࡇࠊࡣ本ㄽᩥ࡛ࠋࡿ

⛉のᣦᑟෆᐜࢆศᯒしࠊ⟬ᩘᣦᑟおࡿࡅ᧯

సάື࠺ࢆᤊࡿ࠼のかࢆ明ࡽかしࡉࠋࡓ

な᧯సά࠺ࡼのලయⓗなᣦᑟሙ㠃࡛ࠊࡽ

ࡇࡿ育ᡂすࢆᛮ⪃ຊࡀࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆື

㝿し࡚の␃ពⅬのᣦᑟࡑࠊࡓࡲのかࡿな

のࡶࡓ㏻し᳨࡚ドしࢆ㊶ලయⓗなᐇ࡚࠸ࡘ

࡛あࠋࡿ 

 

㸶.⏕ࡿࡁຊࢆ育࡚ࡿ⟬

ᩘᣦᑟ 

 

 (ᰝㄞࡁ) 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 4

᭶ 

人間教育研究༠㆟ 

紀せࠕ人間教育学研究  ࠖ

➨ 2ྕ 

㹮71㹼㹮80 

 

ᙺ࠺ᢸࡀ教育ᩘ⟭ࡵࡓࡿ育ᡂすࢆຊࡿࡁ⏕

ࡣఱかࢆ明☜すࠊࡶࡿ⟬ᩘ教育の

⾲・ᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ㔜ど࡛࠸ࡽࡡ

⌧ຊ ࠸㐀し࡚ࢆな授業࠺ࡼのࠊศᯒしࠖࢆ

のかࡿなࡇࡿ育࡚ࢆのຊࡽࢀࡑࡀࡇࡃ

の᳨ウࢆ加ࠋࡓ࠼本ㄽᩥ࡛ࠕࠊࡣᛮ⪃ࠖࠕ⾲

⌧ ࡀࡽࢀࡑࠊ࠼ࡽࡿ恵ⓗな㛵ಀ࡛あࡣࠖ

┦ⓗస⏝しྜࡶ࠸ࡼࡾࡼ࡚ࡗのࢆసୖࡾ

のᥦ࣏ࣜࠊし࡚ࡊࡵࢆࡾࡃ授業࡙ࡃ࠸࡚ࡆ

ၐし࡚ࡿ࠸ၥ㢟ゎỴᆺのᣦᑟ㐣⛬ࡾྲྀࢆධࢀ

ࢆᐇ㊶࡚࠸ࡘ᪉ࡾຠᯝⓗなᣦᑟのあࡓ

㏻し࡚⪃ᐹしࡶࡓの࡛あࠋࡿ 

 

㸷㸬エࢭࢡル㛵ᩘ࡛の 

 ࢢン࣑ࣛࢢロࣉ

ICT 

 

 

 

 

 

       

 

༢ⴭ 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 27年 9

᭶ 

 

 

 

        

ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ 

 ➨㸱㞟 

㹮59㹼㹮72 

 

 

 

 

            

2013 年度ᐇのᅜ㝿教ဨᣦᑟ⎔ቃㄪᰝ

（TALIS）⤖ᯝおࠊ࡚࠸ICT ᣦᑟᐇࡓ࠸⏝ࢆ

 ཧ加ᅜの中࡛ࡀ教ဨのྜ࠺⾜⦾㢖ࢆ㊶

᭱ୗ࡛あ≦⌧ࡿὀ目しࠊ本ㄽᩥ࡛ࡣICTࢆ

ά⏝しࡓ教育ࢆ᥎㐍すࡇࡿのᚲせᛶ教育

ຠᯝのあࢺࣇࢯࡿ㛤Ⓨࠊཬࡑࡧの⏝の᭷⏝

ᛶ࡚࠸ࡘ㏙ࠋࡿ࠸࡚特ࠊᇶ♏・ᇶ本のᐃ

ࡇࡿಶู学⩦࡛ά⏝すࡸ度⇍⩦ࠊ㝿ࡿᅗࢆ╔

ロࣉのࢺࣇࢯࡿⓎすࢆなຠᯝࡁ大ࡾࡼ

ࢆのຠᯝⓗな⏝᪉ἲࡑసᡂのᡭ㡰࣒ࣛࢢ

明ࡽかし࡚ࠋࡿ࠸ 

 

人間－35



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ
Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸯㸮㸬⏕ࡿࡁຊの育ᡂ

యⓗなၥ㢟ゎỴά

ື  

 

(ᰝㄞࡁ) 

༢ⴭ ᖹᡂ 27 年

12᭶ 

᪥本人間教育学 

紀せࠕ人間教育学研究  ࠖ

➨㸱ྕ 

㹮25㹼35 

 

ᩘ学教育⌧௦のኻᩋ௨㝆ࠊ⟬ᩘᩘ学教育の

₻ὶࡣ大ࡃࡁၥ㢟ゎỴษࠊࡀࡓࢀࡽ࠼᭰ࡾ

࠸࡚ࡗࡲ␃㠃ⓗな学⩦ᣦᑟ⾲ࡸᙧᘧࡀࢀࡑ

ᑐ⤯ࡣ࠸ࡿンⓗあࢺࣛࣉࡿᗏὶすࠊࡣのࡓ

⩏ⓗなᩘ学ほのㄽ⌮ⓗᖐ⤖し࡚ࢽ࣑ࣗࢥࠊ

ࡽかࡓ࠸࡚ࢀࡉ㐣┳ࡀンάືの本㉁ࣙࢩ࣮ࢣ

ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡣ本ㄽᩥ࡛ࠋ࠸なࡽな

ンࡵྵࢆ⾲⌧ຊのᐇࡀྉ࠺ࡼࡿࢀࡤなࡗ

ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ学ⓗᩘࠊศᯒしࢆᬒ⫼ࡿ࠸࡚

ࣙンの育ᡂ࠺࠸どⅬかࡽ授業ᵓᡂのあࡾ᪉

 ࠋࡓᥦゝしࢆ

㸯㸯.⟬ᩘ⛉のᇶ♏学ຊ

授業࡙➽㐨ࡘ育ࡀ

 ࡾࡃ

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 

9᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ 

 ➨㸳㞟 

㹮53㹼㹮66 

 

⟬ᩘ⛉࡛育࡚ࡁࡿ学ຊの中᰾なࡶࡿのࡣ

ᩘ学ⓗな⪃࠼᪉なࡽなᩘࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠸学

ⓗな⪃࠼᪉ࢆᇶ♏学ຊ⨨࡙ࢆࢀࡑࠊࡅ育

どⅬ࠺࠸人間ᛶの育ᡂࢆ᪉ࡾ授業のあࡿ࡚

のࡶ子ࡣᇶ♏学ຊࠋࡿ࠸㏣ồし࡚࡚࠼加ࡶ

άືのጼし࡚学⩦の中࡚ࡵࡌࡣ࡚ࢀ⌧育

άࢆࢀࡑࠊࡕ育ࡀの࡛ᇶ♏学ຊࡿ࠼ゝࡓࡗ

ࡘᣦᑟ⪅のᙺࡸな༢元ᵓᡂ࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝

ప・中・高学ࠊࡽࡉࠋࡿ࠸し࡚ࢆのᥦ࡚࠸

年のⓎ㐩のẁ㝵おࡿࡅ子ࡶの特ᛶࢆ⏕か

しࡓάືのሙ࡙ࠊࡾࡃおࡧࡼ授業࡙ࡾࡃの࣏

 ࠋࡿ࠸ᥦし࡚ࡶ࡚࠸ࡘࢺン

     （のࡑ）

㸯㸬᪂任教ဨのࡵࡓの 

 ࢡࢵࣈࢻンࣁ

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 24 年

度 

㏆␥大学 

 

 

 

教ဨの研ಟㄢ㢟テ࢟スࢺし࡚⏝すࡓࡿ

ス࣮ࢣなࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ㡯ࡿ㛵す学⣭⤒Ⴀࠊࡵ

࡛の子ࡶ᥋すࡿ㝿の␃ព㡯ࠊᐙᗞゼၥ

の␃ព㡯ࠊᨾࡀ㉳ࡓࡗࡇሙྜのᑐฎの

᪉なࢆ㹏㸤㸿ᙧᘧ࡛㸿㸲∧㸵㸲㡫ࡵࡲ

࡚教ဨ㓄しࢆࢀࡑࠊ学ᰯのᇶ本᪉㔪

し࡚ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡾ᪥ࠎの教育ᐇ㊶のᐇ

 ࠋࡓしࢆࡾయไసࡴ⤌ࡾྲྀ࡚ࡅྥ

 

 

 ࠖ✏౫㢗原ࠕ

㸯㸬授業中おࡿࡅែ

 ࡣࡿᑐᛂす

 【ࢬ࣮ࣜࢩ】（ᩘ⟭）

 

 

 

༢ⴭ 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 22年 4

᭶㹼ᖹᡂ 23

年 3᭶ 

 

 

 

᪥本ᩥ教ฟ∧ 

 

 

 

 

 

教育ሗㄅࠕROOTࠖ➨㸯ᕳ㹼➨㸲ᕳ  P19 

 教育⌧ሙ࡛⟬ᩘの授業中㐼㐝すࡿែ

のᑐฎἲࡑࠊのか࠸ࡼࡤࢀᑐฎす࠺ࡼの

ࡶ子࠸ᣢ࡚なࡀぢ㏻しࠕࠋ♧ලయ࡛ᥦࢆ

か࠸ࡼࡤࢀす࠺ࡼのࡣ  ࡚ࡁゎỴ࡛ࡃ᪩ࠕࠖ

間ࡀあࡿ࠸࡚ࡗࡲ子࠺ࡣࡶす࠸ࡼࡤࢀ

か なࠖのෆᐜࠋ特ࠊ⤒㦂のὸ࠸教師ࡇࡀの

原✏ࢆཧ⪃し࡚㐺ษᑐᛂすࡾࡼࡇࡿ

一人ࡾࡦのඣ❺ࡀᐇしࡓ学⩦άືࡾྲྀ

 ࠋのᥦ࡚ࡗ㢪ࢆࡇࡿࡅ࠸࡛ࢇ⤌

ࡓ࠼⪄ࡀ⮬㏻し࡚ྛࢆάື࠸ヰしྜࠊࡓࡲ 

ゎỴ᪉ἲࡶ࠸ࡼࡾࡼࢆのࡓࡃ࠸࡚ࡆୖࡾ⦏

࠸Ⰻࡤࡅ࠸育࡚࡚࠺ࡼのࢆの学⩦㞟ᅋࡵ

のかࡶ࡚࠸ࡘᥦࠋ 

⤒ά⏕ࡧࡼ学⩦おࡿࡅおᗂඣᮇࠊࡽࡉ 

㦂ࡀ༑ศ࡛なࡀࡇ࠸原ᅉࡿࢀࡽ࠼⪄➨㸯

学年のᩘᴫᛕࡸᅗᙧᴫᛕの⌮ゎ㛵すࡿ学⩦

ෆᐜおࡁࡎࡲࡘࡿࡅᑐすࡿண㜵⿵ᣦ

ᑟࡶ࡚࠸ࡘ♧ࠋ 

 

人間－36



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ
Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

 教ᮦసᡂࠖࠕ

㸯.➼✚ኚᙧのㄝ明教ල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༢⊂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 22 年

12᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

᪂⟬ᩘ教育研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➨㸳学年の༢元ࠕᅗᙧの㠃✚ࠖのᣦᑟお࠸

のࡤࢀあ࡛ࡌྠࡀࡉ高ᗏ㎶ࡣゅᙧ୕ࠊ࡚

あ࡛ࡌྠࡶ✚㠃ࡶ࡚ࡗなᙧの୕ゅᙧ࡛あ࠺ࡼ

 子ࠋࡿの教ල࡛あࡵࡓࡿࡏࡉゎ⌮ࢆࡇࡿ

ฟᗏ㎶のእࡀ㡬Ⅼࡿࡓあࡉ高࡚ࡗࡶ

ࡀᢠの⌮ゎ࡚࠸ࡘ✚ゅᙧの㠃୕ࡿ࠸࡚

ぢࡿࢀࡽഴྥあࡑࠋࡿのࠊࡵࡓᑡしࡘࡎ㛗ࡉ

࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࡶఱ本ࢆ⥺࠸⣽ࡃ࠸࡚ࡗなࡃ▷ࡀ

୕ゅᙧࢆసࣙࢩ࣮࣓ࢽࠊࡾン࡛ࡑの 1 本ࡎ

ኚᙧゅᙧ୕ࡌྠࡶࡉ高ࡶᗏ㎶ࡏࡉື⛣ࢆࡘ

し࡚ࠊࡾࡼࡇࡃ࠸ᗏ㎶高࡛ࡌྠࡀࡉあ

࠺ࡿࡏࡉゎ⌮ࢆࡇࡿあ࡛ࡌྠࡶ✚㠃ࡤࢀ

ሗᶵჾࢆά⏝しࡓ教ලなࠋࡿ࠸࡚ࡗ 

 

 

㸰.の㠃✚のồࡵ᪉の

ㄝ明教ල 

༢⊂ ᖹᡂ 23年 5

᭶ 

西᪥本ᆅ༊⚾学㐃┕研

究大 

 

➨㸴学年ࠕの㠃✚ のࠖ༢元࡛⏝すࡿ教ල࡛

あࠋࡿの中ᚰࢆ㏻ࡿ┤⥺࡛➼ศしࢆࢀࡑࠊ➼

✚ኚᙧし࡚ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧ୕ࡸゅᙧすࢆࡇࡿ

ᐇ㝿⣬かࡶࡓ࠸の࡚࠸⏝ࢆ᧯సࡾࡓࡏࡉ

♧しࡾࡓすࡣࡇࡿᅔ㞴な࡛ࡇあࡇࡑࠋࡿ

ࢆ࡚࠸⏝ࢆࢺࣇࢯࢡࢵࣇࣛࢢࠊ࡛ 32➼ศ

し64ࡾࡓ➼ศしࡾࡓし࡚సᡂしࡓおࡂ࠺ᙧࢆ

✚➼ゅᙧ୕ࡸン࡛ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࣙࢩ࣮࣓ࢽ

ኚᙧし࡚♧すࠊࡾࡼࡇのồ✚බᘧ 

࡛あ༙ࡿᚄ�༙ᚄ�࿘⋡の⌮ゎࢆ☜かなࡶ

のす࡚ࡗࡽࡡࢆࡇࡿసᡂしࡓ 

 

㸱.ィ⟬の⩦⇍ࢆᅗࣉࡿ 

ࣜンࢺసᡂࢺࣇࢯ 

༢⊂ ᖹᡂ 23年 5

᭶ 

西᪥本ᆅ༊⚾学㐃┕研

究大 

 

➨ 1 学年かࡽ➨㸴学年࡛ࡲのィ⟬㡿ᇦ࡛ᢅࢃ

್ᩘࡓධຊし任ព࡚࠸ࡘ⟭࡚のィࡿࢀ

࡛ࢺࣇࢯࡿࡁసᡂ࡛ࡀィ⟬ၥ㢟のᘧ࡚࠸⏝ࢆ

あࠋᩘࡿ ⠊ᅖᩘᩚࡣ・ᑠᩘ・ศᩘの࡚ࠊࡓࡲࠊ

ࢃࡿのあࡾࡲあࢇࢁࡕࡶࡣ༢⣧なᅄ則ࡶ⟭₇

ࡶ⟆ゎࡸၥ㢟ࡿᅄᤞධ࡛ฎ⌮すࢆၟࡸ⟭ࡾ

ᩘ್のධຊ࡛⮬ືసᡂ࠺ࡼࡿࢀࡉし࡚あ

࠸⏝ࢆルの㛵ᩘࢭࢡエࡣ࡚ࡗࡓあసᡂࠋࡿ

ࡇࡿά⏝すࡶఱฎ࡛࡛の࡛一⯡ⓗࡿ࠸࡚

 ࠋࡿあ࡛ࢺࣇࢯな⮬స⬟ྍࡀ

 

㸲.ࠕά⏝ຊࠖ育ᡂの 

 ル教ᮦࢱࢪࢹのࡵࡓ

ඹྠ ᖹᡂ 25年 6

᭶ 

ᰴᘧ♫ 

㹣教育研究♫ 

➨1学年㹼➨㸴学年の⟬ᩘの༢元ࠊ࡚࠸ࡘ

学⩦ᣦᑟせ㡿ࠕࡓࢀࡉ♧ά⏝ຊ 育ࠖᡂのࡵࡓ

のᣦᑟ⏝࣓ࢡࢵ࣑ࢹスᆺࢱࢪࢹル教ᮦࢆ

సᡂࠋ授業ࣜࣉンࢱࢪࢹࢺル教ᮦࢥンテン

PISAᆺ学ຊࡾࡼࡇࡿ⏝す࡚ࡏࢃྜࢆࢶ

 ࠋࡿ教ᮦ࡛あࡓし࠸ࡽࡡࢆࡇࡿ育࡚ࢆ

教授㈨ᩱࡣ㹀㸳ุ㸰㸴㸵㡫 

⦅⪅㸸Ლ田ཿ一 

ඹⴭ⪅㸸加⸨明ࠊ金山憲正ࠊ中島⦾雄ࠊ松ᾆṊ

人 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨㸳学年・➨㸴学年のࠕά⏝ၥ

㢟 ᐇ㊶ၥ㢟ࠕࠖ Ⓨᒎၥ㢟ࠕࠖ （ࠖP118㹼p267） 

の 95教ᮦࢆ༢ⴭྛࠋ ༢元ᑐᛂしࢱࢪࢹࡓル

 ࠋసᡂࢆࢶンテンࢥ

ά⏝ၥ㢟࡛ࠕࡣㄞゎຊࠖࢆ㔜どしࡓෆᐜᢅࢆ

 ࣉࢵ࣏ス࡛࢘オンマࡣ᪉ࡁゎࡸࢺンࣄࠊ࠸

άࡶICT教育࡛ࠊࡵࡓࡿし࡚あ࠺ࡼࡿすࣉࢵ

 ࠋࡿᕤ夫し࡚あ࠺ࡼࡿࢀᅗࡀ⏝
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ
Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

     ࠖ⾲学Ⓨࠕ

㸯.᪂学⩦ᣦᑟせ㡿（⟬

ᐇ㊶ୖのࡿࡅお（ᩘ

ㄢ㢟 

㸫 ᖹᡂ 23年 1

᭶ 

᪂⟬ᩘ教育研究 

➨ 35ᅇ࣮ࢼ࣑ࢭ 

（㸸⟽根・ 

 （テルᑠᾛᅬ࣍

教育ᇶ本ἲࠊ学ᰯ教育ἲのᨵ正క࠺学⩦ᣦ

ᑟせ㡿のᨵゞの㊃᪨ࢆ㋃ࡓ࠼ࡲ⟬ᩘ⛉学⩦ᣦ

ᑟのせⅬࢆᥦࠋά⏝ࢆ㔜どすࡿᣦᑟ࡛ࡣᣦ

ᑟෆᐜの㛵㐃ࢆ明ࡽかしࠊ᪤⩦ののෆᐜ

ࡇࡿすࢆ༢元ᵓᡂ࡚࠼ᤊࢆのかࡿⓎᒎすࡀ

の㔜せᛶྛࢆ学年のせ教ᮦࡓࡆୖࡾྲྀࢆ

࡛Ⓨ⾲ࠊࡓࡲࠋ⾲⌧ຊࢆ育ᡂすࡵࡓࡿのࣀࠕ

ᫎീᶵࢆᐇ㊶࡚࠸ࡘ᪉ࡾᣦᑟࠖのあࢺ࣮

ჾ࡛♧しなࡽࡀ⤂介ࢆࡽࢀࡇࠋ㏻しᛮ⪃ຊ・ุ

᩿ຊ・⾲⌧ຊの育ᡂࢆ目ᣦしࡓ᪂学⩦ᣦᑟせ

㡿の㊃᪨ࢆ㋃ࡓ࠼ࡲᮃࡲし࠸ᣦᑟのあࡾ᪉ࢆ

Ⓨ⾲ࠋ 

㸰.⟬ᩘ⛉おࡿࡅၥ㢟

ゎỴ学⩦のᐇ 

㸫 ᖹᡂ 23年 5

᭶ 

➨ 54ᅇ西᪥本ᆅ༊ 

⚾学㐃┕研究大 

（㏆␥大学㝃ᒓᑠ学ᰯ） 

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿࡛育࡚࠸ࡓ目ᣦし࡚ࡿ࠸学
ຊࠊࡣ教࠼㎸ࡳのゎㄝᆺの授業かࡽ⬺༷し࣏
しᇶ本ࢆၥ㢟ゎỴᆺの授業ࡓのᥦၐしࣜ
࡚ᒎ㛤す࡚ࡗࡼࡇࡿຠᯝⓗ育ᡂࡿࢀࡉ
ࢆၥ㢟ゎỴᆺの授業ࠊඹࡿᙇすࢆࡇ
すࡣࡵࡓࡿඣ❺のᐇែࢆⓗ☜ᢕᥱすࡇࡿ
な大๓ᥦࡀ教師の⥥ᐦな教ᮦ研究ࠊ
 ࠋᙉㄪࢆࡇࡿ
⟭ࡿࡅおᑠ学ᰯࡽᗂᑠ㐃ᦠのほⅬかࠊࡓࡲ
ᩘ学⩦のᐇのࡵࡓᗂඣᮇのᩘ࠺ࡼ
ᴫᛕࡸᅗᙧᴫᛕの⌮ゎ㛵すࡿᣦᑟࡤ࠼⾜ࢆ
Ⰻ࠸かࡶ࡚࠸ࡘゎㄝࠋ 
 

㸱.௦のࢬ࣮ࢽᛂ࠼

 学ᰯ㐠Ⴀࡓ

㸫 ᖹᡂ 24年 4

᭶ 

ᖹᡂ 24年度㏆␥大学 

㝃ᒓ㛵ಀᰯ研究大 

（㏆␥大学） 

⤌⧊㠃ࠊࡣ࡚࠸ࡘᑠ学ᰯ高学年おࡿࡅ 
教⛉ᢸ任ไࠊ一年ᢸ任ไࠊ⩦⇍度ู学⩦ែໃの
ᑟධࠊཬࠊྛࡧ 教ဨの研究教⛉のࡾࡾな
の学ᰯࡵࡓ目ᣦࢆ╔ᇶ♏・ᇶ本の☜ᐇなᐃࠊ
のྲྀࡁࡴ⤌ࡾ᪉ྥ᪉⟇ࢆᥦࠋ 
ࠊࡾᅗࢆᗂ⛶ᅬ教育の㛵㐃ᑠ学ᰯ教育ࠊࡓࡲ
・目ᣦすᗂࢆᑠ学ᰯ教育の㐀ࡓᐇしࡾࡼ
ᑠ㐃ᦠの㟂せᛶᚲせᛶࢆᙉㄪࠋ 
教育ෆᐜ㠃࡛ࠊࡣ᪥ࠎの教育ᐇ㊶おࠊ࡚࠸
᪉ࡵၥ㢟ゎỴ学⩦の㐍ࠕ ࡾ学⣭⤒Ⴀのあࠕࠖ
᪉ ᪉ࡾᣦᑟのあࢺ࣮ࣀ・ᮘ間ᣦᑟࠕࠖ ࡶ子ࠕࠖ
授業の㐀ࡴ⤌ࡾྲྀ⩦学యⓗࡀ なࠖࠊ
ᛮ⪃ຊ・ุ ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ育࡚ࡵࡓࡿの教育ࢆ
 ࠋᥦࢆかࡁࡃ࠸ᐇ㊶し࡚࠺
 

㸲. ⟬ᩘⓗάືࡾྲྀࢆ

ධࡓࢀᣦᑟ 

 

 

 

㸫 ᖹᡂ 25 年

10᭶ 

 

人間教育研究༠㆟ࠖࠕ

ᖹᡂ 25年度ᐃ 

ᛮ⪃ຊࢆ高ࡵࡓࡿࡵの授業సࡾḞかすࡇ
の࡛ࡁな࠸⟬ᩘⓗάືࠊ࡚࠸ࡘ㔜どࡿࢀࡉ
⌮由・ྲྀ ・教ᮦ研究ࡿなᚲせࡵࡓࡿࢀධࡾ
ᒎ㛤の᪉ἲなࢆලయⓗなᐇ㊶ࡅࡘࡧ⤖
࡚のⓎ⾲ෆᐜ࡛あࠋࡿ 
స業ⓗά ・ືయ㦂ⓗά ・ືᛮ⪃ⓗάືのྛάື
ࡿࡏࡉࢆάືࠊࢆලయⓗな教ᮦ࡚࠸ࡘ
目ⓗࠊຠᯝⓗࡾྲྀධࡿࢀ᪉ἲ࡚࠸ࡘのゎ
ㄝ加ࠊ࠼ゝㄒάືあࠕࡿࡓㄝ明すࡿάືࠖ
ᵝのゎྠࡶ࡚࠸ࡘάືࠖ࠺ྜ࠼しఏ⌧⾲ࠕ
ㄝࢆ加࡚࠼Ⓨ⾲しࠋࡓ 

㸳. 教ᮦ研究ࢆすࡿ㝿
ࢀࡅおかな࡚ࡗ知
ࡇのᩘ⟭ࠕ࠸なࡽなࡤ
 ㄒࠖ⏝・ࡤ

 

㸫 ᖹᡂ 25 年
12᭶ 

教師ຊྥୖ研究 
（➨㸲ᅇ⥲） 
 

⟬ᩘᣦᑟᙜ࡚ࡗࡓᣦᑟ⪅ࠕࡀ⟬ᩘのࡤࡇ・
⏝ㄒࠖࢆしࡗかࡾ⌮ゎし࡚おかなࡤࢀࡅ༑
ศな教ᮦ研究ࢆすࡁ࡛ࡀࡇࡿなࡇ࠺࠸࠸
 ࠋ⾲Ⓨ࠸ࡽࡡࢆࡇࡿ࠼ఏࢆ
ព㆑ࢆᆺのᘧの༊ูࢬ࣮ࣞࣇンテンスᆺࢭ
ࢀࡎ࠸ໟྵ㝖のศ㝖➼ࡸᚲせᛶࡃお࡚ࡏࡉ
のၥ㢟ሙ㠃࡛ᑟධすࡀࡇࡿ㐺ษ࡛あࡿのか
なࠊ教ᮦ研究⟬ᩘの⏝ㄒの⌮ゎࡣษࡾ㞳
し࡚⪃ࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼なࢆࡇ࠸ᙉㄪࠋ 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ
Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸴. ⟬ᩘⓗάືࡾྲྀࢆ
ධࡓࢀᣦᑟの࣏ン
 ࢺ

 
 
 
 
 
 

㸫 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 26年 2
᭶ 
 
 
 
 

人間教育研究༠㆟ࠖࠕ
࣒࣮࢛ࣛࣇ in大㜰 
 
 
 
 
 
 
 
 

学⩦ᣦᑟせ㡿࡛⟬ᩘⓗάືࡀ㔜どࡿ࠸࡚ࢀࡉ
⫼ᬒࢆ࠸ࡽࡡศᯒしࠊ⟬ᩘⓗάືࡾྲྀࢆධ
࡚࠸ࡘࢺン࣏㝿のࡿᅗࢆ授業のᐇࡓࢀ
Ⓨ⾲ࠋ特ࠊ⟬ᩘⓗάືࡶ࠺࠸のࡀ༢స業
ⓗάືࡸయ㦂ⓗάືࢆពし࡚ࡿ࠸の࡛ࡣな
ࡇ࠸なࡀ౯್ࡤࢀࡅなࢃకࡀᛮ⪃άືࠊࡃ
ᙉ࡚ࡅ㛵㐃࡙ࢆのᚰⓗάືのㄽ࢙ࢪࣆࢆ
ㄪしࠊࡓࡲࠋࡓ⟬ᩘⓗάືࡾྲྀࢆධࡿࢀ学⩦
ຠᯝࡀⓎࡿࢀࡉᣦᑟሙ㠃ࡑの␃ព㡯
 ࠋࡓ㏻し࡚Ⓨ⾲しࢆලయⓗなࡶ࡚࠸ࡘ
  

㸵. ⟬ᩘの授業࡛ゝㄒ
άືࢆᐇࡿࡏࡉ 

 
 
 

 

㸫 ᖹᡂ 26年 6
᭶ 

教師ຊྥୖ研究 ゝㄒάືࢆᐇࡵࡓࡿࡏࡉの目ⓗࢆ明☜ᤊ
༑ศなᡂᯝࡤࢀࡅなࡲ⤌ࡾྲྀ㊶ᐇ࡛ୖࡓ࠼
⌧ᐇࢆ教⛉の目ᶆࡎࡲࠊࡵࡓ࠸なࡁᮇᚅ࡛ࡀ
すࡿᡭ❧࡚し࡚ゝㄒάືࢆᐇࡿࡏࡉの࡛
あࡀࡇࡿ大๓ᥦなࢆࡇࡿᙉㄪしࠋࡓ 
特ࠊ⟬ᩘのゝⴥゝࡿ࠸࡚ࢀࢃᘧ↔Ⅼࢆ
ᙜ࡚ࠕࠊᘧ⾲すάື άືࠖのලࡴࡼࢆᘧࠕࠖ
యࠊࡆୖࡾྲྀࢆゝㄒάືࢆᐇ࣏ࡿࡏࡉ
ンࢺなࡿᢳ㇟の㐣⛬ࡸ一⯡の㐣⛬のᵓ
ᡂ࡚࠸ࡘ㔜Ⅼࡓ࠸⨨ࢆᥦゝࢆࢀࡑࠊල⌧
すࡵࡓࡿのᣦᑟのあࡾ᪉࡚࠸ࡘⓎ⾲しࠋࡓ 
 

㸶. ᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲
⌧ຊࢆ育࡚ࡿ⟬ᩘᣦ
ᑟ 

  
 

㸫 ᖹᡂ 26年 8
᭶ 

教師ຊྥୖ研究  
 ࣮ࢼ࣑ࢭマ࣮ࢧ

ᛮ⪃ຊ・ุ ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ育࡚ࡣࡿၥ㢟ゎỴ
ᆺ࡛のᣦᑟࡀᮃࡲしࠋ࠸ၥ㢟ゎỴᆺのᣦᑟ࡛
ࡽࡵồࡀࡇࡿࡅ㛵㐃࡙᪤⩦の学⩦ෆᐜࡣ
本ࡀ᪤⩦の学⩦ෆᐜࡿࡅ㛵㐃࡙ࠊ一᪉ࠋࡿࢀ
のゎỴࡃࡘࡧ⤖ෆᐜ࡛な࠸ሙྜࠊࡣ㏫子
࠺᪤⩦ෆᐜࠋࡿなࡇࡿࡏࡉΰࢆࡶ
㉳ࡿࡏࡉのかࡑࠊࡓࡲࠊのࡵࡓᚲせなࡿ
ᡭ❧࡚ࢆෆᐜの⣔⤫ᛶ・㛵㐃ᛶࢆ明☜すࡿ
どⅬかࡽゎㄝしࠋࡓ特ࠊ教ᮦศᯒの㔜せᛶ
ᣦᑟෆᐜの㛵㐃ࢆ明☜すࡇࡿの㔜せᛶࢆ
ᙉㄪࠋ 
 

㸷. ព㆑ࢆ㍈し࡚ 
ᒎ㛤すࡿ⟬ᩘᣦᑟ 

㸫 ᖹᡂ 27 年
10᭶ 

᪥本人間教育学 
➨ 1ᅇ⥲ 

ࡿ㛵す学⩦άືࡓかし⏕ࢆの᧯సࢼル࣮ࣈ
ㄽ࢙ࢪࣆのᚰⓗάືのㄽࢆᇶࠊ༶≀ⓗ
ᑐ㇟のࠊࢪ࣮࣓⤒㦂ⓗ記᠈⏕のࠊࢪ࣮࣓
ീのࡾࡼࡀࢪ࣮࣓ᢳ㇟ⓗ・ᴫᛕⓗな࣓
の㛵⛬ၥ㢟ゎỴの㐣⛬㐣ࡿࡲ高ࢪ࣮
ಀࢆ明ࡽかしࠊ学⩦⪅のពᚿ࡚ࡗࡼయ
ⓗな学⩦άືࡀᒎ㛤ࡿࢀࡉ授業సࡾのせⅬࢆ
ᥦゝࡀࢪ࣮࣓ࠋ㐃⥆Ⓨᒎす࠺ࡼࡿな༢元ᵓ
ᡂཬࡧ授業ᵓᡂࢆヨࡿࡳ㝿し࡚ࠊࡣ⬟ຊᚰ
⌮学࡛ศᯒࡿ࠸࡚ࢀࡉㄆ㆑⬟ຊḧᮃ⬟ຊの
ほⅬかࡽⓎ㐩ẁ㝵ࢆ⪃៖しࡓάືのᵝ┦ࢆ
ᐃし࡚おࡀࡇࡃᚲせなࡶࡇࡿᙉㄪࠋ 
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2 年 3᭶ 31 ᪥ 

Ặྡ  桑原 祐子  

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

 ゝㄒ学  ᪥本ㄒ学 ᪥本ᩥ学 正㝔ᩥ書 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

1）᪥本ㄒのᩥἲ研究のᡂᯝࢆ⏕かしࡓᐇ㊶ⓗ授業 ᖹᡂ 7

年度 

㹼ᖹᡂ

22年度 

ᦤ༡大学ᅜ㝿ゝㄒᩥ学部ᅜ㝿ゝㄒᩥ学⛉㠀ᖖ講師

᪥本ㄒୖ⣭సࠕࡧ᪥本ㄒࠖཬࠕ学⏕の␃ࡓし࡚ᢸᙜし

ᩥϨࠖの授業ࠋ中ᅜㄒᅪの␃学⏕࡚ࡗ⩦ᚓの㞴し࠸

ຓモのᶵ⬟ᩥࠊ࡚࠸ࡘἲ研究おࡿࡅᵓᩥㄽの研究ᡂ

ᯝࡾྲྀࢆධࠊࢀ᪥本ㄒᩥのᵓ㐀ࡣᵝࠎなᒙࡀあࡇࡿ

ࠋࡓࡗ⾜ࢆᐇ㊶ⓗ教育ࡽࡀศᯒしなࢆ㌟㏆なᩥࠊゎㄝしࢆ

௦⌧ࠊࡽࡀしな♧ලయⓗࢆ᪥本ㄒのṔ史ⓗኚࠊࡓࡲ

の᪥本ㄒのᐇែࢆศᯒすࡶࡇࡿヨࡑࠋࡓࡳの⤖ᯝࠊ᪥

本ㄒのసᩥ⬟ຊのྥୖࡀぢࠋࡓࢀࡽ 

 
2）ᐇᆅぢ学ࡾྲྀࢆධࡓࢀ授業 ᖹᡂ 22

年 11᭶ 

ዉⰋ⏘業大学ሗ学部ሗ学⛉准教授し࡚ᢸᙜしࡓ

ⴥ㞟・正㝔ࠊ࡚࠸ᒎ㛤ࠖの授業⏕リḷのⓎࠕ

東大ᑎのዉⰋ௦の㑇ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ授業中ᚰࢆ

ᵓのᐇᆅぢ学ཬࡧ正㝔እᵓのぢ学ࠋࡓࡗ⾜ࢆ┿࡛ࡣ

ᐇឤ࡛ࡁな࠸ᵓ㐀≀の大ࠊࡸࡉࡁᶵᵓのつᶍなࡀᐇឤ

 ࠋࡓࢀࡽᚓࡀⰋዲなᛂࡡᴫࠊࡁ࡛

 
3）ᡤぢカ࣮ࡿࡼࢻၥ㢟ព㆑のၨⓎ ᖹᡂ 22

年度㹼

24年度 

ዉⰋ⏘業大学ሗ学部ሗ学⛉准教授し࡚ᢸᙜしࡓ

㢼ᅵ（ࠖᖹᡂዉⰋのᩥ学ࠕ 22年㹼24年）ࠕࠊ᪥本のᩥ学ࠖ

（ᖹᡂ 24年）࡛ࠊࡣẖᅇの授業࡛㸰㹼㸱のၥࢆᥦ♧しࠊ

授業の᭱ᚋのࠋࡿ࠸࡚ࡵすすࢆ⩏ᙧ࡛講ࡿ࠼⟆ࢀࡇ 10

ศ間࡛ࠊᡤぢカ࣮ࡇࠊࢻのၥᑐすࢆ࠼⟆ࡿ記ධࠊࡏࡉ

ၥࡸ㉁ၥࡶయⓗ記ධࠊ࡚ࡗࡼࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉ

ཷ講⏕の⌮ゎの度ྜࡀ࠸ㄆ㆑࡛ཷࡓࡲࠊࡁ講⏕⌮ゎྥୖ

ㄆ㆑ࠊࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ㈨すၥ㢟ព㆑のၨⓎࠊࢀᅗࡀ

⩏㐌の講⩣ࠊࡣ࡚࠸ࡘ㉁ၥ・ၥࡓࢀࡉ記ධࠋࡿࢀࡉ

 ࠋࡿ࠸࡚࠼加ࢆゎㄝ࡚ࡆୖࡾྲྀ࡛

 
㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

1）講⩏⏝教ᮦࠕዉⰋのᩥ学㢼ᅵࠖ ᖹᡂ 22

年度㹼

24年度 

ዉⰋ⏘業大学ሗ学部ሗ学⛉准教授し࡚ᢸᙜしࡓ一

⯡教㣴⛉目ࠕዉⰋのᩥ学㢼ᅵࠖおࠊ࡚࠸授業間ෆ

ẖᅇ授業࡛㓄布しࢆ学సရ・ᩥᏐ㈨ᩱなᩥࡿ⏝す

ࡀ᪉ࡁ章の書ᩥࡸᙜのᩥᏐのጼࠊࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࠋࡿ࠸࡚

どぬⓗᤊࠊ࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼原本・本の┿ࢆᥖ載す

ࠊ⏝し࡚ࢆࢺン࣏࣮࣡ࣃࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡵດ࠺ࡼࡿ

ྂ௦のᩥ≀ࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆ㜀ぴ࡛࠺ࡼࡿࡁし࡚ࠋࡿ࠸ 

 
2）講⩏⏝⿵ຓ教ᮦࠕ᪥本ㄒࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥンࠖ ᖹᡂ 23

年度㹼

24年度 

ዉⰋ⏘業大学ሗ学部ሗ学⛉准教授し࡚ᢸᙜしࡓ

学ඹ㏻のᑟධᇶ♏⛉目ࠕ᪥本ㄒࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥンࠖ

おࠊ࡚࠸ẖ授業の㛤ጞ┤ᚋࠊ᪥本ㄒの知㆑⯡ࡓࢃ

࠸࡚ࡗィࢆ╔᪥本ㄒのᇶ♏知㆑のᐃࠊ࠸⾜ࢆࢺᑠテスࡿ

一ᐃࠊࡾな࠺ࡼࡿすࢆ⩦ẖ間ணࠊ࡚ࡗࡼࢀࡇࠋࡿ

の教育ຠᯝࡀ☜ㄆࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 

 㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

1）ዉⰋ⏘業大学学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣお

 ホ౯ࡿࡅ

ᖹᡂ 24

年度 

ዉⰋ⏘業大学࡛ࠊࡣẖ年学⏕ࡿࡼ授業ンࢆࢺ࣮ࢣᐇ

し࡚ࠋࡿ࠸ᖹᡂ 24年度のンࢺ࣮ࢣ⤖ᯝࠊྲཱྀࡿࡼ

講⏕の満㊊度㛵し࡚ࠕࠊかなࡾ満㊊ ⟆満㊊ࠖࡸࡸࠕࠖ

ࡣンࠖࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ᪥本ㄒࠕࠊࡣ⏕学ࡓ࠼ 68㸣・ࠕ᪥

本のᩥ学ࠖࡣ 89㸣ࠕࠊ᪥本ㄒ（ୖ⣭సᩥ）ࡣ 93㸣࡛あࠊࡾ

ẚ㍑ⓗ高࠸ホ౯ࢆᚓࡶࡓのㄆ㆑し࡚ࠋࡿ࠸ 

 

人間－40



㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯 

1）ᮅ᪥カルチャ࣮ࢭン࣮ࢱⰱᒇ教ᐊබ㛤講ᗙࠕ東

ⴙⴥ㞟ࠖ講師ࢪ

 正㝔ᩥ書ࠖ正㝔ࠕ

ᖹᡂ 22

年 9᭶ 

ᮅ᪥カルチャ࣮ࢭン࣮ࢱⰱᒇ教ᐊබ㛤講ᗙࠕ東ࢪ

ⴥ㞟ࠖの➨ 4 ᅇ目の講ᗙの講師し࡚講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

ዉⰋ正㝔正㝔ᩥ書の⤂介ࠊ࠸⾜ࢆ正㝔ᩥ書のศ

ᯒࢆ㏻し࡚ྂ௦のୗ⣭ᐁ人のົのᐇែ࡚࠸ࡘ講⩏ࢆ

 ࠋࡓࡗ⾜

2）ዉⰋ⏘業大学බ㛤講ᗙ・⋤ᑎ⏫ࡿ࣮ࡾカࣞࢪࢵ

講師 ࠕ正㝔ᩥ書のୡ⏺̿ྂ௦ᐁ人のୡ⏺̿ࠖ 

ᖹᡂ 23

年 11᭶ 

正㝔ṧྂࡓࢀࡉ௦ᐁ人ࡕࡓの書ᩥࡓ࠸書のศᯒࢆ㏻

し࡚ࠊᙺᡤ࡛ᙼࡀࡽの࠺ࡼなࢆし࡚ࡓ࠸のかࠊ⤥

ᩱࡣのࡓࡗࡔ࠸ࡽࡃのかࠊฟ≧ἣࡣの࠺ࡼし࡚

ᢕᥱࡓ࠸࡚ࢀࡉのかࢆࡇ࠺࠸ࠊゎㄝしࠊࡓࡲࠋࡓ

金のドᩥかࡽᙺ人ࡕࡓのఫᒃのሙᡤࡀ明ࡽかなࡇࡿ

のࡓࡗṧ正㝔ࡐなࡀ書ᩥࡓ࠸の書ࡕࡓୗ⣭ᐁ人ࠊࡸ

か࡚࠸ࡘࡇ࠺࠸ゎㄝࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

3）ᖇሯ山大学බ㛤講ᗙࠕዉⰋ学のᣍᚅࠖ講師

௦᪥本ㄒࠖྂ正㝔ᩥ書ࠕ

ᖹᡂ 23

年 11᭶ 

ዉⰋの正㝔ࡣ⳹㯇なᐆ≀ࡶ一ᩘ千Ⅼのᩥ書

8ࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀ ୡ紀の᪥本ㄒࢆ知ࡵࡓࡿ

のᴟ࡚ࡵ㔜せなゝㄒ㈨ᩱ࡛あࠋࠗࡿ ⴥ㞟࠘ྂࠗࡸ記࠘

ࠊྂࡓࡗな␗ࡣ ௦の⏕のゝㄒ⏕άࢆ知ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ

ྂ௦のᐁ人ࡀࡕࡓ書ࡓ࠸ఇᬤᒆࡸḞᒆࢆศᯒしなࡀ

のかࡓ࠸し࡚⌧⾲࠺ࡼのࢆẼの治⒪・ᅇࠊࡽ

እ和ㄒࡿẕㄒ࡛あࡀࡽᙼࠊࡓࡲࠋࡓ講⩏しࢆࡇ࠺࠸

ᅜㄒ࡛あࡿ₎ㄒࢆの࠺ࡼព㆑し࡚࠸ศࡓ࠸࡚ࡅの

かࠊࡶࡇ࠺࠸ලయⓗ⤂介しࠋࡓ 

4) ዉⰋ┴大学㐃ྜദࠕなࡽ講ᗙࠖ講師

正㝔ᩥ書ࠖ正㝔ࠕ

ᖹᡂ 24

年 12᭶ 

ྂ㒔ዉⰋの⛅㛤ദࡿࢀࡉ正㝔ᒎ1250ࠊࡣ年のࢆ

㉺࡚࠼ఏࡓࢀࡽ࠼⪷Ṋኳⓚ㑇ឡのᐆ≀ࡸ東大ᑎࡺかࡾの

ရࡀࠎᒎ♧ࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡉの特Ⰽࢆゎㄝすࡿඹࡑࠊ

ࡃ࡚ࡗㄒࠎᡃࢆሗ࠸なࡅࡀ࠸ᛮࠊ࡚ࡗあなの中ࢀ

ࠊࡀᙜのᙺ人ࠊ介し⤂ࢆ正㝔ᩥ書ࠊ⩌一大ᩥ書ࡿࢀ

かࡓࡗ࠸ฟし࡚ࡳ⏕ࢆなゝⴥ࠺ࡼのなሙྜ࠺ࡼの

 ࠋࡓゎㄝしࠊࢆࡇ࠺࠸

5)୕㒓⏫ᩥ⯆㈈ᅋദࠗカルチャ࣮ࢧロンࢇࡉ

講師࣮ࢼ࣑ࢭ῭⤒・学・Ṕ史ᩥ࠘࠺ࡈ

ࠖ⏺木⡆のୡ正㝔ᩥ書ࠕ

ᖹᡂ 25

年 11᭶ 

正㝔正（ዉⰋᕷࠊᅜᐆ）ࡀ༡ࠊ中ࠊ୕ᐊ

東大ᑎ⊩≀ᖒࠕࠊࡇࡿ࠸࡚ࢀศか （ࠖ目㘓）ࡀῧࡽ࠼

ࠊなࡇ࠸高ࡀ史ᩱⓗ౯್ࠊࡣࠎのရࡵࡓࡓ࠸࡚ࢀ

正㝔㛵すࡿᇶ♏知㆑ࢆㄝ明しࠊ東大ᑎ⤒ᡤࡀṧし

ᖹᇛᐑ㊧ฟࡸ（Ḟᒆࠊᩱのㄳồ書⤥）正㝔ᩥ書ࡓ

ᅵ木⡆な書かࢆᩥ₍ࡓࢀ⌧௦ㄒヂしなࠊࡽࡀᙜの

ᙺ人ࡸ⤒⏕のෆᐜࡸࢆࡾࡪゎㄝࠊࡓࡲࠋ₎Ꮠ

のࠕᛰ（おࡿࡓࡇ）ࠖ ゝࡓࡁ⏕のࠎᙜの人࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ

ㄒ⏕άࢆ⤂介しࠋࡓ 

6）ዉⰋ⏘業大学බ㛤講ᗙ・⋤ᑎ⏫ࡿ࣮ࡾカࣞࢪࢵ

講師 ࠕ正㝔ᩥ書・木⡆かࢃࡽかྂࡿ௦᪥本ㄒࠖ 

ᖹᡂ 26

年 10᭶ 

正㝔のᐆ≀正㝔ᩥ書࡚࠸ࡘ㸯千年௨ୖࡶಖ⟶ࡉ

ࠊࡓࡲࠋࡓㄝ明し࡚࠸ࡘのᩥ㈈ⓗ౯್ࡑせᅉࡓࢀ

正㝔ᩥ書ࡣ㐀東大ᑎྖのୗ⨨かࡓࢀ⤒ᡤのṧしࡓ

ᩥ書⩌࡛あࢆࡇࡿㄝ明し࡛ࡇࡑࠊࢆし࡚ࡓ࠸⤒

ࡳㄞࢆ௦の木⡆ྠࡸఇᬤ㢪・Ḟᒆࡓのᥦฟしࡕࡓ⏕

ゎࡁなࠊྂࡽࡀ ௦の人ࠎのゝㄒ⏕άの一➃ࢆ明ࡽかしࠊ

ᖹ௬ྡࡔࡲࡀなかࡓࡗ௦ࠊ₎Ꮠࡸ₎ㄒの⏝ἲࢆࡾ

なྂࠊࡽࡀ௦の人ࡀࠎの࠺ࡼし࡚ゝⴥのୡ⏺ࢆᣅ࠸

 ࠋࡓゎㄝしࢆࡇ࠺࠸のかࡓࡗ࠸࡚

7）➨ 5ᅇዉⰋ学ᅬබ㛤ᩥ講ᗙ講師・ᚿ㈡┤哉ᪧᒃ 

 ௦のᙺ人ࠖྂ正㝔ᩥ書ࠕ

ᖹᡂ 28

年 10᭶

18᪥ 

➨ 68ᅇ正㝔ᒎࠊࡏࢃྜฟᒎࡀணࡿࢀࡉ正㝔ྂᩥ

書・正㞟 ➨ 1⣬ࠥ8⣬ࡑࠊࡆୖࡾྲྀࢆのෆᐜࢆㄞࡳゎ

 ࠋࡓ࠸

ኳᖹᐆᏐ 5年（761）㡭の㏆江・▼山ᑎのቑ⠏ࠊ࡚ࡗࡄࡵࢆ

㐀▼山ᑎᡤࡸ⟶㎄すࡿ㐀東大ᑎᡤのࢆࡾࡾࡸゎㄝ

しࠊᙺ人ࡀ⌧ሙの❓≧ࢆッࠊ࠼⡿ࡸ㖹のᨭ⤥ࡾྲྀࢆࡅ

 ࠋࡓศᯒしࢆ⛬㐣ࡿ

3᪥ࠊࡀ⤒ᡤの⤒師ࡓࡲ 1度の㣧㓇ࡸ᭶ 5᪥のఇ

ᬤなࢆồࡿࡵෆᐜࢆ記しࡓᚅ㐝ᨵ善のⲡ✏ࡶ⤂介しࠊ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆの⫼ᬒのゎㄝࡑ

人間－41



8)୕Ꮿ⏫Ṕ史学⩦᥎㐍講ᗙ ➨ 1ᅇࠕ正㝔ᐆ≀

正㝔ᩥ書ࠖ 

ᖹᡂ 29

年 6᭶

20᪥ 

正㝔ᐆ≀のᡂࡑࡕ❧ࡾのᅜ㝿ⓗ⫼ᬒࠊ࡚࠸ࡘලయ

ⓗなᐆ≀ࢆ㏻し࡚ゎㄝࠋࡓࡗ⾜ࢆ᭦ࠊ正㝔ᩥ書ࢆṧ

しࡓ東大ᑎ⤒ᡤ࡛のࠊ⤒⏕㐩のົᐇែࠊ࡚࠸ࡘ

ලయⓗな㈨ᩱࡾྲྀࢆあ࡚ࡆㄝ明ࠊ࠸⾜ࢆᙼࡀࡽᥦฟしࡓ

Ḟᒆࡸఇᬤ㢪かࠊࡽᙜのの治⒪の一➃ࢆ⤂介しࠋࡓ 

 

9)୕Ꮿ⏫Ṕ史学⩦᥎㐍講ᗙ ➨㸰ᅇࠕ➨ 69ᅇ正㝔

ᒎかࠖࡽ 

ᖹᡂ 29

年 9᭶

19᪥ 

➨ 69ᅇ正㝔ᒎฟ㝞ࡿࢀࡉᐆ≀ 10Ⅼࡑࠊ࡚࠸ࡘの

特ᚩࡸ᮶Ṕࠊ東大ᑎ⊩≀ᖒの↷ྜ㛵すࡿ研究࠸ࡘ

࡚ゎㄝࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ正㝔ᩥ書⪷ㄒⶶ⤒ᕳの㛵ಀ

ཬࡧ⤒ᡤᩥ書の᭱᪂の研究ࠊࡶ࡚࠸ࡘゎㄝࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

10)୕Ꮿ⏫Ṕ史学⩦᥎㐍講ᗙ ➨㸱ᅇࠕ正㝔ᩥ書

木⡆ࠖ 

ᖹᡂ 29

年 12᭶

19᪥ 

➨ 1ᅇࠊ➨ 2ᅇ࡛ྲྀࡾあࡓࡆ正㝔ᩥ書ྠ௦㈨ᩱ࡛

あࡿ木⡆のᵝࠎな⏝㏵࡚࠸ࡘ⤂介しࠋࡓ᭦ࠊᖹᇛᐑ

の大ᴟẊࠊࡀ㑄㒔の 710年ࡁ࡛ࡣあ࠸࡚ࡗࡀなかࡓࡗ

ࡀ木⡆のⓎぢ࡚ࡗࡼ明ࡽかなࡓࡗ࡚࠸ࡘゎㄝ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

 

11)୕Ꮿ⏫Ṕ史学⩦᥎㐍講ᗙ ➨㸲ᅇྂࠕ௦ᐁ人の

ࠖࡾࡪ 

 

 

 

 

ᖹᡂ 29

年 2᭶

20᪥ 

 

 

 

正㝔ᩥ書の中ṧྂࡿ࠸࡚ࢀࡉ௦㐀Ⴀ史ᩱのࠊࡕ࠺㏆

江▼山ᑎの㐀Ⴀ史ᩱの中かࠊࡽᐇົࢆᢸᙜしࡓୗ⣭ᐁ人

࡛あࡿୗ㐨の書ࡓ࠸書㢮ᡭ⣬ࡾྲྀࢆあࢆࢀࡇ࡚ࡆㄞ

ࢆᶵ㛵ୖࡀし࡚ୗ㐨࠺ࡼのࠊし࡚ࡑࠋࡓ࠸ゎࡳ

ືかしࡓかࢆࡇ࠺࠸ศᯒしࠋࡓ 

 

12）ዉⰋ学ᅬ⛅季බ㛤ᩥ講ᗙ講師・ᚿ㈡┤哉ᪧᒃ 

 ࠖࡃゎࡳㄞࢆ正㝔ᩥ書ࠕ

 

 

 

 

ᖹᡂ 30

年 11᭶

17᪥ 

㸰㸮㸯㸶年度の正㝔ᒎฟ㝞ࠕࡓࢀࡉ᭶㖹ゎࠖࢆㄞ

ዉⰋ௦のୗ⣭ᐁ人㐩の人間㛵ࡿศかࡽかࡇࡑࠊࡁゎࡳ

ಀࡸఫ࠸ࡲのᐇែࢆ⤂介しࠊࡓࡲࠋࡓ᪂⨶の᫆のᵝ

子ࡀලయⓗศかࡿ正㝔ᐆ≀ᩥࡿࢃࡘࡲࢀࡑࡸ書ࢆ

ㄞࡳゎࠊࡁ八ୡ紀のᖹᇛࡀዴఱᅜ㝿ⓗな㒔ᕷ࡛あࡓࡗ

のかࢆࡇ࠺࠸⪃ᐹしࠊࡓࡲࠋࡓᴟ࡚ࡵ㈗㔜な八ୡ紀

の᪂⨶のᩥ書ࡀ正㝔ṧࡿ࠸࡚ࢀࡉᐇࡶ࡚࠸ࡘ⤂

介しࠋࡓ 

 

㸳 ࡑの   

1）学（博ኈ）ㄽᩥᣦᑟᐇ績 ᖹᡂ 24

年 10᭶

㹼12᭶ 

ឡ知┴❧大学大学㝔ᅜ㝿ᩥ研究⛉᪥本ᩥᑓᨷᡤᒓ

すࡿ大学㝔⏕の博ኈㄽᩥ࡚࠸ࡘ 3人のᑂᰝဨのࡕ࠺の

ᰝし࡚ᑂᰝࢆᢸᙜࠋᣦᑟテ࣮マྂࠕࡣ௦東ࢪ

おࡿࡅ₎Ꮠᩥの研究࡛ࠖあࡑࠋࡿのෆᐜࠊࡣ中ᅜ・㡑

ᅜ᪥本の➨一次㈨ᩱྂࠊ࡚࠸⏝ࢆ௦東ࢪㅖᅜの␗య

Ꮠ研究ࢆ㏻し࡚ࠊ₎Ꮠࡀのཷ࠺ࡼᐜ・ᐃ╔しࡓか

 ࠋࡿ研究࡛あࡿすかࡽ明ࢆࡇ࠺࠸

 

2）ி㒔光⳹ዪ子大学おࡿࡅ教育ᐇ績 ᖹᡂ 4

年 4᭶

㹼ᖹᡂ

24年 3

᭶ 

ி㒔光⳹ዪ子大学⏕ά学⛉の㠀ᖖ講師（ᖹᡂ 4年 4᭶

かࡽᖹᡂ 24年 3᭶（࡛ࡲし࡚௨ୗの⛉目ࢆᢸᙜしࠋࡓ      

ᅜㄒ⾲⌧ࠖ（ᖹᡂࠕ 4年㹼ᖹᡂ 17年度）                    

ゝⴥの⌮ゎࠖ（ᖹᡂࠕ 18年㹼ᖹᡂ 22年度）       

ᖹᡂ）ࠖ⌧⾲ゝⴥࠕ 18年㹼ᖹᡂ 23年度）       

ࡶࢀࡎ࠸ 1ᅇ⏕ᑐ㇟の一⯡教㣴⛉目（༙ᮇ 2༢）࡛あ

ᖹᡂࠊࡣࠖ⌧⾲ᅜㄒࠕࠋࡿ 18度かྡࡽ⛠ኚ᭦ࠊ࡚ࡗࡼ

ゝⴥの⌮ゎࠖ（๓ᮇࠕ 2༢）・ࠕゝⴥ⾲⌧ࠖ（ᚋᮇ

2༢）なࠋࡓࡗ 
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ゝⴥの⌮ゎࠖ（ᖹᡂࠕ     18年㹼ᖹᡂ 22年度） 

᪥本ㄒの特ᚩࢆ学ࠊࡧ᪥本ㄒヰ⪅のᩥⓗ⫼ᬒࢆ学ࡪ

ඹࠊᐇ㊶ⓗな᪥本ㄒの㐠⏝⬟ຊࢆ㣴ࢆࡇ࠺目ᣦしࠊ

ᇶ本ⓗなㄒᙡの⩦ᚓࠋࡓࡏࡉࢆ᭦ࠊ正し࠸ᩗㄒ⾲⌧ࢆ

㌟ࡵࡓࡿࡅࡘのᐇ㊶⦎⩦ࡽࢀࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆのᐇ㊶⦎⩦

ᚓ⩦ࢆし࡚㐺ษな᪥本ㄒの㐠⏝⬟ຊ人♫ࠊ࡚ࡗࡼ

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ

 

ᖹᡂ）ࠖ⌧⾲ゝⴥࠕ     18年㹼ᖹᡂ 23年度） 

᪥本ㄒの⾲⌧のࠊࡕ࠺書ࡁゝⴥの⾲⌧ᢏ⾡のྥୖࢆ目ᣦ

し࡚ᐇ㊶⦎⩦ࠋࡓࡗ⾜ࢆᵝࠎなᩥ章ࢆ書ࠊ࠸⾜ࢆ⩦⦏ࡃ

大学おࢺ࣮࣏ࣞࡿࡅసᡂ・ᑠㄽᩥసᡂの⬟ຊࢆ㌟ࡘ

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅ

 

人⏕ࠖ（ᖹᡂ学ᩥࠕ     13年㹼ᖹᡂ 14年度）      

ࠗⴥ㞟࠘の中かࠊࡽ特ྂ௦史ࢆᙬࡓࡗᵝࠎな人≀の

ḷࠊࡆୖࡾྲྀࢆḷの⫼ᚋあྂࡿ௦史のฟ᮶ࢆゎㄝしࠊ

ྂ௦の人ࠎの人⏕ࡿ࠼⪄ࢆ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆゝㄒⱁ⾡࡛あ

ࡉ࠼⪄ࢆࡇ࠺࠸のかࡿࢀྲྀࡳㄞࡀఱࡽ学సရかᩥࡿ

ࡇࡿࡅࡘࢆຊࡿ㚷㈹すࢆ学ᩥࠊ࡚ࡗࡼ⩏本講ࠋࡓࡏ

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ

 

3）ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）おࡿࡅ教育ᐇ

績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 22

年 4᭶

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

ዉⰋ⏘業大学ሗ学部ሗ学⛉ཬࡧዉⰋ学ᅬ大学人間教

育学部人間教育学⛉のᑓ任教ဨ（ᖹᡂ 22年かࡽ⌧ᅾ⮳

 ࠋࡓᢸᙜしࢆし࡚௨ୗの⛉目（࡛ࡲࡿ

ンϨࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ᪥本ㄒࠕ （ࠖᖹᡂ 22年㹼24年度）                       

ンϩࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ᪥本ㄒࠕ （ࠖᖹᡂ 22年㹼24年度） 

㸯年次㓄ᙜのඹ㏻教育ᇶ♏⛉目（༙ᮇ 2༢）࡛あࠋࡿ

中ᚰࢆヰしゝⴥࠊࡣンࠖϨ࡛ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ᪥本ㄒࠕ

ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉᚓ⩦ࢆᐇ㊶ⓗな᪥本ㄒの㐠⏝⬟ຊ

ࡘ᪥本ㄒヰ⪅のᩥⓗ⫼ᬒࡿあᩗㄒの⫼ᬒࠋࡓ

ࢣࢽ࣑ࣗࢥ᪥本ㄒࠕࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ῝ࢆゎ⌮ࡶ࡚࠸

ࢺ࣮࣏ࣞࠊ学⩦し中ᚰࢆゝⴥࡁ書ࠊࡣンࠖϩ࡛ࣙࢩ࣮

సᡂ・ᑠㄽᩥసᡂのࡵࡓのᐇ㊶ⓗ⬟ຊࢆ㣴ࡁ࡛ࡀࡇ࠺

 ࠋࡓ

 

㢼ᅵࠖ（ᖹᡂዉⰋのᩥ学ࠕ     22年かࡽ 24年）        

ඹ㏻教育⛉目（༙ᮇ 2༢）࡛あࠋࡿⴥ㞟のḷ正

㝔ᩥ書かࡽ明ࡽかなྂࡿ௦の人ࠎの⏕ࡓࡁጼࢆ講⩏ᙧ

ᘧ࡛⤂介しࡿࡁ࡛ࠋࡓかࡾࡂ⌧Ꮡすᩥࡿ書の┿ࡸ木⡆

の┿ࢆྂࠊ࡚ࡗ௦ゝㄒ⏕άࢆලయⓗ学ࠋࡔࢇ加࠼

࡚正㝔ఏୡしࡓᐆ≀ࢆ㏻し࡚東西ᩥのὶࢆ学ࢇ

ලࡃ正しࢆᆅᇦの特ᛶ࠺࠸ዉⰋࠊ㏻し࡚ࢆ⩏本講ࠋࡔ

యⓗ⌮ゎすࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ     

 

ᒎ㛤ࠖ（ᖹᡂ⏕リḷのⓎࠕ     22年㹼23年度）       

ඹ㏻教育⛉目（༙ᮇ 2༢）࡛あࠋࡿ᪥本ᩥ学の中࡛㔜

せな⨨ࢆ༨ࡿࡵリḷࠊ࡚࠸ࡘⴥ㞟・記紀ḷㅴ・ྂ

和ḷ㞟のḷࢆ講⩏ᙧᘧ࡛ゎㄝしࠋࡓ特ࠊⴥ㞟࡛ࡣ

₎Ꮠ࡛ࡅࡔ௨ୗ᪥本ㄒࢆ⾲⌧すࡿᕤ夫ࢆしࡓのか࠸

リḷࡸ⏕ᖹ௬ྡのⓎࠊ㏻し࡚ࢆ⩏本講ࠋࡔࢇ学ࡶࡇ࠺

  ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇ࠺㣴ࢆ知㆑ࡿᑐす

 

᪥本のᩥ学ࠖ（ᖹᡂࠕ     24年㹼25年度）             

ඹ㏻教育⛉目（༙ᮇ 2༢）࡛あྂࠋࡿ記・ⴥ㞟の

㡩ᩥࢆ中ᚰ講⩏ᙧᘧ࡛⾜ྂࠋࡓࡗ記ࢆ㢟ᮦし࡚ࠊ

⚄ヰㄒࠊ㇟⌧↛⮬ࡓࢀࡽ㡩ᩥのጞࢆࡾࡲㄒࡓࡗ≀ㄒな

人間のᚰのあࠊ㏻し࡚ࢆⴥ㞟のḷࠊࡓࡲࠊ介し⤂ࢆ

࠺࠸のかࡓし࡚⾲⌧しか࠸ࢆࡳしᝒࡸࡧ႐ࠊࢆ᪉ࡾ

ຊ⬟ࡿ㚷㈹すࢆ㏻し࡚ᩥ学ඛရࢆ⩏本講ࠋࡔࢇ学ࢆࡇ

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇ࠺㣴ࢆ
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᪥本ㄒ ୖ⣭సᩥϨࠖ（ᖹᡂࠕ     22年㹼ᖹᡂ 26年度）  

᪥本ㄒ ୖ⣭సᩥϩࠖ（ᖹᡂࠕ 22年㹼ᖹᡂ 26年度） 

ᖹᡂ 22年度ࠕࡣ᪥本ㄒ ᩥ章⾲⌧ のࠖྡ⛠࡛の講⩏࡛あ

ࡉኚ᭦⛠ྡ᪥本ㄒ ୖ⣭సᩥࠖࠕࡽ23年度かࠊࡀࡓࡗ

学⏕の␃ࠋࡓࢀ 2年次⏕ࢆᑐ㇟しࡓඹ㏻教育⛉目（༙

ᮇ 2༢）࡛あࠕࠋࡿ᪥本ㄒୖ⣭సᩥϨ࡛ࠖࠊࡣᇶ♏ẁ

㝵し࡚ࠊ༢ᩥのసᡂࢆ中ᚰᐇ㊶ⓗ授業ࠊ࠸⾜ࢆᇶ本

ⓗな᪥本ㄒᩥのసᡂ⬟ຊࢆ⩦ᚓすࠕࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ᪥

本ㄒ ୖ⣭సᩥϩ࡛ࠖࠊࡣᛂ⏝のࣞ࣋ルし࡚ᑓ㛛ⓗな

ෆᐜࡴྵࢆ㛗ᩥのㄞゎࠊ࠸⾜ࢆ加࡚࠼テ࣮マࢆタᐃし࡚

࣏ࣞࠊ㏻し࡚ࢆのᐇ㊶ⓗ授業ࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆసᡂࢺ࣮࣏ࣞ

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅࡘ㌟ࢆ⾡ᢏసᡂの知㆑ࢺ࣮

 

ዉⰋ学ࠖ（ᖹᡂࠕ 25年㹼⌧ᅾ） 

ඹ㏻教育⛉目（༙ᮇ 2༢）࡛あࠋࡿዉⰋྂࡣ௦㒔ᕷࡀ

ᅜ㝿Ⰽ㇏かࠋࡿᆅᇦ࡛あࡓࡗなྎ⯙Ṕ史の中ᚰࢀࡲ⏕

なᩥⱁ⾡ࡀⓎᒎしࠊ教の⯆㝯࡚ࡗࡼከࡃのᩥ㈈

ࡓ࠼ఏࡾᏲࡃ㛗ࢆのࡶࡓจ⦰しࢆࡽࢀࡑࠋࡓࢀࡉฟࡀ

のࡀ正㝔ࠕ正࡛ࠖあࡑࠊࡓࡲࠋࡿの正㝔ఏࡿࢃ

ᐆ≀ᩥࡸᏐ㈨ᩱࠊࡣṔ史書ࡣ␗なࡓࡁ⏕ࡿṔ史㈨ᩱ࡛

あࢆࡽࢀࡇࠋࡿ㏻࡚ࡌᅜ㝿㒔ᕷし࡚のዉⰋࡇࡑ㛤

ⰼしᩥࡓࢆ学ࠋࡪ本講⩏ࢆ㏻し࡚ࠊṔ史学࠺࠸ࡪ

⬟ຊࢆᾰ㣴すࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 

 

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

1） 中学ᰯ教ㅍ一✀චチ≧ 和 54

年 3᭶ 

中学ᰯ教ㅍ一✀චチ ᅜㄒ              

和 53中一✀➨ 880ྕ（ዉⰋ┴教育ጤဨ） 

 

2）高➼学ᰯ教ㅍᑓಟචチ≧ 和 56

年 3᭶ 

高➼学ᰯ教ㅍᑓಟචチ ᅜㄒ             

和 55高ᑓಟ 56ྕ（ዉⰋ┴教育ጤဨ） 

 

3）ᩥ学ಟኈ 和 56

年 3᭶ 

ዉⰋዪ子大学 204ྕ                  

ㄽᩥ㢟目ࠕ正㝔ᩥ書ୖࡿࡅ௦特Ṧ௬ྡ㐵ࠖ 

 

4）博ኈ（ᩥ学） ᖹᡂ 16

年 12᭶ 

ዉⰋዪ子大学➨ 124ྕ                

ㄽᩥ㢟目ࠕ正㝔ᩥ書のᅜㄒ学ⓗ研究ࠖ 

 

㸰 特チ➼   

特記㡯なし 

 

  

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

1）⛉研ᇶ┙研究（㹡）ࠕ正㝔ᩥ書訓ㄞྂࡿࡼ௦

ゝㄒ⏕άのゎ明 （ࠖ研究ㄢ㢟␒ྕ 1920396）のሗ࿌書

3ࢆห⾜ࠋ 

ᖹᡂ 22

年 3᭶

30᪥ 

3ࡣ௨ୗの㏻ࠋࡾሗ࿌書Ϩࠗ正㝔ᩥ書の訓ㄞὀ㔘

̿㐀▼山ᡤᑎゎ⛣∭➢（一）̿࠘（研究௦⾲⪅桑原祐

子ᇳ➹）・ሗ࿌書ϩࠗ正㝔ᩥ書の訓ㄞὀ㔘̿ၨ・書

≧̿࠘（研究ศᢸ⪅㯮田ὒ子ᇳ➹）・ሗ࿌書Ϫࠗ正㝔

ᩥ書かࡿࡓࡽゝⴥのୡ⏺（一）࠘（㐃ᦠ研究⪅中ᕝࡺ

かࡾᇳ➹）ࠋ௨ୖのሗ࿌書の⏬・⦅㞟ࠊ࠸⾜ࢆሗ࿌書

Ϩのᇳ➹ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

2）学⾡⯆ ⛉学研究㈝⿵ຓ金（ᇶ┙研究（㹡））

⾲᪥本ㄒࡿࡅお正㝔ᩥ書訓ㄞࠕࡣㄢ㢟ࠋㄳ⏦ࢆ

記ᡂ❧㐣⛬の研究ࠖࠋ 

ᖹᡂ 22

年 4᭶ 

ᖹᡂ 22年 4᭶᥇ᢥࡓࢀࡉ（研究ㄢ㢟␒ྕ ࠋ（22520467

研究௦⾲⪅ࠋ本研究の目ⓗࠊࡣ正㝔ᩥ書௦⾲ࡿࢀࡉ

ᐇ⏝のゝㄒ⏕άの中ࠊᚋୡの᪥本ㄒ⾲記ࢩステ࣒(₎Ꮠ

௬ྡࡀ(ᩥࡾࡌᡂ❧し࡚ࡃ࠸ዎᶵࡀあࠊࢆࡇࡿලయⓗ

なᇶ࡙࡚࠸ᐇドⓗゎ明す࡛ࡇࡿあࡑࠋࡿのࡓ

⾡ᅾ野のᢏࡸୗ⣭ᐁ人ࡿᩓぢす正㝔ᩥ書の中ࠊࡵ

⪅・㠀ᐁ人光ࢆᙜ࡚ࠊᙼࡽのゝㄒ⏕άࢆ明ࡽかすࡿ

 ࠋࡿあ࡛ࡇ
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          研㈝⏦ㄳࠖ⛉ࠕ(3

 㡑ᅜ研究㈈ᅋ ᅵྎᇶ♏研究ࠕ᪥本正㝔ᩥ書

㡑ᅜᩥᏐ㈨ᩱの≀ရྡの研究̿≀ရの⏝度ࠊ༢ࠊ

書యの㹂㹀ᵓ⠏ࠖ（ඹྠ） 

ᖹᡂ 23

年 8᭶ 

㔩山大学᪥本研究ᡤの研究チ࣮ࡀ࣒中ᚰな࡚ࡗ⏦ㄳし

㡑ᅜྂ௦᪥本の正㝔ᩥ書ࠋࡿあ࡛࣒ࣛࢢロࣉ研究ࡓ

ᩥᏐ㈨ᩱぢࡿ࠼≀ရྡの⏝ࢆศᯒしࠊ≀ရの⏝度・

༢・書యࢆ㹂㹀ᵓ⠏しྂࠊ௦᪥㡑୧ᅜのᩥᏐᩥ

ゝㄒ⏕άཬࡧ⏕άᵝᘧࢆゎ㔘࡛ࡿࡁᇶ♏ࠊࡾࡃࡘࢆᚋ

⥆研究のᅵྎのᥦ౪ࢆ目ⓗすࠋࡿ᪥本ഃの一⯡༠ྠ研

究ဨし࡚ཧ加しࠋࡓ 

 

㹙研究ศᢸ㹛 

4）⛉学研究㈝ຓᡂ業（ᇶ┙研究㹁） 

௦ᩥ学の⾲⌧の⏕ᡂୖࡓ㏻しࢆ正㝔ᩥ書のㄞゎࠕ

 研究ࠖ研究ศᢸࡿ㛵す

ㄢ㢟␒ྕ㸸26370220 ௦⾲㸸中ᕝࡺかࡾ 

ᖹᡂ 26

年 4᭶

㹼28年

3᭶ 

ዉⰋ௦のୗ⣭ᐁ人㐩ࡀ書ࡁ⾲しࡓ⭾大なᩥ書の㞟✚࡛

あࡿ正㝔ᩥ書ࢆㄞࡳゎࠊ࡚ࡗࡼࡇࡃᙜのᐁ人㐩

の書ᩥࡃ章のᐇែ・人間㛵ಀのあࡾ᪉・ಙ௮のᵝ┦ࢆ明

᪥本書紀࠘・ࠗ㢼ᅵ記࠘ࠗࡸ記࠘ྂࠗࠊཪࠋࡓしかࡽ

ࡽࡉࠊࡵ広ࢆ௦ㄒの知ぢୖࠊⓎ᥀しࢆゝⴥ࠸な࠼ぢࡣ

ࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿẚ㍑すࢆࡽࢀࡑ正㝔ᩥ書のᩥ章ࠊ

௨ୖࠋࡓしᚓࡾ᙮ࡁᾋࢆのసရのᩥ章のᛶ᱁ࢀࡒࢀࡑ

の研究ศᢸ⪅し࡚ཧ加しࠋࡓ 

 

5）⛉学研究㈝ຓᡂ業（ᇶ┙研究㹀） 

のཷᐜᾏእᩔ↥書・භᮅᑻ∲ᩥ⊩のྂ௦᪥本ࠕ

ᐇែのゎ明ࠖ研究ศᢸ 

ㄢ㢟␒ྕ㸸15㹆05151 ௦⾲㸸西一夫 

ᖹᡂ 27

年 4᭶

㹼令和

元年 3

᭶ 

本研究ㄢ㢟ࠊࡣ⌧ᅾ᪥本・中ᅜ・ྎ‴・ࣜࢠス・ࣛࣇ

ンス・ロ➼ࢩᩓᅾすࡿᩔ↥ᩥ⊩ࠊなか࡛ࡶ書・ᑻ

Ⓨࢆな㈨ᩱࡓ㏻し࡚᪂ࢆᐇぢㄪᰝࡓ࠼ᤣ中ᚰࢆ∦᩿∲

᥀しࠊ᪥本のཷᐜࡸఏᦙのᐇែࢆᢕᥱしࠊマࢡロⓗ

⤫ྜすࢆࡇࡿ➨㸯の目ⓗすࡑࠋࡿのୖ࡛正㝔ⶶࠗ ᮭ

ᐙ❧ᡂ㞧書せ␎࠘↔Ⅼࠊࡾ⤠ࢆᙜヱ書のὀ㔘స業ࢆ㏻

し࡚ࡀࢃࠊᅜおࡿࡅᩔ↥書・භᮅᑻ∲のཷᐜࢡ࣑ࢆ

ロⓗࡶ研究すࠊ࡛ࡇࡿ⾲記・ㄒἲ・Ṕ史⎔ቃศ野の

ศᢸの研究ࡇࠋࡿの࡛あࡶࡿかࡣࢆ研究᥎㐍ࡿなࡽࡉ

 ࡿ࠸し࡚ཧ加し࡚⪅

 

 

6）⛉学研究㈝ຓᡂ業（ᇶ┙研究㹁） 

のᇶ♏ⓗࡵࡓ書記ゝㄒ⏕άゎ明のࡿࡼᩔ↥書ࠕ

研究ࠖ研究ศᢸ 

ㄢ㢟␒ྕ㸸16㹉02587 ௦⾲㸸Ⳁ 

 

ᖹᡂ 28

年㹼令

和 2年 3

᭶ 

 

本研究の目ⓗࠊࡣᩔ↥ᩥ⊩㈨ᩱの一࡛ࡘあࡿᩔ↥書

書ࡿࡅおᐇ⏝⏕άࠊ࠼加ࢆὀ㔘の書ࠎྛࠊ࡚࠸ࡘ

記ゝㄒ㈨ᩱし࡚の⨨࡙࡛ࡇ࠺⾜ࢆࡅあࡑࠋࡿのࡓ

ᩔ↥書ὀ㔘ࠖࠕࡿࡼ᪥本ㄒࠊし࡚ලయⓗなస業ࠊࡵ

目ᣦࢆࡇࡿห⾜すࢆࢀࡑࠊし࡚研究ᡂᯝࠊసᡂしࢆ

し࡚ࡇࠋࡿ࠸の研究研究ศᢸ⪅し࡚ཧ加し࡚ࠋࡿ࠸ 

 

7）⛉学研究㈝ຓᡂ業（ᇶ┙研究㹀） 

のཷᐜᾏእᩔ↥書・භᮅᑻ∲ᩥ⊩のྂ௦᪥本ࠕ

ᐇែのᒎ㛤ࠖ研究ศᢸ 

ㄢ㢟␒ྕ㸸19H01230 ௦⾲㸸西一夫 

 

 

 

令和元

年 4᭶

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

 

 

⌧ᅾ᪥本・中ᅜ・ྎ‴➼の東ࢪᩓᅾすࡿᩔ↥ᩥ⊩ࠊ

なか࡛ࡶ書・ᑻ∲ࢆ中ᚰᤣࡓ࠼ᐇぢㄪᰝࢆ㏻し࡚᪂

ఏᦙのᐇࡸのཷᐜ᪥本ࠊ࠸⾜ࢆな㈨ᩱのⓎ᥀・⤂介ࡓ

ែࢆゎ明しࡑࠊのୖ࡛正㝔ⶶࠗᮭᐙ❧ᡂ㞧書せ␎࠘

↔Ⅼࠊࡾ⤠ࢆᙜヱ書のὀ㔘స業ࢆ㏻し࡚ࡀࢃࠊᅜおࡅ

研究・ゎ明ࡶロⓗࢡ࣑ࢆᩔ↥書・භᮅᑻ∲のཷᐜࡿ

すࠊ࡛ࡇࡿ⾲⌧・⾲記・ㄒἲ・Ṕ史⎔ቃศ野のࡽࡉな

 ࠋࡿかࡣࢆ研究᥎㐍ࡿ
 

㹙ඹྠ研究㹛 

8）人間ᩥ研究ᶵᵓᅜ❧Ṕ史Ẹ博≀㤋ඹྠ研究ဨ 

⏘学㐃ᦠ研究ࠕΎ₩Ὑίࡿࡄࡵࢆ⥲ྜⓗṔ史ᩥ

研究ࠖ研究௦⾲㸸㛵ἑࡳࡺࡲ 

ᖹᡂ 29

年㹼⌧

ᅾ⮳

 ࡿ

᪥本ิ島おࠕࡿࡅΎ₩ࠖࠕὙίࠖࠊ࡚࠸ࡘ㏻史ⓗ

ࢆのᐇែࡑヲ⣽ࠊࡽṔ史㈨ᩱかࠊࡶࡿᴫほす

ၥ࠸┤すࡵࡓの➃⥴ࢆᣅࢆࡇࡃ目ⓗすࠕࠋࡿΎ₩ࠖ

ࡣ研究ࡿᴫほすࢆ⟇ᨻࡸᩥࡿࡄࡵࢆ 2000 年๓ᚋ࡛ࡲ

ぢࡃࡁ大ࢆయീࠊ௨㝆ࢀࡑࠊࡀࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࢇかࡉ

のࡇࠊࡣ本ඹྠ研究ࠋ࠸ᑡなࡣ目ᣦし࡚のࢆࡇࡿ

≧ἣかࡽ᪂ࡓな一Ṍࢆ㐍ࠊࡵࡓࡿࡵㄽⅬᩚ⌮ࠋ࠺⾜ࢆ㛗

ᮇⓗࠕΎ₩ࠖᩥ࠺࠸యࢆぢࢆࡇࡿ目ᣦしࡑࠊ

の᭱ึのඹྠ研究し࡚ࠕࡃࠊΎ₩（ឤぬ）ࠖ Ὑࠕ

ί（⾜為）ࠖのṔ史ὀ目すࠋࡿ特ࠊඹྠ研究⪅し

࡚᪥本ྂ௦のࠕΎ₩ࠖࠕὙίࠖ㛵すࡿᅜㄒ学ⓗศᯒࢆ

 ࠋࡿ࠸し࡚ཧ加し࡚⪅研究ศᢸの研究ࡇࠋ࠺⾜

 

人間－45



㸲 ࡑの 

1）大㜰ᕷ❧大学᪥本史学ࠗᕷ大᪥本史࠘➨ 14ྕ

ᥖࠖࠕ➹ᇳࠖ⚾࣑ࢮ栄原ࠕ

ᖹᡂ 23

年 5᭶ 

᪥本ྂ௦史学⏺の中࡛正㝔ᩥ書研究ࢆ≌ᘬし࡚ࡓࡁ栄

原Ọ㐲⏨ඛ⏕の退任ࢆ記ᛕし࡚特㞟ࡑࠋࡓࢀࡲ⤌ࡀの中

の一⦅し࡚᭱ࠊ᪂の正㝔ᩥ書研究のሙ࡛あࠕࡿ栄原

のࡶࡓ㏙ࡽᅜㄒ学の❧ሙか࡚࠸ࡘ⩏のᏑᅾព࣑ࠖࢮ

࡛あࠋࡿ栄原࡛࣑ࢮ 10年間研究ࢆし࡚ࡓࡁ⤒㦂ᇶ࡙

 ࠋࡓ㏙ࢆࡇࡿ᭷ព⩏なᏑᅾ࡛あࡀ࣑ࢮࠊࡁ

研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶     

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ せ 

（ⴭ書） 

1)ࠗୖ௦⤒㆑ㄒὀ㔘࠘ ඹⴭ ᖹᡂ 27年 2

᭶ 

ຮㄔฟ∧ ᪥本ࠊࡣ㣕㫽・ዉⰋ௦（㸵ୡ紀㹼㸶

ୡ紀）書ࡁࡓࢀࡉ⤒典ࡀ⌧Ꮡし࡚࠸

人ࡓしࢆ典⤒ࡣの⤒典ࡽࢀࡇࠋࡿ

≀・年᭶᪥・⤒㎸ࡓࡵ㢪ࢆ࠸書ࡁ㎸

のไసືᶵなࡇࠋࡿあࡀ⤒㆑ㄒࡔࢇ

ᙜࠊし࡚ࡾかࡀᡭࢆ㆑ㄒࡿ࠸記し࡚ࢆ

の人ࠎのᛮ⪃ࡸ♫⫼ᬒࠊ教ㄒのཷ

ᐜのᐇែࠊ教ᛮࡸ教ㄒのᩥ学

௦ୖࠋࡿ目ᣦす研究࡛あࢆᙳ㡪なࡓ࠼

ᖹᡂࠊ࡚࠸おࡴㄞࢆ⫣ᩥ 18 年 10᭶

かࡽ⣙ 6 年ࡸ㈝ࢆし࡚㍯ㄞࠊ࠸⾜ࢆ⦅㞟

ጤဨࢆタࡽࡉࠊࡅな᳨ࡿウࢆ㔜ࠊࡡ⌧

Ꮡすࡿ⤒㆑ㄒの訓ㄞ・⌧௦ㄒヂ・ὀ㔘

⪄ㄽࡿ㛵す⤒㆑ㄒࡽࡉࠋࡓしࢆ

㸲本⣴ᘬࢆ加ࠋࡓ࠼本書ࠊࡣᖹᡂ㸰㸵

年度᪥本学⾡⯆⛉学研究㈝⿵ຓ金

㈝研究ᡂᯝබ㛤ಁ㐍ࠕ のࠖࠋࡓࡅཷࢆ

 684㡫 

2）ࠗ正㝔ᩥ書のṔ史学・

ᅜㄒ学ⓗ研究̿ゎ⛣∭➢ࢆ

ㄞࡳゎ࠘̿ࡃ 

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 6᭶ 和Ἠ書㝔  ྂ௦の一次㈨ᩱ࡛あࡿ正㝔ᩥ書ࢆṔ

史学・ᅜㄒᅜᩥ学のࢀࡒࢀࡑの❧ሙか

㍯ㄞ࠺⾜ࢆศᯒ᳨ウࠊࡳ㎸ࡳㄞ⦔⢭ࡽ

ࢆ㸷間ரࡇࠋࡓࡁ࡚ࡅ⥆࡚ࡗの㍯ㄞ

ཧ加しࡓ㸯㸮ྡの研究⪅ࡿࡼ研究

ㄽ㞟࡛あࡑࠋࡿの研究ෆᐜࠊࡣᖒ⡙ㄽࠊ

⤒ㄽୖࠊ௦の᪥本ㄒのㄒἲ・ㄒᙡの研

究ᩥࠊᏐ⾲記の研究なࠊከᒱரࠋࡿ

特ᅜㄒᅜᩥ学のศ野おࡿࡅ正㝔ᩥ

書研究のᣦ㔪なࡿㄽ㞟࡛あࠋࡿ 

 370㡫ࠊpp.111㹼156 

3）ࠗ≟㣫㝯⦅ࠗྂ௦のᩥ

Ꮠᩥ࠘（ࠗྂ௦ᩥ学㞄

᥋ㅖ学࠘մ）

ඹⴭ ᖹᡂ 29 年 7

᭶ 

竹林⯋ ϩ正㝔ᩥ書ࡀㄒࡿ 8 ୡ紀のᩥᏐୡ⏺の

章おࠕ࡚࠸᪥本ㄒ史ᩱし࡚の正㝔

ᩥ書̿ࠕ㐠₈ࠖのሙྜ̿ࠖࢆᇳ➹しࠋࡓ 

8 ୡ紀のୗ⣭ᐁ人ࡀࢆ㐙⾜すࡵࡓࡿ

正㝔ᩥ書ࡿ一次㈨ᩱ࡛あࡓ記しࡁ書

8ࠊし࡚㈨ᩱࢆ ୡ紀の᪥本おࡿࡅᐇ

ົᐁ人の₎Ꮠの⊂⮬⏝ἲ࡚࠸ࡘ⪃ᐹࢆ

ゎ࡛ࡀ⩏一ぢし࡚ලయⓗなពࠋࡓࡗ⾜

由⮬ࢆし࡚の₎Ꮠの特ᛶどぬሗࡿࡁ

㜏㐩⏝しࡿࡼ⯧⯪ࠕࠊ㍺㏦ࠖࢆ⾲

す₎ㄒࠕ㐠₈ࠖࠊࢆ≧ἣᛂࠕ࡚ࡌỈ㝣

୧᪉ࡴྵࢆ㍺㏦ࠖࡶࢆ⾲すゝⴥし࡚ࡶ

し࡚ࡿ࠸ᐇែࢆ明ࡽかしࡑࠋࡓの⏝ἲ

の⫼ᬒࡑの⏝ἲࡽࡓࡶࡀすຠ⏝ࡶゝ

ཬしࡇࠊࡽࡉࠋࡓの⊂特の⏝ἲࡀ 10

ୡ紀のࠕᘏ႐ᘧࠖࡶぢࡶࡇࡿࢀࡽᣦ

しࠋࡓ 

 557㡫ࠊpp.221㹼257 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（学⾡ㄽᩥ）        

1）ୖ௦⤒㆑ㄒὀ㔘（ࡑ

の一）大⯡ⱝ⤒（㛗ᒇ⋤㢪

⤒・和㖡⤒） 

(ᰝㄞ） 

༢ⴭ ᖹᡂ 22 年 4

᭶ 

⥆᪥本紀研究ㄅ 

 ᪥本紀研究ࠖ⥆ࠕ

➨ 385ྕ 

P.26㹼P.44 

᪥本ࠊࡣ㣕㫽・ዉⰋ௦（㸵ୡ紀㹼㸶

ୡ紀）書ࡁࡓࢀࡉ⤒典ࡀ⌧Ꮡし࡚࠸

人ࡓしࢆ典⤒ࡣの⤒典ࡽࢀࡇࠋࡿ

≀・年᭶᪥・⤒㎸ࡓࡵ㢪ࢆ࠸書ࡁ㎸

のไసືᶵなࡇࠋࡿあࡀ⤒㆑ㄒࡔࢇ

ᙜࠊし࡚ࡾかࡀᡭࢆ㆑ㄒࡿ࠸記し࡚ࢆ

の人ࠎのᛮ⪃ࡸ♫⫼ᬒࠊ教ㄒのཷ

ᐜのᐇែࠊ教ᛮࡸ教ㄒのᩥ学

特ࠋࡿ目ᣦす研究࡛あࢆᙳ㡪なࡓ࠼

本✏࡛ྲྀࡓࡆୖࡾ㆑ㄒࡣ⌧Ꮡすࡿ㆑ㄒの

中࡛ࠊዉⰋ௦のึࡃࡈᮇの⤒⤒典࡛

あࡾなྛࠊࡽࡀᆅⅬᅾすࠊࡿᴟ࡚ࡵ㈗

㔜なࡶの࡛あࠋࡿ 

 

2）⤒⏕の書≧̿正㝔

ᩥ書ྂࡿࡳ௦ᐁ人のᐇ

ែ̿ 

༢ⴭ ᖹᡂ 22 年 11

᭶ 

ዉⰋ⏘業大学ሗ学

部ࠕሗ学࣒࣮࢛ࣛࣇ

紀せࠖ 

P.1㹼P.8 

ࡗか明࡛あࡓ࠸書ࢆఱࡵࡓఱのࡘ࠸

の⣬⫼ᩥ書ࡑࠊ࡚࠸ࡘ≦⤒⏕の書ࡓ

のศᯒかࡽ書かࡓࢀ年௦ࢆ特ᐃしࡑࠊの

の⤒ᡤの≧ἣࠊ⤒⏕➼のົ≧ἣ

の書ࡵࡓࡿ౫㢗すࢆࠊしかࡽ明ࢆ

≧࡛あࢆࡇࡓࡗᣦしࠊࡣࡇࡑࠋࡓ

₎Ꮠ₎ᩥ࡛ࡁ࡛⌧⾲ࡣな࠸᪥本ㄒ特᭷の

ᩗពࡔࢇྵࢆゝⴥࡀ⾲ฟすྜࡶࢆࡇࡿ

 ࠋࡓᣦし࡚ࡏࢃ

 

3）正㝔ᩥ書のࠖ➱ࠕ

 ࠖ⟴ࠕ

༢ⴭ ᖹᡂ 23 年 6

᭶ 

㔩山大学ᰯ᪥本研究

ᡤ 

 ᪥本研究ࠖ12㍴ࠕ

P.7㹼P.31 

正㝔ᩥ書の㐀Ⴀ㈨ᩱࡸ木⡆➼の一次㈨

ᩱࠊᚊ令බᩥ・ᘏ႐ᘧなのṔ史史ᩱࠊ

ⴥ㞟なのᩥ学㈨ᩱࠊཬྂࡧ㎡書ぢ

ࠊㄪᰝしࢆの⏝ᐇែࠖ⟴ࠕࠖ➱ࠕࡿ࠼

のࠖࠕ和ㄒࡿពすࢆࢣࢲࣖࠊࢆࠖ➱ࠕ

⩏Ꮠ本᮶のព₍ࠊࡣᏐ⏝ἲ₍ࡿࡏࡲࡼ

かࡽ㐓⬺すࡿ᪥本ⓗ⏝ἲ（ᅜ訓）࡛あࡿ

ࠊࡀ᪥本ⓗ₎Ꮠ⏝ἲࠊしかࡽ明ࢆࡇ

な⌮由࠺ࡼの࡚ࡗࡼࠎな人࠺ࡼの

 ࠋࡓࡗࡄࡉࢆのせᅉࡑࠊのかࡿࡌ⏕࡛

 

4）ୖ௦⤒㆑ㄒὀ㔘（ࡑ

の）༑㍯⤒（᭶一᪥⤒） 

(ᰝㄞ） 

༢ⴭ ᖹᡂ 23 年 8

᭶ 

⥆᪥本紀研究ㄅ 

 ᪥本紀研究ࠖ⥆ࠕ

➨ 394ྕ 

P.33㹼P.44 

᪥本ࠊࡣ㣕㫽・ዉⰋ௦（㸵ୡ紀㹼㸶

ୡ紀）書ࡁࡓࢀࡉ⤒典ࡀ⌧Ꮡし࡚࠸

人ࡓしࢆ典⤒ࡣの⤒典ࡽࢀࡇࠋࡿ

≀・年᭶᪥・⤒㎸ࡓࡵ㢪ࢆ࠸書ࡁ㎸

のไసືᶵなࡇࠋࡿあࡀ⤒㆑ㄒࡔࢇ

ᙜࠊし࡚ࡾかࡀᡭࢆ㆑ㄒࡿ࠸記し࡚ࢆ

の人ࠎのᛮ⪃ࡸ♫⫼ᬒࠊ教ㄒのཷ

ᐜのᐇែࠊ教ᛮࡸ教ㄒのᩥ学

➨のࢬ࣮ࣜࢩ目ᣦす研究ࢆᙳ㡪なࡓ࠼

9 ࡛あࠋࡿ特本✏࡛ྲྀࡓࡆୖࡾ᭶一

᪥⤒（一ษ⤒）ࡑࠊࡣの⤒の㐣⛬ࢆ知

ṧᏑከ㔞正㝔ᩥ書ࡀ書・ᖒ⡙ᩥࡿ

しࠊ⤒典ࡑのࡶのࡶ大㔞ṧᏑすࡿୡ⏺

ⓗࡶᕼ᭷な㈨ᩱ⩌࡛あࠋࡿ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

5）ୖ௦⤒㆑ㄒὀ㔘（ࡑ

の༑）千ᡭ千║㝀⨶ᑽ⤒

（⋞᪾㢪⤒） 

(ᰝㄞ） 

༢ⴭ ᖹᡂ 23 年 8

᭶ 

⥆᪥本紀研究ㄅ 

 ᪥本紀研究ࠖ⥆ࠕ

➨ 393ྕ 

P.36㹼P.49 

᪥本ࠊࡣ㣕㫽・ዉⰋ௦（㸵ୡ紀㹼㸶

ୡ紀）書ࡁࡓࢀࡉ⤒典ࡀ⌧Ꮡし࡚࠸

人ࡓしࢆ典⤒ࡣの⤒典ࡽࢀࡇࠋࡿ

≀・年᭶᪥・⤒㎸ࡓࡵ㢪ࢆ࠸書ࡁ㎸

のไసືᶵなࡇࠋࡿあࡀ⤒㆑ㄒࡔࢇ

ᙜࠊし࡚ࡾかࡀᡭࢆ㆑ㄒࡿ࠸記し࡚ࢆ

の人ࠎのᛮ⪃ࡸ♫⫼ᬒࠊ教ㄒのཷ

ᐜのᐇែࠊ教ᛮࡸ教ㄒのᩥ学

➨のࢬ࣮ࣜࢩ目ᣦす研究ࢆᙳ㡪なࡓ࠼

10 ࡛あࠋࡿ本✏࡛ྲྀࡓࡆୖࡾ⋞᪾㢪⤒

⛬の⤒の㐣ࡑ࡚ࡗࡼ正㝔ᩥ書ࠊࡣ

あ࡛ࡘ⤒⤒典の一ࡿࡁの࡛ࡇࡿ知ࢆ

東大ᑎࠊ࡚ࡗࡼの㆑ㄒのศᯒࡇࠊࡾ

ᘓ・ᅜศᑎᘓ❧ࡃ῝ࡶ㛵ࡿࢃෆᐜ࡛あ

 ࠋࡓᣦしࢆࡇࡿ

 

6）正㝔ᩥ書のࠕሓࠖ

∎ ௦ୗ⣭ᐁ人຺ྂ̿ࠖࠕ

ᕤᐙ㯞࿅の学⩦̿      

（ᰝㄞ） 

༢ⴭ ᖹᡂ 24 年 9

᭶ 

ⴙⴥㄒᩥ研究    

ࠗⴙⴥㄒᩥ研究࠘➨㸶

㞟 

和Ἠ書㝔     

p.121㹼p.147 

8 ୡ紀の原本ࡀṧࡿ正㝔ᩥ書のศᯒࢆ

㏻ࠊ࡚ࡌᙜのୗ⣭ᐁ人のゝㄒ⏕άࢆ記

㏙しࡓ研究࡛あྠࠋࡿ一人≀のసᡂしࡓ

ᩥ書・ᖒ⡙ࢆ⤒業ẖ㑅ูしࠊ特ᐃ

の人≀の⨨かࡓࢀ≧ἣ・ෆᐜࢆ明ࡽ

かし࡚ୖ࡛ࠊᙺ人し࡚のᇶ本ⓗなㄒ

ᙡࢆの࠺ࡼし࡚⩦ᚓしࡓのか࠺࠸

እᅜㄒ࡛ࠊࡾࡲࡘࠋࡓしかࡽ明ࢆࡇ

あࡿ₎Ꮠ・₎ᩥࠊࢆ᪥本ㄒࢆẕㄒすࡿ

人࠸ࡀࠎかし࡚⩦ᚓしࡓかࡇ࠺࠸

ாཷしࢆᩥ␗ࠊࡣࡇࡿすかࡽ明ࢆ

なࡽࡀ⊂⮬のᩥᏐࢩステࢆ࣒ᵓ⠏し࡚ࡁ

 ࠋࡿࡀ⧄ࡇࡿ知ࢆ᪉ࡾ᪥本ㄒのあࡓ

 

 7)正㝔ᩥ書のࠕ᪩㏿ࠖ̿

和〇₎ㄒのࡿࢀࡲ࠺ሙ㠃

̿ （ᰝㄞ） 

༢ⴭ ᖹᡂ 25 年 3

᭶ 

ዉⰋዪ子大学ᩥ学部

ᅜᩥ学ㄅླྀࠕㄝࠖ➨

40ྕ  p.33㹼p.57   

₎⡠ࢆぢなࠕ࠸᪩㏿ࠖࡀ和〇₎ㄒ࡛

あࢆࡇࡿ正㝔ᩥ書・木⡆のᜳⓙㄪᰝ

・᪩ࠕ㢮⩏のモࠋࡓしかࡽ明࡚ࡗࡼ

㏿・ᛴ・ⅆᛴࠖẚ㍑ᑐ↷ࡇࡿࡏࡉ

な࠺ࡼのࠊࡀࠎዉⰋ௦の人ࠊ࡚ࡗࡼ

ሙ㠃࡛ࠊㄡᑐし࡚ࠊの࠺ࡼなࡀ

あࡿࠕ᪩㏿ࠖࢆ⏝すࡿのか࠺࠸

お学㈨ᩱᩥ࡚ࡏࢃྜࠋࡓศᯒしࢆࡇ

のࡀ和〇₎ㄒࠊㄪᰝしࡶ⏝ᐇែࡿࡅ

ゝⴥࠊ࠺࠸のかࡿࢀࡲ⏕なሙ㠃࡛࠺ࡼ

のⓎ⏕のࣉロࢭスࢆ明ࡽかしࠗࠋࡓ史

学㞧ㄅ࠘（東ி大学 史学）のᅇ㢳

ᒎᮃおࠋࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ 

 

8) 㐨㇏㊊の人̿あࡲ࠸

な⾲⌧の⫼ᬒ̿（ᰝㄞ࠸

） 

༢ⴭ ᖹᡂ 25 年 10

᭶ 

正㝔ᩥ書研究

ㄅࠗ正㝔ᩥ書研究࠘

13 

▼山ᑎ㐀Ⴀ㛵ಀ㈨ᩱの中ࠊࡣ人ဨのὴ

㐵㛵すࡿᵝࠎなᩥ書ࠊࡸົᐇែࢆ明

࠸ṧᏑし࡚ࡃከࡀ書・ᖒ⡙ᩥࡿすかࡽ

ࡿせㄳすࢆ㐨㇏㊊のὴ㐵ࠊࡣ࡛✏本ࠋࡿ

ᩥ書の᪥ࡸせㄳ⌮由ࠊὴ㐵ࢆチㅙしࡓ

ᩥ書のあ࠸ࡲ࠸な⾲⌧ὀ目しᩥࠊ書間

のᩚྜᛶࢆಖࡵࡓࡘ࿘฿な‽ഛࢆし࡚

㐨㇏㊊のࠊࡽࡉࠋࡓㄆし☜ࢆࡇࡓ࠸

ົᐇែせㄳ⌮由の間ࡓࡌ⏕▩┪

な⾲⌧のせᅉ࠸ࡲ࠸チㅙᩥ書のあࠊࡀ

なࢆࡇ࠺࠸ࡓࡗ明ࡽかしࠗࠋࡓ史

学㞧ㄅ࠘（東ி大学 史学）のᅇ㢳

ᒎᮃおࠋࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

▼正㝔ᩥ書ὀ㔘̿㐀ࠕ(9

山ᑎᡤゎ⛣∭➢（୕の

㸯）̿ࠖ（ᰝㄞ） 

༢ⴭ ᖹᡂ 28 年 3

᭶ 

ዉⰋዪ子大学ྂ௦学

学⾡研究ࢭン࣮ྂࠗࢱ

௦学࠘➨㸶ྕ p.42㹼

p.59㡫 

の⛉研ሗ࿌書ࠗ正㝔ᩥ書の訓ㄞ

ὀ㔘̿㐀▼山ᑎᡤゎ⛣∭➢（一）̿  ࠘

ࠗྠ（）࠘のⓎᒎⓗ⥆⦅࡛あࠋࡿ᪥本

᭱ྂのᑎ㝔㐀Ⴀ㈨ᩱのࠊࡕ࠺㐀▼山ᑎᡤ

ࡓ記㘓しࢆࡾྲྀࡾࡸのᩥ書のᶵ㛵

ゎ⛣∭➢の┿・㔘ᩥࢆᥦ♧しࠊ訓ㄞ

ᩥ・⌧௦ㄒヂὀ㔘ࢆしࠋࡓ一部⿵ὀ

ࢆᐹ⪄࡚࠸ࡘㄒἲࡁὀ目すࠊ࠼加ࡶ

ᅜㄒᅜᩥ研究の研ࢆ正㝔ᩥ書ࠋࡓࡗ⾜

究㈨ᩱし࡚⏝ࡁࡿ࠸のᇶ♏ⓗ研究

なࡶࡿの࡛あࠋࡿ 

 
⪅⤒⏕・ᐇົᢸᙜࠕ（10

の㑅ᢥ̿̿ࠕၨࠖ࠺࠸書

ᘧࢆ㑅ࡪ̿ࠖ 

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年 3

᭶ 

ዉⰋዪ子大学ྂ௦学

学⾡研究ࢭン࣮ࠗࢱ₎

Ꮠᩥのཷᐜ̿東

ࡿࡳࡽᅪかᩥࢪ

ᡭ⣬の⾲⌧ᙧᘧ̿࠘

ሗ࿌㞟ࠊpp66㹼83 

㐀▼山ᑎゎ⛣∭➢の中あࡿ一㏻の

ၨࠕ ゎ࡛ࠖࠕࠊ࡚࠸ࡘࠖ なࡃ書≧のࠕၨࠖ

࡛Ⓨಙࡓࢀࡉせᅉᩥࠊࢆ書のෆᐜ㏉ಙ

ᩥ書のศᯒかࡽ特ᐃしࠋࡓ加ࠕࠊ࡚࠼ゎࠖ

࡛Ⓨಙࡀࡇࡿࢀࡉᐃࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵఇ

ᬤ・Ḟの⏦ㄳࠕࢆၨࠖࡸ書≧ᙧᘧ࡛Ⓨ

ಙし࡚ࡿ࠸ 8 ㏻ࠊ࡚࠸ࡘⓎಙࡓࢀࡉ

の≧ἣⓎಙᚋのᩥ書のฎ⌮㐣⛬ࢆゎ明

しࠕࠊၨࠖࡸ書≧ᙧᘧ࡛Ⓨಙしࡓせᅉࢆ

ࠊ࡚ࡗࡼの᳨ウࡽࢀࡇࠋࡓしかࡽ明ࡶ

ྂ௦のᚊ令ᩥ書⾜ᨻのୡ⏺࡛のࠕၨ・書

≧ࠖの⨨࡙ࡅの一➃ࢆ♧しࠋࡓ 

 

 㹙ሗ࿌書㹛     

ࡼ正㝔ᩥ書訓ㄞࠕ（1

᪥本ㄒ⾲記ᡂ❧㐣⛬のࡿ

ゎ明ࠖ  

ඹⴭ ᖹᡂ 26 年 3

᭶ 

ᖹᡂ 22年度㹼25年度

⛉学研究㈝⿵ຓ金ᇶ

┙研究（㹁）（ㄢ㢟␒

ྕ 22520467）研究ᡂᯝ

ሗ࿌書      

研究௦⾲㸸桑原祐子 

ᖹᡂ 22年㹼25年度⛉学研究㈝⿵ຓ金 

ᇶ┙研究（㹁）（ㄢ㢟␒ྕ 22520467）の

4カ年の研究ሗ࿌書࡛あࠋࡿ௨ୗの㸰

かࡽなࠋࡿ 

Ϩ 正㝔ᩥ書の訓ㄞὀ㔘̿㐀▼山ᑎ

ᡤゎ⛣∭➢（）̿              

ὀ㔘⠍ࠊࡣ᪥本᭱ྂのᑎ㝔㐀Ⴀ㈨ᩱの࠺

ࡾࡸのᩥ書のᶵ㛵㐀▼山ᑎᡤࠊࡕ

ゎ⛣∭➢の┿・㔘ᩥࡓ記㘓しࢆࡾྲྀ

ࢆὀ㔘訓ㄞᩥ・⌧௦ㄒヂࠊᥦ♧しࢆ

しࠋࡓ一部⿵ὀࡶ加ࠊ࠼ὀ目すࡁㄒἲ

ᅜࢆ正㝔ᩥ書ࠋࡓࡗ⾜ࢆᐹ⪄࡚࠸ࡘ

ㄒᅜᩥ研究の研究㈨ᩱし࡚⏝ࡁࡿ࠸

のᇶ♏ⓗ研究なࡶࡿの࡛あࠋࡿㄽ⪃⠍

⪄㸲⦅のㄽࡿࢃ㛵の㈨ᩱࡽࢀࡇࠊࡣ

             ࠋࡓ㘓しࢆ

（ᇳ➹ 桑原祐子）㸿4∧ 179㡫 

ϩ 正㝔ᩥ書かࡿࡓࡽゝⴥのୡ⏺

（）       

正㝔ᩥ書の中か5ࠊࡽ㏻のᩥ書ࡾྲྀࢆ

あࠊࡆ┿・㔘ᩥ・訓ㄞᩥ・⌧௦ㄒヂࢆ

しࡑࠊのᩥ書の⫼ᬒࢆゎㄝしࠊᅜㄒᅜ

ᩥ学研究のほⅬかࡽὀ目すࡁㄒの⪃ᐹ

᪥本ྂ௦正㝔ᩥ書ࠊ᭦ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

のᩥ⊩ࡸ₎⡠のẚ㍑研究㛵ࡿࢃㄽ⪃

           ࠋࡓ㘓しࢆ⦆2

（ᇳ➹ 中ᕝࡺかࡾ）㸿4∧ 142㡫 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

ࢆ正㝔ᩥ書のㄞゎࠕ（2

㏻しୖࡓ௦ᩥ学の⾲⌧の

⏕ᡂ㛵すࡿ研究ࠖ 

 

 ඹⴭ 

 

 

ᖹᡂ 29年 3

᭶ 

 

 

ᖹᡂ 26年度㹼28年度

⛉学研究㈝⿵ຓ金ᇶ

┙研究（㹁）（ㄢ㢟␒

ྕ㸸26370220ࠊ௦⾲

⪅㸸中ᕝࡺかࡾ）研究

ሗ࿌書 

 

ࠗ正㝔ᩥ書ὀ㔘̿㐀▼山ᑎᡤゎ⛣∭➢

（୕）̿̿࠘ 

 ᪥本᭱ྂのᑎ㝔㐀Ⴀ㈨ᩱのࠊࡕ࠺㐀▼

山ᑎᡤᶵ㛵のᩥ書のࢆࡾྲྀࡾࡸ記

㘓しࡓゎ⛣∭➢の┿・㔘ᩥࢆᥦ♧しࠊ

訓ㄞᩥὀ㔘ࢆしࠋࡓ一部⿵ㄝࡶ加࠼

ᅜㄒᅜᩥ研究の研究㈨ࢆ正㝔ᩥ書ࠋࡓ

ᩱし࡚⏝ࡁࡿ࠸のᇶ♏ⓗ研究なࡿ

             ࠋࡿの࡛あࡶ

（ᇳ➹ 桑原祐子）㸿4∧ 82㡫 

 

友ࠗ吉ป書（ᮭࠕ（3

3442）のὀ㔘研究 

ඹⴭ 令和 2年 3᭶ ᖹᡂ 28年度㹼令和元

年度⛉学研究㈝⿵ຓ

金ᇶ┙研究（㹡）（ㄢ

㢟␒ྕ㸸16㹩02587ࠊ

研究௦⾲㸸Ⳁ）研究

ሗ࿌書 

本研究の目ⓗࠊࡣᩔ↥ᩥ⊩㈨ᩱの一࡛ࡘ

あࡿᩔ↥書ࠎྛࠊ࡚࠸ࡘの書ὀ

㔘ࢆ加ࠊ࠼ᐇ⏝⏕άおࡿࡅ書記ゝㄒ㈨

ᩱし࡚の⨨࡙࡛ࡇ࠺⾜ࢆࡅあࠋࡿ

᪥ࠊし࡚ලయⓗな研究ᡂᯝࠊࡵࡓのࡑ

本ㄒࠕࡿࡼᩔ↥書ὀ㔘ࠖࢆసᡂしࠊ

ห⾜しࠋࡓศᢸ⪅し࡚ࠊ᪥本ୖ௦ᩥ⊩

 ࠋࡓᢸᙜしࢆὀ⿵ࡧㄪᰝཬࡿ㛵す

 

 のࠞࡑࠝ

栄原࣑ࢮ⚾ 

 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ 23年 5

᭶ 

 

大㜰ᕷ❧大学᪥本史

学 ࠗᕷ大᪥本史࠘

➨ 14ྕ 

 

᪥本ྂ௦史学⏺の中࡛正㝔ᩥ書研究ࢆ

≌ᘬし࡚ࡓࡁ栄原Ọ㐲⏨ඛ⏕の退任ࢆ記

ᛕし࡚特㞟ࡑࠋࡓࢀࡲ⤌ࡀの中の一⦅

し࡚᭱ࠊ᪂の正㝔ᩥ書研究のሙ࡛あࡿ

ᅜㄒ学࡚࠸ࡘ⩏のᏑᅾព࣑ࠖࢮ栄原ࠕ

の❧ሙかࡽ㏙ࡶࡓの࡛あࠋࡿ栄原࣑ࢮ

࡛ 10年間研究ࢆし࡚ࡓࡁ⤒㦂ᇶ࡙ࠊࡁ

㏙ࢆࡇࡿ᭷ព⩏なᏑᅾ࡛あࡀ࣑ࢮ

 ࠋࡓ

 

ࠝ学Ⓨ⾲ࠞ 

1）㐨㇏㊊の人̿ࠕ正

㝔ᩥ書の訓ㄞὀ㔘ࠖのస

業かࡽ 

 

㸫 

 

ᖹᡂ 22年 10

᭶ 

 

正㝔ᩥ書研究 

➨ 29大 

（大㜰ᕷ❧大学） 

 

㏆江▼山ᑎ㐀Ⴀ㈨ᩱおᩥࡿࡅ書・ᖒ⡙

のศᯒࢆ㏻し࡚ྂࠊ௦のୗ⣭ᐁ人の人

かࡽ明ࢆࢀࡎ人のᐇែの࣒ステࢩ

しࡑࠊの⫼ᬒࠊࡣᚊ令ᩥ書⩏の中࡛

ᩥ書のᩚྜᛶࢆಖࡵࡓࡘのᵝࠎなㄪᩚࡀ

⾲ࡸ書のゞ正≧ἣᩥࠊࡶࢆࡇࡓࢀࢃ⾜

⌧のᕪ␗かࡽศᯒ᳨ウࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 
2）正㝔ᩥ書のࠕ᪩㏿ࠖ

̿和〇₎ㄒの⏕ࡿࢀࡲሙ

㠃̿ 

㸫 ᖹᡂ 23年 12

᭶ 

ᅜㄒㄒᙡ史研究 

➨ 99ᅇ大 

（大㜰大学） 

₎⡠ࢆぢなࠕ࠸᪩㏿ࠖࡀ和〇₎ㄒ࡛

あࢆࡇࡿ正㝔ᩥ書・木⡆のᜳⓙㄪᰝ

・᪩ࠕ㢮⩏のモࠋࡓしかࡽ明࡚ࡗࡼ

㏿・ᛴ・ⅆᛴࠖẚ㍑ᑐ㇟ࡇࡿࡏࡉ

な࠺ࡼのࠊࡀࠎዉⰋ௦の人ࠊ࡚ࡗࡼ

ሙ㠃࡛ࠊㄡᑐし࡚ࠊの࠺ࡼなࡀ

あࡿࠕ᪩㏿ࠖࢆ⏝すࡿのか࠺࠸

お学㈨ᩱᩥ࡚ࡏࢃྜࠋࡓศᯒしࢆࡇ

のࡀ和〇₎ㄒࠊㄪᰝしࡶ⏝ᐇែࡿࡅ

ゝⴥࠊ࠺࠸のかࡿࢀࡲ⏕なሙ㠃࡛࠺ࡼ

のⓎ⏕のࣉロࢭスࢆ明ࡽかしࠋࡓ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

3）正㝔ᩥ書のࠕ㐠ࠖ

 ₈ࠖࠕ

㸫 ᖹᡂ 26年 11

᭶ 

ዉⰋዪ子大学ྂ௦学

学⾡研究ࢭン࣮ࢱ研

究                               

正㝔ᩥ書研究のࠕ

᪂ࡓなヨࠖࡳ 

ᩥᏐࢆ書ࡀࡇࡃ࡛あྂࡓࡗ௦のୗ

⣭ᐁ人ࠊࡣࡕࡓ本᮶の₎ㄒ⏝ἲかࡽ㐓⬺

しなࠊࡶࡽࡀᐇົの⌧ሙࢃࡉࡩし࠸₎

Ꮠの࠸᪉ࢆし࡚ࠋࡿ࠸しかしࠊࡣࢀࡑࠊ

ᙼࡀࡽ₎ㄒ本᮶の⏝ἲࢆㄆ㆑し࡚࠸なか

ࢆ⬟ᶵࡘᏐのᣢ₍ࠋ࠸なࡣᯝ࡛⤖ࡓࡗ

ศ⌮ゎし࡛࠼࠺ࡓのᵝࠎなᕤ夫ࡇࡑࡀ

なᐇ࠺ࡼのࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡓࡗあࡣ

ែの一➃ࠕࢆ㐠ࠖ࠺࠸₈ࠖࠕゝⴥࢆ

㏻し࡚明ࡽかしࠊ᪥本ⓗな₎Ꮠ⏝ἲࡀ

ࡣ௦࡛⌧ࠋࡓ࠼⪄ࢆᬒ⫼ࡿࢀࡉฟࡳ⏕

௦࡛ྂࠊࡀࡿࢀࡲࡼࠖࢢࢥࠕࡣ₈ࠖࠕ

࠸し࡚⾲ࢆࠖࣈࢥࣁࠕື⛣ࡿࡼỈ㐠ࡣ

㐠ࠕ正㝔ᩥ書中のࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓ ₈ࠖࠕࠖ

࠼加ࠊㄪᰝしࢆの㐠⏝ᐇែࡑࠊ目し╔

正㝔ࠊ࡚࠸ࡘ㐠₈ࠖࠕᏐ⇍ㄒ₍ࠊ࡚

ᩥ書ࡸᘏ႐ᘧࡣ⊂⮬の⏝ἲࡀあࡇࡿ

 ࠋࡓしかࡽ明ࢆ

 
⤒⏕・ᐇົᢸᙜ⪅のࠕ(4

㑅ᢥ̿̿ࠕၨࠖ࠺࠸書ᘧ

 ̿ࠖࡪ㑅ࢆ

㸫 ᖹᡂ 28 年 8

᭶ 22᪥ 

➨ 12 ᅇⱝᡭ研究⪅ᨭ

ࣉロࠕ࣒ࣛࢢ₎Ꮠᩥ

のཷᐜ̿東ࢪ

ᩥᅪかࡿࡳࡽᡭ⣬

の⾲⌧ᙧᘧ̿ࠖ 

㐀▼山ᑎゎ⛣∭➢の中あࡿ一㏻の

ၨࠕ ゎ࡛ࠖࠕࠊ࡚࠸ࡘࠖ なࡃ書≧のࠕၨࠖ

࡛Ⓨಙࡓࢀࡉせᅉᩥࠊࢆ書のෆᐜ㏉ಙ

ᩥ書のศᯒかࡽ特ᐃしࠋࡓ加ࠕࠊ࡚࠼ゎࠖ

࡛Ⓨಙࡀࡇࡿࢀࡉᐃࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵఇ

ᬤ・Ḟの⏦ㄳࠕࢆၨࠖࡸ書≧ᙧᘧ࡛Ⓨ

ಙし࡚ࡿ࠸ 8 ㏻ࠊ࡚࠸ࡘⓎಙࡓࢀࡉ

の≧ἣⓎಙᚋのᩥ書のฎ⌮㐣⛬ࢆゎ明

しࠕࠊၨࠖࡸ書≧ᙧᘧ࡛Ⓨಙしࡓせᅉࢆ

ࠊ࡚ࡗࡼの᳨ウࡽࢀࡇࠋࡓしかࡽ明ࡶ

ྂ௦のᚊ令ᩥ書⾜ᨻのୡ⏺࡛のࠕၨ・書

≧ࠖの⨨࡙ࡅの一➃ࢆ♧しࠋࡓ 

 

5）ᖄ（➹）ᬤのᐇែ

⾲⌧ 

㸫 ᖹᡂ 30 年 3

᭶ 11᪥ 

➨ 2ᅇ正㝔ᩥ書の研

究（大㜰ᕷ❧大学） 

東大ᑎ⤒ᡤ（ᐁႠ⤒ᡤ）の教師ࡀᥦ

ฟしࡓ 240 ㏻వのㄳᬤゎ・ཧゎの中か

ᖄᬤࠖのᐇࠕࡿ目࡛あࢀのษࠊࡽ

ែ࡚࠸ࡘศᯒୖࠋࡓࡗ⾜ࢆᖄࡀᥦฟࡉ

ྲྀࢆㄳᬤゎࡓࢀࡉᥦฟ࡛ࢢン࣑ࢱࡓࢀ

ࠊ࠸⾜ࢆのศᯒ⌧⾲のᐇែࡑࠊࡆあࡾ

ᙼࡀࡽㄆ㆑し࡚ࡓ࠸ఇᬤのチᐜ⠊ᅖࢆ明

ࡓࢀࡎࡣࡽᐃᆺかࠊ࡚࠼加ࠋࡓしかࡽ

⾲⌧の⫼ᚋあࡿ⾲⌧⪅のពᅗࢆㄞࡳゎ

 ࠋࡓ࠸

 

6）Ύ₩Ὑί――᪥本ྂ

௦㈨ᩱࠕ正㝔ᩥ書ࠖの

―― 

 

 

 

 

 

 

 

༢⊂ ᖹᡂ 31 年 1

᭶ 23᪥ 
ᅜ❧Ṕ史Ẹ博≀㤋 

⏘学ඹྠ研究ࠕΎ₩

Ὑίࡿࡄࡵࢆ⥲ྜⓗ

Ṕ史ᩥ研究ࠖ 

➨ 4 ᅇ研究 
 

 

 

 

 

 

ⓗṔ史ᩥ研ྜ⥲ࡿࡄࡵࢆὙί₩Ύࠕ

究ࠖの 1 部㛛し࡚ࠊ᪥本ྂ௦おࡿࡅ

Ύ₩Ὑί㛵すࡿศᯒ᳨ウ࠺⾜ࢆの

ㄢࡓࢀࡽࡏし࡚ㄢṔ博ඹྠ研究ဨࠊࡀ

㢟࡛あࡑࠋࡿのศᯒ᳨ウの一ࡘし࡚ࠊ

ྂ௦の一次㈨ᩱ࡛あࡿ正㝔ᩥ書ぢࡽ

ලయⓗࡿ㛵すὙίࡧΎ₩・Ύίཬࡿࢀ

な⾜為ࡑの⫼ᬒあࡿ⤒ᡤのࢩステ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆの⪃ᐹ࡚࠸ࡘ࣒
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

ࠝᣍᚅ講₇ࠞ 

1）ྂ௦ゝㄒ㈨ᩱし࡚の

正㝔ᩥ書 

 

 

 

༢⊂ 

 

 

 

ᖹᡂ 23 年 3

᭶ 

 

 

㔩山大学᪥本研究ᡤ

ദ     

（㔩山大学） 

 

 

₎⡠ࢆぢな࠸₎Ꮠ⇍ㄒࡀ正㝔ᩥ書

の中ࠊࡣしࡤしࡤぢࡇࠋࡿࢀࡽの࠺ࡼ

な₎Ꮠ⇍ㄒࠊ࡚࠸ࡘㄡࡀの࠺ࡼなሙ

㠃࡛ࠊㄡྥか࡚ࡗ⏝しࡓかࡇ࠺࠸

ᚰࡸ⏝⪅のᚰࠊࡃ࠸ศᯒし࡚ࢆ

⫼ࡿࡌ⏕ࡀ和〇₎ㄒࠊࡾなかࡽ明ࡀ⌮

ᬒࢆ⪃ᐹす⬟ྍࡀࡇࡿなࡇ࠺࠸ࡿ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆሗ࿌࡚࠸ࡘ

 

2）正㝔ᩥ書のఇᬤ㢪

 ୗ⣭ᐁ人のゝㄒ⏕άࡿࡳ

༢⊂ 令和元年 11

᭶ 30᪥（ᅵ） 

ష教大学 2019 年度

ᅜㄒᅜᩥ学 

正㝔ᩥ書ṧࡿ⤒⏕のࠕᚅ㐝ᨵ善せ

ồࠖのⲡのෆᐜࠊࡀᐇ⌧ࡓࢀࡉのか

245ࠊࢆࡇ࠺࠸か࠺ ㏻のఇᬤ㢪・Ḟ

ᒆのෆᐜ・⾲⌧・ゝⴥ㐵࠸なかࡽゎ

明しࠊ⤒⏕（ୗ⣭ᐁ人）➼のゝㄒ⏕ά

のᐇែࢆ明ࡽかしࠋࡓ 
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教  育  研  究  業  績  書 

令和 2年 3᭶ 31᪥    

Ặྡ 善野 八千子      

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

教育学 学ᰯ間᥋⥆ࠊ⏕ά⛉ࠊ教ဨのຊ㔞ᙧᡂ 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯 

 㡯 年᭶᪥ ᴫ      せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

ࡧ学⩦のᐃ╔ཬࡓά⏝しࢆࢻンカ࣮ࣙࢩࢡࣞࣇࣜ・
 ンのᐇࣙࢩࢵスカࢹࣉル࣮ࢢ

ᖹᡂ 20年 4᭶
㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ教育大学ව任講師し࡚ᢸᙜのึࠕ➼教⛉教
育ἲ（⏕ά）ࠖ（3ᅇ⏕）（教職⛉目ࠊ㸱年次㓄ᙜࠊ
༙ᮇࠊᚲಟ 2༢）ࠊዉⰋ学ᅬ大学 教授し࡚ᢸ
ᙜのࠕ人間教育㛤Ⓨຊᐇ㊶₇⩦Ϩϩ （ࠖ㸯㹼2ᅇ⏕）
（ᑓ㛛⛉目ࠊ㸯㹼2年次㓄ᙜࠊ㏻年ࠊ㑅ᢥ 1༢）ࠊ
 ࠋࡓᐇ㊶しࠊ࡚࠸お
学⩦ᐃ╔ࢆ目ⓗし࡚ࠊẖ㝈の᭱ᚋࢡࣞࣇࣜ

ࠊẖᅇࠋᐇࢆࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇࡿࡼࢻンカ࣮ࣙࢩ
学⏕ࡀ記㏙しࣙࢩࢡࣞࣇࣜࡓンカ࣮࣓ࢥࠊࢻンࢺ
ホ౯ࢆ記載ࠋ次ᅇ㏉༷しࠊᑟධ๓ᅇの⩦
し࡚ά⏝1ࠋᯛのカ࣮࡛ࢻᙜヱ⛉目のࣂࣛࢩスయ
のࡾ㏉ࡾなࠊࡾ学⏕⮬㌟ࡀẖᅇの⮬ᕫの学ಟᡂ
ᯝㄢ㢟ࢆ明☜ࠋࡓࡁ࡛ 
ࠊࡣᅇึࠊࡣ࡚࠸ࡘンࣙࢩࢵスカࢹࣉル࣮ࢢ

ࠎᚎࠊしࢡ࣮࣡࣌ 5㹼6人ࢢル࣮ࠋࡓࡗ⾜࡛ࣉ
テ࣮マᛂࡓࡌ༠ྠⓗな学ࡧのጼࡀぢࠊࢀࡽヰしྜ
ࡀンຊࣙࢩンテ࣮ࢮࣞࣉࠊࡽかࡇࡿⓎ⾲すᚋ࠸
高ࠋࡓࡗࡲ授業ンࢺ࣮ࢣ⤖ᯝかࠕࡶࡽ⮬ศ㐪࠺
ពぢ࡚ࡗࡼ࠼⪄ࡸ⌮ゎࡓࡗࡲ῝ࡀ ➼ࠖの学⏕の満
㊊度࡚ࡵࢃࡁࡀ高かࠋࡓࡗ 
ୖ記ྠᵝࠊዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教

育学⛉教授し࡚ᢸᙜのࠕ⏕ά⛉ᣦᑟἲ （ࠖ2ᅇ⏕）
（教職⛉目ࠊ㸰年次ᚋᮇ㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊᚲಟ 2༢）ࠊ
άの⌮ゎ⏕ࠕ 㸯ࠖ年次ᚋᮇ㓄ᙜ༙ࠊ ᮇࠊᚲಟ 2༢）ࠊ
ࠊ人間教育ᐇ㊶ຊ㛤Ⓨ₇⩦ϫ（ࠖϫᅇ⏕）（ᑓ㛛⛉目ࠕ
㸲年次㓄ᙜࠊ㏻年ࠊ㑅ᢥ 1༢）ࠊお࡚࠸ᐇ㊶し
 ࠋࡓ
 

 ᖹᡂ 22年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶࡛ࡲ 
 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉教授し࡚
ᢸᙜのࠕ教育学ᴫㄽ （ࠖ1ᅇ⏕）（ᑓ㛛⛉目1ࠊ年次
㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊᚲಟ 2༢）ࠕࠊ教育ไ度ㄽ （ࠖᑓ㛛⛉
目1ࠊ年次㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊᚲಟ 2༢）ࠕࠊ教職ᐇ㊶₇
⩦ （ࠖᑓ㛛⛉目2ࠊ年次㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊᚲಟ 1༢）
 ࠋࡓᐇ㊶しࠊ࡚࠸お
ẖ㝈の᭱ᚋࠊ学⩦のᐃ╔のࢩࢡࣞࣇࣜࡵࡓ

ࣙンカ࣮ࢆࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇࡿࡼࢻᐇしࠋࡓẖ
ᅇࠊ学⏕ࡀ記㏙し࡚ᥦฟしࣙࢩࢡࣞࣇࣜࡓンカ࣮ࢻ
ࡧཬࢺン࣓ࢥࠊ Aホ౯ࢆ記載ࠋ次ᅇ㏉༷しࠊᑟ
ධ๓ᅇの⩦し࡚ά⏝しࠋࡓᢎㄆࡸ㈹㈶のయ
㦂ࡀஈし࠸学⏕࡚ࡗពḧの高ࡀࡾࡲ㢧ⴭぢ
スయのࣂࣛࢩᙜヱ⛉目の࡛ࢻ1ᯛのカ࣮ࠋࡓࢀࡽ
ࡾ㏉ࡾなࡇࡿかࠊࡽ学⏕⮬㌟ࡀ⮬ᕫの学⩦ᡂ
ᯝㄢ㢟ࢆ明☜すࢢࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿル࣮ࢹࣉ
スカࣙࢩࢵンࠊࡣ࡚࠸ࡘᑡ人ᩘかࡽᚎࠎ 5㹼6
人ࢢル࣮ࠋࡓࡗ⾜࡛ࣉヰしྜ࠸ᚋⓎ⾲すࡇࡿか
ࢣン授業ࠋࡓࡗࡲ高ࡀンຊࣙࢩンテ࣮ࢮࣞࣉࠊࡽ
スࣛࢡࠊࡣ授業満㊊度ࠕࡽᯝか⤖ࢺ࣮ 97㸣௨ୖ
࡛あࠋࡓࡗ 
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・ẖᅇの⩦テスࢆࢺά⏝しࡓ学⩦のᐃ╔のᕤ夫 
 

ᖹᡂ 22年 4᭶ 
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶࡛ࡲ 
 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉教授し࡚
ᢸᙜのᑓ㛛⛉目ࠕࠊ教育ไ度ㄽ （ࠖᑓ㛛⛉目1ࠊ年次
㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊᚲಟ 2༢）おࠊ࡚࠸学⩦のᐃ╔ࢆ
ᅗࠊࡵࡓࡿẖᅇの講⩏ᑟධお࡚࠸⩦ࢽ࣑テス
ᙜࠊ࡚࠸おᒚಟ⪅の┦ᙜᩘࠊࢁࡇࡓᐇしࢆࢺ
ヱ⛉目のᒚಟの๓ᚋࢆẚ㍑すࠊࡿ⩦の⩦័
学⩦のᐃ╔度ୖྥࡀしࠋࡓ 
 

・ண⩦ࣞࢺ࣮࣏のά⏝授業タィ ᖹᡂ 23年 4᭶ 
㹼⌧ᅾࡿ⮳ 
 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉教授し࡚
ᢸᙜのᑓ㛛⛉目ࠕࠊ教育学ᴫㄽ （ࠖ1ᅇ⏕）（ᑓ㛛⛉
目1ࠊ年次㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊᚲಟ 2༢）おࠊ࡚࠸ண
⩦⩦័のᐃ╔のࡵࡓẖᅇのண⩦ࣞࠕࢺ࣮࣏子ࡶ
ሗカ࣮ࢆࠖࢻᐇしࠋࡓ学⏕ࣂࣛࢩࠊࡣス㛵㐃
しࡓ子ࡶ㛵す࣮ࣗࢽࡿスཬࡧ⮬ᕫの⪃ࢆ࠼記
㏙し࡚ࠋࡿࡃẖᅇの講⩏のෑ㢌࡛Ⓨ⾲ࡇࡿࡏࡉ
教ဨࠊࡓࡲࠋࡿࡁႏ㉳࡛ࡀ学⏕ྠኈの㛵ᚰពḧࠊ࡛
ࡇ࠺⾜ࢆ授業タィࡓ㓄៖しࠊᢕᥱしࢆ学⏕のᐇែࡣ
័⩦ண⩦のࠊ࡚࠸おᒚಟ⪅の┦ᙜᩘࠋࡿࡁ࡛ࡀ
学⩦ㄢ㢟ᑐすࡿ㛵ᚰពḧのྥୖࡀぢࠋࡓࢀࡽ 
ୖ記ྠᵝࠊዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教

育学⛉教授し࡚ᢸᙜのࠕ⏕ά⛉ᣦᑟἲ （ࠖ2ᅇ⏕）
（教職⛉目ࠊ㸰年次ᚋᮇ㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊᚲಟ 2༢）ࠊ
άの⌮ゎ⏕ࠕ 㸯ࠖ年次ᚋᮇ㓄ᙜ༙ࠊ ᮇࠊᚲಟ 2༢）
タࢆண⩦ㄢ㢟ࡓᑐᛂしの目ᶆࡈ目⛉ࠊ࡚࠸お
ᐃし࡚ᐇ㊶しࠋࡓ 
 

   

㸰 సᡂしࡓ教⛉書ࠊ教ᮦ   

⟇⛎学ᰯᨵ善のࡓάかしࢆ学ᰯホ౯ࠕ・ （ࠖᥖ） ᖹᡂ 17年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶࡛ࡲ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉教授し࡚
ᢸᙜのࠕ教育原⌮（ᖹᡂ 20年 3᭶ࠊ（࡛ࡲ教育学ᴫ
ㄽ（ᖹᡂ 20年 4᭶かࡽ⛉目ྡኚ᭦）ࠖ（ᑓ㛛⛉目1ࠊ
年次㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊᚲಟ㸰༢）ࠊお࡚࠸⏝ࠋ 
教ဨの㈨㉁ྥୖのࡵࡓの学ᰯᨵ善の᪉⟇࠸ࡘ

⏕学ࠋࡓし♧ࢆᐇ㊶のෆᐜࡧホ౯の㐠⏝ཬࠊ࡚
࡛⩏ẖᅇの講ࠊࡣ 10ศ間ㄞゎしࠊ本の目ᶆ㛵
教育のࠊⓎ⾲しࢆၥࡧཬࡁẼ࡙ࠊ࡚࠸ࡘ章ࡿࢃ
⌧≧ཬࢀࡇࡧかࡽの教育ㄢ㢟࡚࠸ࡘពḧⓗなᑐ
ヰ⬟ྍࡀなࠋࡓࡗ 
 

・学ᰯຊ・教師ຊࢆ高ࡿࡵ学ᰯホ౯（ᥖ） ᖹᡂ 22年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶࡛ࡲ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉教授し࡚
ᢸᙜのࠕ教育ไ度ㄽ （ࠖᑓ㛛⛉目2ࠊ年次㓄ᙜ༙ࠊ
ᮇࠊᚲಟ㸰༢）おࠊ࡚࠸⏝しࠋࡓ教育ไ度
おࡿࡅᐜかࡅࢃࡾࠊࡽ学ᰯホ౯の目ⓗཬࡧಙ㢗
ᵓ⠏の᭷ᵝᐇ㊶のෆᐜࢆ教育ไ度のどⅬか
ࠊࡶ࡚࠸ࡘゎのᅔ㞴なไ度⌮ࠊࡣ⏕学ࠋࡓし♧ࡽ
බ教育おࡿࡅไ度のࡸ⌧௦ⓗㄢ㢟㛵ᚰࡵ῝ࢆ
㏻し࡚⌮ゎしࢆලయⓗな学ᰯ⌧ሙのࠊࡓࡲࠋࡓ
 ࠋࡓ
 

・ᑠ学ᰯ教⛉⏝ᅗ書ࠕあࡽࡓし࠸ࡏ࠸かࠖࡘ ᖹᡂ 23年 4᭶
㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

ᖹᡂ 23年度⏝ࠊᖹᡂ 27年度⏝ᑠ学ᰯ⏕ά⛉ 教
⛉⏝ᅗ書 ᥇ᢥࡓࢀࡉᕷ⏫村❧ᑠ学ᰯཬࡧ⚾❧ᑠ
学ᰯの➨ 1学年・➨ 2学年ࠊ࡚࠸⏝࠸࡚ࢀࡉ
 ࠋࡿ

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉教ࠊࡓࡲ
授し࡚ᢸᙜのࠕ⏕ά⛉ᣦᑟἲ （ࠖ教職⛉目ࠊ㸰年
次㓄ᙜࠊᚋᮇࠊᚲಟ㸰༢）おࠊ࡚࠸⏝しࠋࡓ
学⏕ࡣẖ間のᶍᨃ授業の㝿ά⏝しࠊ学ᰯ⌧ሙ࡛
のᐇ㊶ຊᙉし࡚ᣦᑟసᡂのࣉロࢭスప学
年おࡿࡅඣ❺⌮ゎࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡲ῝ࡀண⩦学ಟの
ᐃ╔ඹࠊᣦᑟἲのㄢ㢟ࡀ明☜なࠋࡓࡗ 
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 ࠖ࠸のチࢱࣔࢻࢥࠕ教育ㄞ本ャࣜ࢟・
（ᥖ） 

ᖹᡂ 23年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶࡛ࡲ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉教授し࡚
ᢸᙜの࢟ࠕャࣜࢨࢹン₇⩦ （ࠖᑓ㛛⛉目1ࠊ年
次㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊ㑅ᢥ㸯༢）おࠊ࡚࠸⏝しࠋࡓ
ᑵ業ຊྥୖのࠊࡵࡓෆᐜ࠸ࡀࡾࡸࡸ➼のලయ
ⓗ࡚࠸ࡘ♧しࠋࡓ学⏕ࠊࡣಖ育・教育のࢆ
知ࠊࡾ教育⌧ሙのᐇ㝿ࡸㄢ㢟᳨ࢆウすྍࡀࡇࡿ⬟
 ࠋࡓࡗな
 

・ᗂඣᮇඣ❺ᮇの᥋⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟の㛤Ⓨ（ᥖ） ᖹᡂ 23年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶࡛ࡲ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉教授し࡚
ᢸᙜのࠕ教職ᐇ㊶₇⩦ （ࠖᑓ㛛⛉目ࠊ㸰年次㓄ᙜࠊ
༙ᮇࠊᚲಟ㸯༢）おࠊ࡚࠸⏝しࠋࡓᗂඣᮇか
ᑵ特ࡵࡓ教ဨの㈨㉁ྥୖのࡿࢃ㛵ඣ❺ᮇࡽ
学๓ᚋのㄢ㢟ࡸ⏕ά⛉のලయⓗ࡚࠸ࡘ♧し
ウし᳨ࢆのಖ育・教育のㄢ㢟ࡽかࢀࡇࠊࡣ⏕学ࠋࡓ
ᐇ㊶ຊྥୖࡘなࠋࡓࡆ 
 

・子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧな࣮ࡄᗂᑠ㐃ᦠのあࡾ᪉
 のసᡂ࣮（ᥖ）࣒ࣛࣗ࢟᥋⥆カࣜ

ᖹᡂ 24年 9᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶࡛ࡲ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉教授し࡚
ᢸᙜの࢟ࠕャࣜࢨࢹン₇⩦ϩ （ࠖᑓ㛛⛉目ࠊ㸯
年次㓄ᙜ༙ࠊ ᮇࠊ㑅ᢥ㸯༢）おࠊ࡚࠸⏝しࠋࡓ
ಖ育⪅・教ဨの㈨㉁ྥୖのࡵࡓのᗂᑠ᥋⥆カࣜࣗ࢟
ᗂඣࠊࡣ⏕学ࠋࡓし♧࡚࠸ࡘᐇ㊶ࡧ㛤Ⓨཬ࣒ࣛ
ᮇのカ࣒ࣜࣛࣗ࢟⏕ά⛉⨨ࡓ࠸カࣜࣗ࢟
教育ࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡲ῝ࡀスの⌮ゎࢭロࣉసᡂの࣒ࣛ
ಖ育⌧ሙのᐇ㝿ࢆ知ࠊࡾᑵ業ຊྥୖࡘࡶなࠋࡓࡆ 
 

・子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧな࣮ࡄᗂᑠ㐃ᦠのあࡾ᪉
 のసᡂ࣮（ᥖ）࣒ࣛࣗ࢟᥋⥆カࣜ

ᖹᡂ 27年 9᭶
㹼⌧ᅾ࡛ࡲ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉教授
し࡚ᢸᙜのࠕ⏕ά⛉ᣦᑟἲ （ࠖ教職⛉目ࠊ㸰年次㓄
ᙜࠊᚋᮇࠊᚲಟ㸰༢）おࠊ࡚࠸⏝しࠋࡓಖ育
⪅・教ဨの㈨㉁ྥୖのࡵࡓのᗂᑠ᥋⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟
㛤Ⓨཬࡧᐇ㊶࡚࠸ࡘ♧しࠋࡓ学⏕ࠊࡣᗂඣᮇの
カ࣒ࣜࣛࣗ࢟⏕ά⛉⨨ࡓ࠸カ࣒ࣜࣛࣗ࢟
సᡂのࣉロࢭスの⌮ゎࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡲ῝ࡀண⩦学ಟ
のᐃ╔ඹࠊᣦᑟἲのㄢ㢟ࡀ明☜なࠋࡓࡗ 
 

・教⛉ຊ ⏕ά ᖹᡂ 28年 9᭶
㹼⌧ᅾ࡛ࡲ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉教授
し࡚ᢸᙜのࠕ⏕άの⌮ゎ （ࠖ教職⛉目ࠊ㸯年次㓄ᙜࠊ
ᚋᮇࠊᚲಟ㸰༢）おࠊ࡚࠸⏝ࠋಖ育⪅・教ဨ
の㈨㉁ྥୖのࡵࡓのᑠ学ᰯ⏕άの⌮ㄽࠊࡶࢆṔ
史ࡸホ౯のᐇ㊶ࡶ࡚࠸ࡘᥦ♧ࠋ学⏕ࠊࡣ⏕ά⛉
の⛉目の特ᛶ⨨ࡓ࠸カ࣒ࣜࣛࣗ࢟సᡂᣦ
ᑟ⌮ㄽのࣉロࢭスの⌮ゎࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡲ῝ࡀண⩦学
ಟのᐃ╔ඹࠊ子ࡶ⌮ゎのㄢ㢟ࡀ明☜なࡗ
 ࠋࡓ
 

   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

ERP 大㜰࣒࣮࢛ࣛࣇ（㸸大㜰ᅜ㝿ὶࢭン࣮ࢱ） 
 

ᖹᡂ 22年 5᭶
2᪥ 

༷⬺のࡽ教育かࡾࡺࠕ ࣮࢛ࣛࣇࡓしテ࣮マࠖࢆ
 ࠋࡓしࢆࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ࡚࠸お࣒
 

西☻ᆅ༊ᑠ学ᰯᰯ㛗研ಟ（㸸┦⏕ᕷ⥲ྜ⚟
♴㤋） 
 

ᖹᡂ 22年 5᭶
7᪥ 

ᗂᑠ㐃ᦠ㹼ᗂ⛶ᅬᑠ学ᰯのなࡽࡵかな᥋⥆ࡘ
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸

ᐩኈᕷ❧ᐩኈ中学ᰯ༊୕ᰯྜྠ PTA講₇（㸸ᐩ
ኈᕷὶࢨࣛࣉ) 
 

ᖹᡂ 22年 5᭶
8᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

୕㔜┴බ❧ᑠ中学ᰯዪᛶᰯ㛗教㢌研ಟ(୕㔜
┴⥲ྜᩥࢭン࣮ࢱ㸸) 
 

ᖹᡂ 22年 5᭶
25᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

高知┴ᡤ㛗・ᅬ㛗研ಟ(㸸高知┴教育ࢭン࣮ࢱ) 
 

ᖹᡂ 22年 6᭶
11᪥ 

学ᰯホ౯ࢆάかしࡓ学ᰯᨵ善࡚࠸ࡘ講₇しࠋࡓ 

ዉⰋᕷ 30人学⣭ᣦᑟἲ᳨ウጤဨ(㸸ዉⰋᕷᗇ⯋) 
 

ᖹᡂ 22年 6᭶
14᪥ 

30人学⣭ࢆάかしࡓᣦᑟのᨵ善 
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和ḷ山┴ᗂ⛶ᅬಖ育ᡤྜྠ研ಟึࠕ任⪅ᅬ㛗研ಟ 
(㸸和ḷ山ࢢࢵࣅឡ) 
 

ᖹᡂ 22年 6᭶
15᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ

大和㒆山ᕷᗂ⛶ᅬ・ᑠ学ᰯ㐃ᦠ研ಟ(㸸矢田ࢥ
 (㤋テࢽ࣑
 

ᖹᡂ 22年 8᭶
4᪥ 

ᗂᑠ㐃ᦠ㹼ᗂ⛶ᅬᑠ学ᰯのなࡽࡵかな᥋⥆ࡘ
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸

ᗂ⛶ᅬ・ಖ育ᡤᑠ学ᰯ㐃ᦠಁ㐍業ኟ季研ಟ
(㸸田原本青ᇉ⏕ᾭ学⩦ࢭン࣮ࢱ) 
 

ᖹᡂ 22年 8᭶
5᪥ 

ᗂᑠ㐃ᦠ㹼ᗂ⛶ᅬᑠ学ᰯのなࡽࡵかな᥋⥆ࡘ
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸
 

ኳ⌮ᕷᗂ⛶ᅬ教ဨ研ಟ(㸸ኳ⌮ᕷᙺᡤ) 
 

ᖹᡂ 22年 8᭶
10᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

ᱜ井ᕷᗂᑠ中学ᰯ教職ဨ研ಟ(㸸ᱜ井ᕷ中ኸබ
Ẹ㤋) 

ᖹᡂ 22年 8᭶
17᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

ᩜᕷබ❧ᗂ⛶ᅬ教職ဨ研ಟ(㸸ࡽࡃしࡁ健ᗣ
 (ࢨࣛࣉ♴⚟

ᖹᡂ 22年 8᭶
20᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ

ዉⰋᕷ 30人学⣭ᣦᑟ⪅研ಟ(㸸ዉⰋᕷᗇ⯋) ᖹᡂ 22年 8᭶
23᪥ 

30人学⣭ࢆάかしࡓᣦᑟのᨵ善࡚࠸ࡘ講₇しࠋࡓ 

㈡┴Ᏺ山ᕷᗂᑠ中学ᰯ教職ဨ研ಟ(㸸Ᏺ山ᕷ
Ẹ࣮࣍ル) 

ᖹᡂ 22年 8᭶
27᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

㇏野ᆅ༊ᗂ⛶ᅬ㛗・ᣦᑟ研ಟ(㸸ụ田ᕷྜ
ྠᗇ⯋) 

ᖹᡂ 22年 8᭶
30᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

ᖹᡂ 22年度 PDCA研ಟϩ(㸸⛅田┴ᗇ⯋) ᖹᡂ 22年 9᭶
4᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

岡山┴ᅬ㛗➼㐠Ⴀ⟶⌮༠㆟(㸸ࣜࣗࣆテࡲ
 (ࡧࡁ

ᖹᡂ 22年 9᭶
27᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

教育࣮ࢼ࣑ࢭ山㝜 2010 ㄢ㢟講₇(㸸㫽ྲྀ┴♫
⚟♴人ᮦ研ಟࢭン࣮ࢱ) 

ᖹᡂ 22年 10
᭶ 2᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

ⴱᇛᕷ❧᪂ᗉᑠ学ᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ ᗂᑠ㐃ᦠ研ಟ
(㸸᪂ᗉᑠ学ᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ㸸) 

ᖹᡂ 22年 10
᭶ 25᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

୕田ᕷ➨ 2ᅇᗂ・ᑠ・中学ᰯ教㢌研ಟ(㸸୕田
ᕷ⥲ྜᩥࢭン࣮ࢱ) 

ᖹᡂ 22年 10
᭶ 26᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

学ᰯ⤒Ⴀရ㉁ྥୖ研究(㸸㛵西⏕⏘ᛶ本部) ᖹᡂ 22年 11
᭶ 8᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

ዉⰋᕷ 30人学⣭ᣦᑟἲ᳨ウጤဨ(㸸ዉⰋᕷᗇ⯋) ᖹᡂ 22年 11
᭶ 9᪥ 

30人学⣭ࢆάかしࡓᣦᑟのᨵ善࡚࠸ࡘ講₇しࠋࡓ 

ᖹᡂ 22年度 岡山┴ᅜබ❧ᗂ⛶ᅬ㛗研ಟ(㸸ࣆ
 (ࡧࡁࡲテࣜࣗ

ᖹᡂ 22年 11
᭶ 26᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

ᖹᡂ 22年度岡山┴ࣈロࢡࢵබ❧ᑠ中学ᰯᰯ㛗・
教㢌研ಟ(㸸ロマン高原か࠺ࡼ⥲ྜ㤋) 

ᖹᡂ 22年 11
᭶ 30᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

୕次ᕷᖿ・教㢌研ಟ(㸸୕次ᕷ) ᖹᡂ 22年 12
᭶ 14᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
 

明᪥香村人ᶒ教育研究ࠕ子ࡶの学ຊಖ㞀 (ࠖ㸸
明᪥香村❧明᪥香ᗂ⛶ᅬ) 

ᖹᡂ 23年 1᭶
24᪥ 

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ᐇ࡚ࡅྥ㹼学ຊྥୖ㹼࠸ࡘ
࡚講₇しࠋࡓ 
 

ᖹᡂ 22年度 学ຊのᢕᥱ㛵すࡿ研究ᣦᐃᰯ業
研究༠㆟(㸸ᩥ部⛉学┬) 

ᖹᡂ 23年 1᭶
26᪥ 

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ᐇ࡚ࡅྥ㹼学ຊྥୖ㹼࠸ࡘ
࡚講₇しࠋࡓ 
 

☾ᇛ㒆ᑠ学ᰯ教育研究(㸸田原本青ᇉ⏕ᾭ学⩦
 (࣮ࢱンࢭ

ᖹᡂ 23年 2᭶
16᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
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➨㸱ᅇዉⰋᕷ 30人学⣭ᣦᑟἲ᳨ウጤဨ(㸸ዉⰋ
ᕷᗇ⯋) 

ᖹᡂ 23年 2᭶
17᪥ 

30人学⣭ࢆάかしࡓᣦᑟのᨵ善࡚࠸ࡘ講₇しࠋࡓ 

ᾏ田⏫᪂教育ㄢ⛬研ಟ(㸸広島┴安ⱁ㒆ᾏ田⏫  
 (ࢨࣛࣉࡾࢃࡲࡦ

ᖹᡂ 23年 2᭶
18᪥ 

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ᐇ࡚ࡅྥ㹼学ຊྥୖ㹼࠸ࡘ
࡚講₇しࠋࡓ 
 

ጲ㊰ᕷ␗ᰯ✀㐃ᦠ研ಟ(㸸ጲ㊰ᕷ❧ປᕷẸ
㤋） 

ᖹᡂ 23年 5᭶
13᪥ 

学ࡕの育ࡶ᪉㹼子ࡵಖᗂᑠ㐃ᦠの㐍࠸ࡼࡾࡼ
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ㹼ࡄなࡘࢆࡧ
 

ᖹᡂ 23年度➨㸯ᅇ ዉⰋᕷ 30人学⣭ᣦᑟἲ᳨ウጤ
ဨ(㸸ዉⰋᕷᗇ⯋) 

ᖹᡂ 23年 6᭶
2᪥ 

講₇࡚࠸ࡘᣦᑟのᨵ善ࡓάかしࢆ30人学⣭ࠖࠕ
しࠋࡓ 
 

රᗜ┴⚾❧ᑠ学ᰯ学⣭⤒Ⴀ研究(㸸⏥༡ᑠ学ᰯ) ᖹᡂ 23年 6᭶
3᪥ 

子ࡶಖㆤ⪅教師ࡀ育࠺ྜࡕ学⣭⤒Ⴀ࠸ࡘ
࡚講₇しࠋࡓ 
 

➨ 19ᅇᒱ㜧授業ᐇ㊶࣒࣮࢛ࣛࣇ(㸸ᒱ㜧⩚島ᩥ
㤋 

ᖹᡂ 23年 6᭶
4᪥ 

学ᰯ࡙ࡾࡃ部ᣦᑟຓゝ 

ዉⰋᕷゎᨺಖ育研究(㸸ዉⰋᕷᗇ⯋) ᖹᡂ 23年 7᭶
12᪥ 

元Ẽなಖ育ᅬ࡙ࡾࡃのࡵࡓ 
㹼ࢀࡇかࡽのಖ育⪅ồࡿࢀࡽࡵ㈨㉁㹼࡚࠸ࡘ
講₇しࠋࡓ 
 

ᖹᡂ 23年度➨㸰ᅇዉⰋᕷ 30人学⣭ᣦᑟἲ᳨ウጤဨ
(㸸ዉⰋᕷᗇ⯋) 

ᖹᡂ 23年 7᭶
26᪥ 

講₇࡚࠸ࡘᣦᑟのᨵ善ࡓάかしࢆ30人学⣭ࠖࠕ
しࠋࡓ 
 

岡山┴ᅜබ❧ᗂ⛶ᅬ教育研究 ഛ๓ᨭ部研ಟ
(㸸岡山┴加㈡㒆吉ഛ中ኸ⏫㎰業⯆ࢭン࣮ࢱ) 

ᖹᡂ 23年 7᭶
29᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯホ౯ 
㹼マ࣓ࢪࢿン࣮ࢶࢺルࢆ⏕かし࡚㹼࡚࠸ࡘ講₇
しࠋࡓ 
 

⚟井┴㪆江ᕷᑠ中学ᰯ学⣭⤒Ⴀ研ಟ講ᗙ(㸸㪆江
ᕷᩥの㤋) 

ᖹᡂ 23年 8᭶
2᪥ 

子ࡶಖㆤ⪅教師ࡀ育࠺ྜࡕ学⣭࡙ࡘࡾࡃ
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸
 

八尾ᕷᗂಖᑠྜྠ研ಟ(㸸中ἙෆᗓẸࢭン࣮ࢱ) ᖹᡂ 23年 8᭶
5᪥ 

子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄ 
㹼ᗂಖᑠ㐃ᦠࡿࡼ教育・ಖ育ࢆ㏻し࡚㹼࡚࠸ࡘ
講₇しࠋࡓ 
 

රᗜ┴බ❧学ᰯዪᛶ⟶⌮職研ಟ(㸸࢙࢘ステ
ン࣍テルῐ㊰) 

ᖹᡂ 23年 8᭶
8᪥ 

රᗜ┴බ❧学ᰯዪᛶ⟶⌮職ࢆᑐ㇟ࠕࠊ学ᰯຊ・教
師ຊࢆ高ࡿࡵ学ᰯ࡙࡚࠸ࡘࠖࡾࡃ講₇しࠋࡓ 
 

ⰱᒇ࣒࣮࢛ࣛࣇ学ᰯ࡙ࡾࡃ部(㸸රᗜ┴ⰱᒇᕷ
❧ᐑᕝᑠ学ᰯ) 

ᖹᡂ 23年 8᭶
12᪥ 

育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄ学ᰯ࡙ࡾࡃ 
㹼 知・ᚨ・యࢆ育࡚ࡿ 㹼࡚࠸ࡘ講₇しࠋࡓ 
 

➨㸱ᅇ ㈡┴ 10年⤒㦂⪅研ಟ(㸸㈡┴⥲ྜ
教育ࢭン࣮ࢱ) 

ᖹᡂ 23年 8᭶
23᪥ 

 ᪉ࠖࡾ㐃ᦠのᅾ࠸しࡲᮃࡿࡅおᅬࠕ
㹼子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡵࡓࡄ㹼࡚࠸ࡘ
講₇しࠋࡓ 
 

ឡ知┴㇏ᕝᕷ 授業ຊྥୖ研ಟ(㸸ឡ知┴㇏ᕝ
ᕷ 㡢⩚ᩥ࣮࣍ル) 

ᖹᡂ 23年 8᭶
25᪥ 

 ㈨㉁ࡿࢀࡽࡵồの教師ࡽかࢀࡇ
㹼授業ຊྥୖࡊࡵࢆし࡚㹼࡚࠸ࡘ講₇しࠋࡓ 
 

රᗜ┴⠛山ᕷ ᖿ教ㅍ研ಟ(㸸රᗜ┴⠛山ᕷ 
ᕷᙺᡤᗇ⯋) 

ᖹᡂ 23年 8᭶
29᪥ 

元Ẽな学ᰯ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼࠸ࡘ
࡚講₇しࠋࡓ 
 

岡山┴ᅬ㛗➼㐠Ⴀ⟶⌮༠㆟(㸸ࣜࣗࣆテࡲ
 (ࡧࡁ

ᖹᡂ 23年 9᭶
30᪥ 

ᗂ⛶ᅬおࡿࡅ学ᰯホ౯㹼マ࣓ࢪࢿン࣮ࢶࢺルࢥࠊ
࡚࠸ࡘし࡚のά⏝㹼ル࣮ࢶンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗ
講₇しࠋࡓ 
 

西ᐑᕷᗂ年教育研ಟ(㸸西ᐑᕷ子育࡚⥲ྜࢭンࢱ
࣮) 

ᖹᡂ 23年 10
᭶ 25᪥ 

ᗂ・ಖ・ᑠ㐃ᦠ㹼育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄカ࣒ࣜࣛࣗ࢟
の㐀㹼࡚࠸ࡘ講₇しࠋࡓ 
 

ᩔ㈡࣒࣮࢛ࣛࣇ(㸸ࢨࣛࣉⴙ㇟ 大࣮࣍ル) ᖹᡂ 23年 11
᭶ 3᪥ 

教育・ඹ育・༠育 㹼ࡄなࡘ学ᰯ・ᐙᗞ・ᆅᇦ࡛ࠕ
ᩔ㈡のࡾ教育ຊࢆ高ࡿࡵ 㹼ࠖし࡚ࠊᩔ㈡ᕷ教
育ጤဨദウㄽⓏቭしࠋࡓ 
 

ዉⰋ学ᅬᗂ⛶ᅬᅬෆ研ಟ(㸸ዉⰋ学ᅬᗂ⛶ᅬ) ᖹᡂ 23年 11
᭶ 8᪥ 

ᗂඣᮇᑠ学ᰯ௨㝆の教育 
㹼育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄカ࣒ࣜࣛࣗ࢟の㐀㹼ࡘ
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸

人間－57



ᖹᡂ 23年度➨㸲ᅇ ዉⰋᕷ 30人学⣭ᣦᑟἲ᳨ウጤ
ဨ(㸸ዉⰋᕷᗇ⯋) 
 

ᖹᡂ 23年 11
᭶ 14᪥ 

 ᣦᑟのᨵ善ࡓάかしࢆ30人学⣭ࠖࠕ

ᗂ⛶ᅬ⤒Ⴀ研ಟ講ᗙ(㸸ዉⰋ┴❧教育研究ᡤ) ᖹᡂ 23年 11
᭶ 29᪥ 

教育ㄢ⛬⦅ᡂのᕤ夫教職ဨのඹ㏻⌮ゎ 
㹼育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄᅬ࡙ࡾࡃのࡵࡓ㹼࠸ࡘ
࡚講₇しࠋࡓ 
 

広島┴୕次ᕷᑠ中学ᰯ ᰯ㛗研ಟ(㸸ࡼࡳしࡲ
 (࣮ࢱンࢭࡾࡃ࡙ࡕ

ᖹᡂ 23年 12
᭶ 6᪥ 

育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄ学ᰯ࡙ࡾࡃ㹼マ࣓ࢪࢿンࢶࢺ
࣮ルし࡚の学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼࡚࠸ࡘ講₇
しࠋࡓ 
 

ఀ㈡ᕷ教㢌研ಟ(㸸ఀ㈡ᕷ教育研究ࢭン࣮ࢱ) ᖹᡂ 23年 12
᭶ 9᪥ 

元Ẽのฟࡿ学ᰯ࡙ࡾࡃ 
㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼࡚࠸ࡘ講₇しࠋࡓ 
 

大㜰ᗓ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃┕ චチ᭦᪂講⩦(㸸大㜰ᗓ
⚾学教育ᩥ㤋) 

ᖹᡂ 23年 12
᭶ 21᪥ 

ᗂ⛶ᅬ᭱ࡿࡄࡵࢆ᪂ࠕᗂ⛶ᅬのಙ㢗ᵓ⠏ᨵ善
 ࡓ講₇し࡚࠸ࡘᗂᑠ㐃ᦠࠖかす学ᰯホ౯⏕
 ࠋ

西ᐑᕷᗂᑠ㐃ᦠ研ಟ・ᐇ㊶ሗ࿌(㸸西ᐑᕷ子育
 (࣮ࢱンࢭྜ⥲࡚

ᖹᡂ 24年 1᭶
13᪥ 

ಖᗂᑠ㐃ᦠ㹼ᐇ㊶のᥦ ・ゝຓゝ㹼࡚࠸ࡘ講₇し
 ࠋࡓ
 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᒓᗂ⛶ᅬ教ဨ研ಟ(㸸
ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᒓᗂ⛶ᅬ) 
 

ᖹᡂ 24年 1᭶
17᪥ 

ᗂ⛶ᅬのಙ㢗ᵓ⠏ᨵ善⏕かす 学ᰯホ౯࠸ࡘ
࡚講₇しࠋࡓ 
 

八尾ᕷ研究ᣦᐃ業研ಟ(㸸八尾ᕷ❧東山本ᗂ
⛶ᅬ) 

ᖹᡂ 24年 1᭶
31᪥ 

 八尾ᕷ研究ᣦᐃᰯᅬの教ㅍ・ᣦᑟ➼ࢆᑐ㇟
ࡀ㹼ᗂᑠ ࠺あࡧなࡲ・࠸あࡁࡧࡦ・࠸あ࠼ࡓࡘࠕ
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ㹼࡚ࠖࡗࡀなࡘ
 

Ἠ㸱ᕷ㸯⏫ᗂ⛶ᅬ⟶⌮職研ಟ(㸸忠岡⏫ࢵࣅࢩ
 （忠岡⏫ᙺሙ）࣮ࢱンࢭࢡ

ᖹᡂ 24年 2᭶
7᪥ 

Ἠ㸱ᕷ㸯⏫（和Ἠᕷ・Ἠ大ὠᕷ・高▼ᕷ・忠岡
⏫）ᗂ⛶ᅬ⟶⌮職ࢆᑐ㇟ࠕ元Ẽのฟࡿᗂ⛶ᅬ࡙ࡃ
ࡾ 㹼ࠖᗂ⛶ᅬ⟶⌮職のマ࣓ࢪࢿンࢺຊ年度ᮎの᳨
ド㹼࡚࠸ࡘ講₇しࠋࡓ 
 

ᖹᡂ 23年度➨㸳ᅇ ዉⰋᕷ 30人学⣭ᣦᑟἲ᳨ウጤ
ဨ(㸸ዉⰋᕷᗇ⯋) 

ᖹᡂ 24年 2᭶
13᪥ 

ዉⰋᕷෆᗂ⛶ᅬ・ᑠ学ᰯ教ㅍ➼ࢆᑐ㇟30ࠕ人
学⣭ࠖࢆάかしࡓᣦᑟのᨵ善࡚࠸ࡘ講₇しࠋࡓ 
 

⊦ྡᕝ⏫教㢌・ᖿྜྠ研ಟ(㸸රᗜ┴⊦ྡ
ᕝ⏫教育ጤဨᐊ) 

ᖹᡂ 24年 2᭶
16᪥ 

⊦ྡᕝ⏫教㢌・ᖿࢆᑐ㇟ࠕ元Ẽのฟࡿ学ᰯ
 講₇࡚࠸ࡘάかし࡚㹼ࠖࢆ㹼学ᰯホ౯ࡾࡃ࡙
 

久⡿田┳ㆤᑓ㛛学ᰯおࡿࡅ特ู講⩏(㸸久⡿田
┳ㆤᑓ㛛学ᰯ) 

ᖹᡂ 24年 3᭶
1᪥ 

┳ㆤ学⏕（㸯・㸰・㸱年⏕）ࢆᑐ㇟ࠕࠊホ౯ࢆ
άかし࡚⮬ศࢆኚࡿ࠼㹼άࡁάࡁス࢟ルࢩࠊࣉࢵ
 講₇࡚࠸ࡘ㹼ࠖࣉࢵࢡ࣓ࠊࣉࢵࣉ࢙
 

㛛┿ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ・ಖ育ᅬྜྠ研ಟ(㸸㛛┿ᕷ
ீ㆟ᐊ) 

ᖹᡂ 24年 3᭶
1᪥ 

㛛┿ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ・ಖ育ᅬの⌮㛗・ᅬ㛗➼ࢆᑐ
ࡾࡃ学ᰯᅬ࡙ࡄなࡘࢆࡧ学ࡕᗂᑠ㐃ᦠ㹼育ࠊ㇟
㹼࡚࠸ࡘ講₇ 
 

ⴱᇛ㒆広㝠⏫ᗂ⛶ᅬ教ဨの㈨㉁ྥୖかかࡿ講
₇の講師(㸸ⴱᇛ㒆広㝠⏫⥲ྜ⚟♴㤋ࢃࡉࠕ
 (ル࣮ࠖ࣍かࡸ
 

ᖹᡂ 24年 5᭶
2᪥ 

ⴱᇛ㒆ᗂ⛶ᅬ教育研究ဨࢆᑐ㇟ࠕᗂඣᮇ
࢟カࣜࡄなࡘࢆࡧ学ࡕᑠ学ᰯ௨㝆の教育㹼育
 講₇࡚࠸ࡘの㐀࣒ࠖࣛࣗ
 

ᩔ㈡ࡗ子教育ᑂ㆟かかࠕࡿ学ࡧ育ࡳጤဨࠖࠕ子
し࡚講ヰጤဨࠖྜྠ㛤ദ ጤဨࢺ࣮࣏ࢧࡶ
(㸸ᩔ㈡ᕷ❧ᅗ書㤋 研ಟᐊ) 

ᖹᡂ 24年 5᭶
15᪥ 

ᩔ㈡ࡗ子教育ᑂ㆟かかࠕࡿ子ࢺ࣮࣏ࢧࡶጤ
ဨࠖጤဨࢆᑐ㇟ࠕ学ࡧのᇶ♏ຊࠖࡶࢆᚋ
の᪉ྥᛶࢆᥦ 
 

ᱜ井ᕷࠕ➨ 2ᅇ 子育࡚࣮ࠖࢼ࣑ࢭ講師(㸸ᱜ井
ᕷ❧中ኸබẸ㤋) 

ᖹᡂ 24年 5᭶
25᪥ 

ᱜ井ᕷᑵ学๓のᗂඣࡑのಖㆤ⪅ᑐ㇟ࠕ➨ 2ᅇ 
子育࡚࣮ࢼ࣑ࢭ  ࠖ ࠸お 㹼ᗂࡧ学ࡽかࡧ㐟ࠕ࡚
ඣ教育ᑠ学ᰯ教育の᥋⥆࡚ࠖ࠸ࡘ講₇ 
 

ᖹᡂ 24年度 西᪥本⚾❧ᑠ学ᰯ教ဨ研ಟ 講師     
(㸸㏣ᡭ㛛学㝔ᑠ学ᰯ) 

ᖹᡂ 24年 5᭶
25᪥ 

西᪥本⚾❧ᑠ学ᰯ教ဨࢆᑐ㇟し 学⣭⤒Ⴀศࠕ࡚
⛉ࠖおࠕࠊ࡚࠸子ࡶಖㆤ⪅教師ࡀ育ࡘ学
⣭⤒Ⴀ࡚ࠖ࠸ࡘ講₇ 
 

රᗜ┴⚾❧ᑠ学ᰯ㐃ྜ研ಟ講師                        
ࣔࣛル教育のබ㛤授業 ᣦᑟ講₇(㸸⏥༡ᑠ学ᰯ) 

ᖹᡂ 24年 6᭶
1᪥ 

රᗜ┴⚾❧ᑠ学ᰯ学⣭⤒Ⴀ部教ဨࢆᑐ㇟し
බ㛤授業ᣦࠊ㏻し࡚ࢆル࣮ル・࣮ࢼル・マࣛࣔࠕ࡚
ᑟ講₇ 

人間－58



➨ 20ᅇ授業ᐇ㊶࣒࣮࢛ࣛࣇ 教育ㄢ㢟講ᗙの講師             
(㸸ᒱ㜧┴⩚島ᕷᩥࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 24年 6᭶
2᪥ 

ึ任⪅かࡽ⤒㦂⪅࡛ࡲᅜかࡽཧ加の学⣭ᢸ任
ཬࡧ⟶⌮職➼ࢆᑐ㇟ࠕ学⣭࡙ࡾࡃのㅖㄢ㢟㹼子
学⣭⤒Ⴀ㹼ࡘ育ࡀ教師⪅ಖㆤࡶ  講₇࡚࠸ࡘࠖ
 

୕田ᕷ教育ጤဨദ                     
୕田ᕷ❧ಖᗂᑠ・中・㐃ᦠ᥎㐍かかࡿ研ಟ 講
師(㸸᭷㤿ᐩኈ⮬↛学⩦ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 24年 6᭶
19᪥ 

୕田ᕷෆのᑠ・中ᰯ㛗ࡣࡓࡲ教㢌ࠊಖ育ᡤ㛗・⚾
❧ᗂ⛶ᅬ㛗ཪࡣ教ㅍ 50ྡࢆᑐ㇟ࠕ子ࡶの育
 講₇࡚࠸ࡘಖᗂᑠ・中・㐃ᦠࠖࡄなࡘࢆࡧ学ࡕ
   

➨ 1ᅇᐆሯᕷ❧ᑠ・中・特ูᨭ学ᰯ ᰯ㛗研ಟ 
講師(㸸ᐆሯᕷ❧教育⥲ྜࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 24年 6᭶
22᪥ 

ᐆሯᕷ❧ᑠ・中・特ูᨭ学ᰯ ᰯ㛗➼ 30人ࢆ
ᑐ㇟ࠕࠊ人ᮦ育ᡂのマ࣓ࢪࢿンࢺ㹼 学ᰯᨵ善
 講₇࡚࠸ࡘ㹼ࠖ ࣉࢵࢩ㸫ࢲのࣜ㸫
 

ኳ⌮ᕷ教育ጤဨദ ኳ⌮ᕷෆಖ・ᗂ・ᑠ・中の
㐃ᦠ᥎㐍かかࡿ研ಟ 講師(㸸ኳ⌮ᕷ教育⥲
 （࣮ࢱンࢭྜ

ᖹᡂ 24年 6᭶
29᪥ 

ኳ⌮ᕷෆಖ・ᗂ・ᑠ・中のᰯᅬᡤ㛗㸰㸳ྡࢆᑐ㇟
ಖ・ᗂ・ᑠ㐃ᦠࠖࡄなࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ子ࠕ
   講₇࡚࠸ࡘ
 

特♫ᅋἲ人᪥本⢭⚄┳ㆤᢏ⾡༠ദ 教育᪉
ἲ研ಟ 講師（㸸ி㒔研ಟࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 24年 7᭶
3᪥ 

┳ㆤᐇ⩦ᣦᑟ⪅ࢆ目ᣦし࡚ࢆ(80ྡ)⪅ࡿ࠸ᑐ㇟
学⏕のࠊࡓࡲࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀຠᯝⓗなᐇ⩦ᣦᑟࠊ
特ᛶࢆ⌮ゎしࠊ教育ⓗ㓄៖࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀᚲせな知
㆑・ᢏ⾡ࢆಟᚓࢆࡇࡿࡏࡉ目ⓗし 授業のᙧࠕ࡚
ែ࡚ࠖ࠸ࡘ講⩏ 
 

特♫ᅋἲ人᪥本⢭⚄┳ㆤᢏ⾡༠ദ 教育᪉
ἲ研ಟ 講師（㸸ி㒔研ಟࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 24年 7᭶
4᪥ 

┳ㆤᐇ⩦ᣦᑟ⪅ࢆ目ᣦし࡚ࢆ(80ྡ)⪅ࡿ࠸ᑐ㇟
学⏕のࠊࡓࡲࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀຠᯝⓗなᐇ⩦ᣦᑟࠊ
特ᛶࢆ⌮ゎしࠊ教育ⓗ㓄៖࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀᚲせな知
㆑・ᢏ⾡ࢆಟᚓࢆࡇࡿࡏࡉ目ⓗし 授業の᪉ࠕ࡚
ἲ࡚ࠖ࠸ࡘ講⩏ 
 

ᅜᗂඣ教育研究༠ ദ 中ᅜᆅ༊岡山ᨭ部研
ಟ 講師（㸸岡山⾨⏕㤋 ୕木記ᛕ࣮࣍ル） 

ᖹᡂ 24年 7᭶
7᪥ 

中ᅜᆅ༊岡山┴のᗂ⛶ᅬ㛗・教ㅍ・ಖ育ᡤ㛗・ಖ
育ኈ・大学㛵ಀ⪅な ࡿ元Ẽのฟࠕ㇟ᑐࢆ300ྡ
ᗂ⛶ᅬ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼ࠖの講₇ 
 

㬆㛛教育大学大学㝔 特ู講⩏(㸸㬆㛛教育大学) ᖹᡂ 24年 7᭶
13᪥ 

㬆㛛教育大学大学㝔授業⛉目ࠕ学⩦ᣦᑟ学⩦ホ
౯ࠖཬࡧ学部授業⛉目ࠕ教育ホ౯ㄽࠖおࡿࡅ特ู
講⩏ 
 

ᖹᡂ 24年度ዉⰋᕷ30ࠕ人学⣭ࠖᣦᑟ⪅研ಟ 講
師 （㸸ዉⰋᕷᗇ⯋ 中ኸᲷ㸴㝵 正ᗇ）    

ᖹᡂ 24年 7᭶
24᪥ 

ዉⰋᕷ❧ᗂ⛶ᅬ・ᑠ学ᰯ教ဨࢆᑐ㇟ࠗዉⰋᕷ
ᑠ・中学ᰯ学ຊ・学⩦ㄪᰝの⤖ᯝかࡽぢ30ࠕࡿࡃ࡚࠼
人学⣭࡛ࠖのຠᯝⓗᣦᑟἲ࡚࠘࠸ࡘ講₇  
 

⚟井┴⏕㒆学ᰯ教育研究ദ ⏕㒆教育講
₇ 講師（㸸㉺๓㝡ⱁ村ᩥὶ㤋） 

ᖹᡂ 24年 7᭶
26᪥ 

⚟井┴⏕㒆ෆᑠ中学ᰯ教職ဨ ㇟ᑐࢆ150ྡ
ࡾࡃ授業࡙ ࡾࡃ学ᰯ࡙ࡄなࡘࢆࡧ学ࡕ育ࠕ ࠖ
 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ
  

➨ 3ᅇ㛛┿ᕷ一㈏教育ㄢ⛬研ಟ 講師（㸸㛛┿
ᕷ教育ࢭン࣮ࢱ）           

ᖹᡂ 24年 7᭶
27᪥ 

㛛┿ᕷ❧ᗂᑠ中学ᰯ教ဨࢆᑐ㇟ࠕࠊᑵ学๓⩏
ົ教育の㐃ᦠ࡚࠸ࡘࠖࡵࡓࡿࡵ῝ࢆ講₇しࠋࡓ  
 

ᩔ㈡ᕷ教育ጤဨദ ᩔ㈡ᕷࢻ࣑ル࣮࣮ࣜࢲ研
ಟ講師（㸸ᩔ㈡ᕷ❧ᅗ書㤋）           

ᖹᡂ 24年 8᭶
7᪥ 

ᩔ㈡ᕷࢻ࣑ル࣮ࣜࢆ40ྡ࣮ࢲᑐ㇟ࠕࠊ教ဨの㉁
のྥୖ㹼ಙ㢗ᵓ⠏のࡵࡓのス࢟ルࢩࢵࣛࣈࠊࣉࢵ
 㢟し࡚講₇㹼ࠖࣉࢵࢡ࣓ࠊࣉࢵࣗ
 

ఀ㈡ᕷ教育ࢭン࣮ࢱദ ᖹᡂ 24年度ఀ㈡ᕷ教育
 （࣮ࢱンࢭ㸸ఀ㈡ᕷ教育）研ಟ講ᗙ࣮ࢱンࢭ

ᖹᡂ 24年 8᭶
10᪥ 

ఀ㈡ᕷᑠ中学ᰯཬࡧᗂ⛶ᅬ教ဨ㸲㸮ྡࢆᑐ㇟
し࡚ࠕࠊ元Ẽのฟࡿ学ᰯ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし
࡚㹼ࠖ㢟し࡚講₇   
 

和ḷ山┴⚟♴ಖ健部ദ ᖹᡂ 24年度ᗂ⛶ᅬ・ಖ
育ᡤ㛵ಀ職ဨྜྠ研ಟ 講師 (㸸和ḷ山ࢥ
                          （࣮ࢱンࢭテࢽ࣑ࣗ

ᖹᡂ 24年 8᭶
20᪥ 

බ・⚾❧ᗂ⛶ᅬのᅬ㛗ཬࡧ教ဨࠊබ・⚾❧ಖ育ᡤ
のᡤ㛗ཬࡧಖ育ኈࠊㄆᐃ子ࡶᅬのᅬ㛗ཬࡧ職ဨࠊ
බ・⚾❧ᑠ学ᰯのᰯ㛗ཬࡧ教ဨྛࠊ ᕷ⏫村教育ጤဨ
ᣦᑟྛࠊ ᕷ⏫村ಖ育⾜ᨻᢸᙜ⪅ 240人ᑐ㇟
なࡘࢆࡧ学ࡕᑠ学ᰯ௨㝆の教育㹼育ᗂඣᮇࠕ
  㹼ࠖ講₇ࡵࡓࡄ
 

人間－59



♫ᅋἲ人 大㜰ᗓ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃┕ദ චチ᭦᪂
᭦᪂講⩦講師 (㸸大㜰⚾学教育ᩥ㤋）          

ᖹᡂ 24年 8᭶
22᪥ 

大㜰ᗓ⚾❧ᗂ⛶ᅬ教ဨ චチ᭦᪂ࠊ㇟ᑐࢆ120ྡ
᭦᪂【ᚲಟ】講⩦ࢆᢸᙜࠕࠋチ࣮࣒ಖ育学ᰯホ౯
ࡵࡓࡃ࠸࡛࠸なࡘᑠ学ᰯࠊࢀධࡾྲྀࢆ ࠸ࡘࠖ
࡚講⩏ 
 

ྡྂᒇᕷ教育ጤဨᣦᐃᰯ業おࠊྡ࡚࠸ ྂᒇᕷ
❧大高༡ᑠ学ᰯ研ಟ 講師  

ᖹᡂ 24年 8᭶
27᪥ 

ྡྂᒇᕷ❧大高༡ᑠ学ᰯ教ဨࢆᑐ㇟ࢪ࣏ࠕࠊテ
ฟす学ᰯホ౯ࡾࢆࢲン࢞ࣃロࣉࣈ 講࡚࠸ࡘࠖ
₇・₇⩦  
 

岡山┴教育ጤဨദのᅬ㛗➼㐠Ⴀ⟶⌮༠㆟ 
講師（㸸ࣜࣗࣆテࡧࡁࡲ） 

ᖹᡂ 24年 9᭶
24᪥ 

ᅜබ❧⚾❧ᗂ⛶ᅬ㛗ࢆᑐ㇟ࠕࠊᗂ⛶ᅬおࡿࡅ
学ᰯホ౯࡚ࠖ࠸ࡘ講₇  

ዉⰋᕷ教育ጤဨദの 30人学⣭ᣦᑟἲ᳨ウጤဨ
おࠊ࡚࠸ᣦᑟຓゝ（㸸ዉⰋᕷᗇ⯋） 

ᖹᡂ 24年 10
᭶ 2᪥ 

ዉⰋᕷᗂᑠ教ဨࢆᑐ㇟ࠕࠊ➨ 2ᅇ 30人学⣭ᣦᑟ
ἲ᳨ウጤဨࠖጤဨ㛗し࡚ᣦᑟຓゝ 

୕田ᕷ教育ጤဨദのᰯᅬ㛗ཬࡧ教育ጤဨ➼
研ಟ 講師（㸸୕田ᕷᾘ㜵本部㆟ᐊ） 

ᖹᡂ 24年 10
᭶ 3᪥ 

୕田ᕷ❧ᗂᑠ中ᰯᅬ㛗ࠊ教育ጤဨࠊᣦᑟᕼᮃ
すࡿᕷෆ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㛗ࡣࡓࡲබ⚾❧ಖ育ᡤ㛗➼ 50
・ಖᗂࡄなࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ子ࠕࠊ㇟ᑐࢆྡ
ᑠ・中㐃ᦠࠖࠊ࡚࠸ࡘ講₇  
 

大㜰⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃┕青年⯆部ദの研ಟ 講
師（㸸大㜰⚾学教育ᩥ㤋） 

ᖹᡂ 24年 10
᭶ 9᪥ 

大㜰⚾❧ᗂ⛶ᅬ青年⯆部教職ဨࢆᑐ㇟ࠕ学ᰯ
ホ౯ᗂᑠ㐃ᦠ࡚ࠖ࠸ࡘ講₇ 
 

㛗岡ிᕷ教育ጤဨദのಖᗂ・ᑠ・中㐃ᦠ㆟研
ಟ 講師（㸸㛗岡ிᕷ❧ᅗ書㤋大㆟ᐊ） 

ᖹᡂ 24年 10
᭶ 26᪥ 

㛗岡ிᕷෆಖ育ᅬ・ಖ育ᡤ・ᗂ⛶ᅬ・ᑠ学ᰯの教
職ဨ➼ ࡲ㋃ࢆの㐃⥆ᛶࡧ学Ⓨ㐩ࠕࠊ㇟ᑐࢆ70ྡ
ࡾࡃ࡙࣒ࣛࣗ࢟ඣ❺ᮇの᥋⥆カࣜᗂඣᮇࡓ࠼
࡚࠸ࡘ  講₇ࠊࠖ
 

岡山┴ಖ育༠㆟ദ ಖ育研究 講師         
（㸸JA岡山㸵㝵࣮࣍ル） 

ᖹᡂ 24年 10
᭶ 30᪥ 

┴ෆಖ育ᡤ㛵ಀ⪅・職ဨ➼ 元ࠕࠊ㇟ᑐࢆ240ྡ
Ẽのฟࡿಖ育ᅬ࡙ࡾࡃ㹼ಖ育の㉁ࢆ高ࡿࡵ⮬ᕫホ
౯ࢆάかし࡚㹼࡚ࠖ࠸ࡘ講₇ 
 

八尾ᕷ教育ጤဨദの研究ᣦᐃᅬ ᅬෆ研ಟ 
講師（㸸八尾ᕷ❧東山本ᗂ⛶ᅬ(研究ᣦᐃᅬ） 

ᖹᡂ 24年 11
᭶ 5᪥ 

八尾ᕷᗂ⛶ᅬᅬ㛗・教ㅍཬࡧᑠ学ᰯᰯ㛗・教ဨ୪
ᣦᑟ࡚࠸ࡘᅬෆಖ育ࠖࠕࠊ㇟ᑐࢆᣦᑟࡧ
ຓゝ 
  

⚟井ᕷ教育ጤဨദのᖹᡂ 24年度⚟井ᕷබ❧ᗂ
⛶ᅬಖ育研究 講師（㸸⚟井東㒓බẸ㤋） 

ᖹᡂ 24年 11
᭶ 10᪥ 

⚟井ᕷෆබ❧ᗂ⛶ᅬ 40ྡᑠ学ᰯ教職ဨཬࡧಖ育
ኈࢆᑐ㇟ࠕࠊᗂඣ教育ᑠ学ᰯ教育の㐃ᦠ・᥋⥆
 講₇࡚࠸ࡘ࡚ࠖࡅྥ

➨ 7ᅇᅜ高➼学ᰯಖ育教育研究大 講師（㸸
千㔛㜰ᛴ࣍テル） 

ᖹᡂ 24年 11
᭶ 16᪥ 

 ᅜ高➼学ᰯಖ育࣮ࢥスᢸᙜ⪅➼ ㇟ᑐࢆ150ྡ
ࢆࡧ学ࡕಖ育⪅の育ᡂ㹼育࠺ᇵࢆຊࡿࡁ⏕ࠕࠊ
 㢟し࡚ᇶㄪ講₇㹼ࠖࡵࡓࡄなࡘ
 

⏕㥖ᕷ❧教育ጤဨ研究Ⓨ⾲ 講師（㸸⏕㥖ᕷ
❧ኍศᗂ⛶ᅬ） 

ᖹᡂ 24年 11
᭶ 20᪥ 

ᗂ⛶ᅬ教ㅍཧ加⪅ ಖ育ᅬࠊ82ྡ ᑠ学ᰯ教ࠊ3ྡ
ㅍ㸳ྡ（ኍศᑠ 1年ᢸ任）中学ᰯ教ㅍ,高➼学ᰯ教
ㅍࢆᑐ㇟ࠕ子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄ㹼ᑠ学
記࡚࠸ࡘ㹼ࠖࡽのὶか高➼学ᰯࠊ中学ᰯࠊᰯ
ᛕ講₇ࠋ 
 

᪥本ಖ育༠ദの大㜰ᨭ部ዪᛶ部研ಟ講師
（㸸⸆業年金㤋） 

ᖹᡂ 24年 11
᭶ 26᪥ 

᪥本ಖ育༠大㜰ᨭ部のಖ育ኈ ࠊ㇟ᑐࢆ90ྡ
なࡘࢆࡧ学ࡕᑠ学ᰯ௨㝆の教育㹼育ᗂඣᮇࠕ
 講₇࡚࠸ࡘ㹼ࠖࡄ
 

大㜰ಖ育部大㜰ࣈロࢡࢵദの年ᮎ研ಟ 
講師ࠋ （㸸࣍テル・࣮ࣛࢦ大㜰Ᏺ口  ） 
 

ᖹᡂ 24年 12
᭶ 3᪥ 

ဨᅬの⟶⌮職 ࡘࢆࡧ学ࡕ育ࠕ㇟ᑐࢆ80ྡ
なࡄಖᑠ㐃ᦠ࡚ࠖ࠸ࡘ講₇       
 

᭷田ᕷ教育ጤဨദのࠕᐇຠᛶの高࠸学ᰯホ౯・
ሗᥦ౪のᐇ・ᨵ善ࠖ⤌ྲྀࡓࡅྥかかࡿ研ಟ
 講師ࠋ （㸸᭷田ᕷᶲᐙ） 
 

ᖹᡂ 24年 12
᭶ 4᪥ 

᭷田ᕷ❧ᑠ中学ᰯ教ဨ➼ 学ᰯᨵࠕ㇟ᑐࢆ80ྡ
善ࡘなࡿࡀ学ᰯホ౯すࡵࡓࡿ  講₇࡚࠸ࡘࠖ
 

紀のᕝᕷ教育ጤဨദのࠕ㇏かな学ࡧ育ࡘࢆࡕ
なࡄಖᗂᑠྜྠ研ಟࠖ講師ࠋ 
（㸸紀のᕝᕷ❧安ᴦᕝಖ育ᡤ） 

ᖹᡂ 25年 1᭶
22᪥ 
 

紀のᕝᕷ❧ಖ育ᡤࠊ⚾❧ᗂ⛶ᅬࠊ紀のᕝᕷ❧ᑠ学
ᰯ ᅬ㛗・ᰯ㛗・教㢌・教職ဨ➼ ⣙ ㇟ᑐࢆ70ྡ
ࡘࠖ⛉ά⏕ࡄなࡘࢆࡕ育 ࡧ学ࡽかࡧ㐟ࠕࠊ
 講₇࡚࠸
 

人間－60



ᐆሯᕷ教育ጤဨദのࠕᐆሯᕷ❧学ᰯ教㢌研ಟ
ࠖ講師（㸸ᐆሯᕷ❧教育⥲ྜࢭン࣮ࢱ） 
 

ᖹᡂ 25年 1᭶
29᪥ 
 

ᐆሯᕷ❧学ᰯ教㢌 学ᰯຊᨵ善ࠕࠊ㇟ᑐࢆࢆ24ྡ
の⛎⟇㹼元Ẽのฟࡿ学ᰯ࡙ࡾࡃのࡵࡓ ࡚࠸ࡘࠖ
講ヰ₇⩦ 
 

ዉⰋᕷ教育ጤဨദのᖹᡂ 24年度ዉⰋᕷ 30人学
⣭ᣦᑟἲ᳨ウጤဨጤဨ㛗し࡚ฟᖍࠋ（㸸ዉ
Ⰻᕷᗇ⯋） 

ᖹᡂ 25年 2᭶
8᪥ 
 

ዉⰋᕷ 30人学⣭ᣦᑟἲ᳨ウጤဨࢆᑐ㇟᭱⤊ሗ
࿌ཬ30ࠕࡧ人学⣭࡛ࠖのᮇᚅ࡛ࡿࡁຠᯝ࡚࠸ࡘ
の㞟ィ⤖ᯝ᳨ウな࡚࠸ࡘᣦᑟຓゝࢆしࠋࡓ 
 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂᑠ᥋⥆࣒࣮࢛ࣛࣇの⏬
ཬࡧ⥲ᣓ講₇（㸸ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学） 
 

ᖹᡂ 25年 2᭶
24᪥ 
 

ᗂᑠ᥋⥆࣒࣮࢛ࣛࣇのཧ加⪅（ಖ育ኈ・ᗂ⛶ᅬ教
ㅍࠊᑠ学ᰯ教ㅍཬࡧ⟶⌮職ࠊ教育ጤဨࠊ教育㛵㐃
業➼ ᑠ学ᰯ௨㝆の育ᗂඣ教育ࠕ㇟ᑐࢆ139ྡ
 講₇࡚࠸ࡘࠖࡄなࡘࢆࡧ学ࡕ
 

ᩔ㈡ᕷ研究ᣦᐃ学ᰯ ᩔ㈡༡ᑠ学ᰯᰯෆ研ಟの
講師ࠋ（㸸ᩔ㈡༡ᑠ学ᰯ） 

ᖹᡂ 25年 2᭶
26᪥ 
 

ᩔ㈡ᕷ研究ᣦᐃ学ᰯ ᩔ㈡༡ᑠ学ᰯ教職ဨ 25ྡ
・㹼ᐙᗞ・学ᰯࡾࡃ学ᰯ࡙ࡿ元Ẽのฟࠕࠊ㇟ᑐࢆ
ᆅᇦࡘࢆな࡛࠸㹼࡚ࠖ࠸ࡘ講₇ 

㜰༡ᕷ教㢌ദのᑠ中学ᰯ教㢌の講師（㸸㜰
༡ᕷၟᕤ㤋） 
 

ᖹᡂ 25年 2᭶
28᪥ 
 

㜰༡ᕷ❧ᑠ中学ᰯの教㢌➼ 元Ẽࠕࠊ㇟ᑐࢆ16ྡ
のฟࡿ学ᰯ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼 ࠸ࡘࠖ
࡚講₇ 

♫⚟♴ἲ人ᡂ光ⱌദの㸵ࣨᅬྜྠ研ಟの講
師（㸸࣍テル㜰ᛴエ࢟スࢡ࣮ࣃ࣏） 
 

ᖹᡂ 25年 3᭶
26᪥ 

♫⚟♴ἲ人ᡂ光ⱌの⌮ࠊᅬ㛗ࠊಖ育⪅➼ 120
 講₇࡚࠸ࡘᗂಖᑠの㐃ᦠࠖࠕ㇟ᑐࢆྡ

大㜰ᗓ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃┕ദのචチ᭦᪂講⩦【ᚲ
ಟ】の講師（㸸エル・おおࡉか（大㜰ᗓ❧ປാࢭ
ン࣮ࢱ）） 

ᖹᡂ 25年 8᭶
6᪥ 

大㜰ᗓ⚾❧ᗂ⛶ᅬචチ≧᭦᪂講⩦⪅ࢆᑐ㇟ච
チ᭦᪂講⩦【ᚲಟ】ࢆᢸᙜࠋ 

ி㒔ᗓ教育ጤဨദのᖹᡂ 25年度ࠕಖ育ᢏ⾡ᑓ
㛛講ᗙϨࠖཬࠕࡧ᪂つ᥇⏝⪅研ಟࠗᗂ⛶ᅬ教ㅍ㸰࠘
講ᗙࠖの講師（㸸ி㒔ᗓ教育ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 25年 8᭶
8᪥ 

教ㅍ（ᗂ⛶ᅬཬࡧ特ูᨭ学ᰯのᗂ⛶部 ᅜ❧・
ᑠ学ᗂඣᮇの教育ࠕ㇟ᑐࢆ90ྡ（ࡴྵࢆ❧⚾
ᰯ教育のな᥋⥆ࠖࠊ࡚࠸ࡘ講₇ཬࠋ⩦₇ࡧ 
 

ዉⰋᕷ教育ጤဨദのᖹᡂ 25年度➨ 1ᅇ30ࠕ人
学⣭ࠖᣦᑟ⪅ᐇ㊶ὶの講師（㸸ዉⰋᕷ教育ࢭ
ン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 25年 8᭶
12᪥ 

ዉⰋᕷෆᗂ⛶ᅬ教ㅍཬࡧᑠ学ᰯ教ဨ➼ࢆᑐ㇟
ᣦᑟຓゝཬࡧ講₇ࠋ 

安ሚ⏫教育ጤဨദのኟ季職ဨ研ಟの講師（㸸
安ሚ⏫❧中学ᰯ㆟ᐊ） 

ᖹᡂ 25年 8᭶
13᪥ 

安ሚ⏫中学ᰯᑠ学ᰯ教職ဨࢆᑐ㇟ࠕ子ࡶの育
᪉ࡾ㐃ᦠ・᥋⥆のあ࠸ࡼࡾࡼ㹼ࡄなࡘࢆࡧ学ࡕ
㹼࡚ࠖ࠸ࡘ講₇ࠋ 
 

Ἴᕷ教育ጤဨദのἼᕷᑠ学ᰯ㛗研ಟ
の講師（㸸Ἴᕷ山༡ఫẸࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 25年 8᭶
27᪥ 

Ἴᕷᑠ学ᰯᰯ㛗 学ࡿ元Ẽのฟࠕ㇟ᑐࢆ25ྡ
 ࠋ講₇࡚࠸ࡘࠖࡾࡃ࡙ᰯ
 

 ➨ 2ᅇ高ᰯ大学の㐃ᦠ࣒࣮࢛ࣛࣇ in大㜰のࣃ
㸸ෆ） ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥࠊンࣙࢩࢵスカࢹルࢿ
田ὒ⾜࣮ࢼ࣑ࢭル࣮ル） 

ᖹᡂ 25年 8᭶
31᪥ 

大㜰ᗓཬࡧዉⰋ┴ෆ高➼学ᰯ㛵ಀ⪅ࠊ教育㛵ಀ⪅
≀㹼教育୕㒔ࡿ育࡚ࢆ᪥本の教師ࠕ㇟ᑐࢆ120ྡ
ㄒ㹼 ࠊ࡚࠸おンࣙࢩࢵスカࢹルࢿࣃࠊ࡚࠸ࡘࠖ
 ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ
 

ឡ知┴教職ဨ⤌ྜദの➨ 63次教育研究ឡ知研ಟ
記ᛕ講₇の講師ࠋ（㸸ឡ知┴⏘業ປാࢭン࣮ࢱ
 （（ࡕ࠸あࢡン࢘）

ᖹᡂ 25年 10
᭶ 19᪥ 

ᕷ⏫村教育㛗・ឡ知┴ᑠ中学ᰯ㛗ᙺဨ・PTA௦⾲・
教ဨ௦⾲➼ 450 かなࡸの健ࡕࡓࡶ子ࠕ㇟ᑐࢆྡ
ᡂ㛗ࡊࡵࢆし࡚㹼ຊክࢆ育࡚ࡿᆅᇦࡳࡿࡄの学
 ࠋ記ᛕ講₇テ࣮マࢆ㹼ࠖࡾࡃ࡙ᰯ
 

㫽ྲྀ┴中部ጤဨദのᖹᡂ 25年度㫽ྲྀ┴中部ᆅ
༊ᗂ⛶ᅬ教ဨ・ಖ育ኈ➼のྜྠ研ಟの講師（㸸
吉ᮍ᮶中ᚰࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 25年 10
᭶ 30᪥ 

㫽ྲྀ┴中部ᆅ༊ᗂ⛶ᅬ教ဨ・ಖ育ኈྡࢆᑐ㇟ࠊ
άかし࡚ࢆ㹼ᅬホ౯ࡾࡃᅬ࡙ࡿ元Ẽのฟࠕ テ࣮ࠖࢆ
マ記ᛕ講₇ࠋ 
 

ឡ知┴知ከ㒆Ṋ㇏⏫教育ጤဨദの教育講₇
の講師（㸸Ṋ㇏⏫❧Ṋ㇏中学ᰯయ育㤋） 

ᖹᡂ 25年 11
᭶ 22᪥ 

Ṋ㇏⏫㸴ᑠ中学ᰯ教職ဨࢆᑐ㇟ࠕຊክࢆ育࡚
 講₇テ࣮マࢆࠖࡾࡃ学ᰯ࡙ࡿ
 

大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃ྜദの研ಟの講師（㸸
 （࣮ࢱンࢭ大㜰ᕷᗂඣ教育ࡶ

ᖹᡂ 25年 11
᭶ 29᪥ 

大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃ྜࠊᗂ⛶ᅬ教ㅍࢆᑐ㇟
 講₇テ࣮マࢆᗂᑠ㐃ᦠࠖࠕ
 

久⡿田┳ㆤᑓ㛛学ᰯദの講師の講師（㸸♫
་⒪ἲ人 ⏕㛗 ᗓ中㝔 ࣮࣮࣍ࢼ࣑ࢭル） 

ᖹᡂ 25年 11
᭶ 30᪥ 

ᐇ⩦ᣦᑟ⪅ࠊᑓ任教ဨࠊ㠀ᖖ講師 ᑐࢆ60ྡ
ࢆ教育ホ౯ࠖࡃ㍤ࡀ学⏕・教ဨ・学ᰯࠕࠊし࡚㇟
テ࣮マ講₇ 
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尾ᙇᆅ༊ዪᛶᙺ職ദの研ಟの講師（㸸ྡྂ
ᒇᅜ㝿㆟ሙ） 

ᖹᡂ 25年 12
᭶ 15᪥ 

尾ᙇᆅ༊ዪᛶᙺ職研ಟཧ加⪅ ㇟ᑐࢆ450ྡ
テ࣮マࢆࠖࡾࡃ学ᰯ࡙ࡿ育࡚ࢆክຊࠕࠊし࡚
講₇ 
 

᪥本ึ➼⌮⛉教育研究ሜ大Ⓨ⾲ᰯ ሜᕷ❧
ᑎ▼ὠᑠ学ᰯ研ಟの講師（㸸ሜᕷ❧ᑎ▼ὠᑠ
学ᰯ） 

ᖹᡂ 26年 2᭶
7᪥ 

᪥本ึ➼⌮⛉教育研究ሜ大Ⓨ⾲ᰯ ሜᕷ❧
ᑎ▼ὠᑠ学ᰯ教職ဨࢆᑐ㇟ࠊ➨୕⪅ホ౯ࡲࡩࢆ
育࡚ࢆࡶ子ࡃᣅࡾษࢆᮍ᮶ࠕࠊし࡚ᣓ⥲ࡓ࠼
ㄢ᪥本ึ➼⌮⛉教育研究ሜ大࡛のᡂᯝ࣮ࡿ
㢟࣮ࠖ㢟し࡚講₇ 
 

東ᾏᕷ❧教ဨ研ಟࢭン࣮ࢱTEC21ദの東ᾏᕷ❧教
ဨ研ಟの講師（㸸東ᾏᕷ❧ᩥࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 26年 2᭶
7᪥ 

東ᾏᕷ❧ᑠ中学ᰯ教ဨ 元Ẽࠕࠊし࡚㇟ᑐࢆ60ྡ
のฟࡿ学ᰯ࡙ࢆࠖࡾࡃテ࣮マ講₇ࠋ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学➨ 2ᅇᗂᑠ᥋⥆࣒࣮࢛ࣛࣇの
⥲ᣓ講₇（㸸ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学） 

ᖹᡂ 26年 3᭶
2᪥ 

ಖᗂᑠ教職ဨ・教育㛵ಀ⪅➼ し㇟ᑐࢆ120ྡ
⥲テ࣮マࢆࠖࡄなࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ子ࠕࠊ࡚
ᣓ講₇ࠋ 
 

㫽ྲྀ┴東部ᆅ༊ᗂ⛶ᅬ➼の教ဨཬࡧಖ育ኈのྜྠ
研ಟ 講師（㸸㫽ྲྀ┴❧⚟♴人ᮦ研ಟࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 26年 5᭶
14᪥ 

ಖᗂᑠ教職ဨ・教育㛵ಀ⪅➼ し㇟ᑐࢆ200ྡ
講テ࣮マࢆࠖࡄなࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ子ࠕࠊ࡚
 ࠋ₇
 

大㜰ᗓ❧高➼学ᰯ➨㸵ࣈロࢡࢵ㹎㹒㸿㐃⤡༠㆟
の講師（㸸大㜰ᗓ❧大ሯ高➼学ᰯ） 

ᖹᡂ 26年 6᭶
14᪥ 

大㜰ᗓ❧高➼学ᰯ➨㸵ࣈロࢡࢵ㹎㹒㸿㐃⤡༠㆟
ദの㹎㹒㸿⥲講₇おࠊ࡚࠸ಖㆤ⪅・ᰯ
㛗・教㢌・教ဨ 㐣࠺ࢆ高ᰯ⏕άࠕ㇟ᑐࢆ150ྡ
 講₇テ࣮マࢆかࠖࡿࡏࡉࡈ
 

人間教育学ࠕ学ᰯ間᥋⥆ศ⛉ࠖの講師（㸸ዉ
Ⰻ学ᅬ大学） 

ᖹᡂ 26年 8᭶
4᪥ 

人間教育学ࠕ学ᰯ間᥋⥆ศ⛉ࠖおࠊ࡚࠸講
₇ 

୕Ἑ教育研究ദの⥲ྜⓗな学⩦部ኟ季研ಟ
の講師（㸸ឡ知┴岡ᓮᕷẸ㤋 ⏥山㤋） 

ᖹᡂ 26年 8᭶
5᪥ 

୕Ἑ教育研究ദの⥲ྜⓗな学⩦部ኟ季研
ಟおࠊ࡚࠸ᑠ中教ဨ ࢆክຊࠕ㇟ᑐࢆ250ྡ
育࡚ࡿ学ᰯ࡙ࡾࡃ・授業࡙ࡾࡃ㹼⥲ྜⓗな学⩦ࢆ㏻
し࡚ࠖࢆテ࣮マ講₇ࠋ 
 

阿久ẚ⏫ᑠ中学ᰯദの教職ဨኟ季研ಟの講師
（㸸阿久ẚ⏫ປ⚟♴ࢭン࣮ࢱ・エスࣛ࣌ンス
山）） 

ᖹᡂ 26年 8᭶
6᪥ 

阿久ẚ⏫ᑠ中学ᰯദの教職ဨኟ季研ಟࠕ教育
講₇ࠖおࠊ࡚࠸ᑠ中教職ဨ 子ࠕ㇟ᑐࢆ200ྡ
 ࠋ講₇テ࣮マࢆࠖࡄなࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ
 

᪥本⚾❧ᑠ学ᰯ㐃ྜദのᅜ教ဨኟ季研ಟ
の講師（㸸࣍テルࣔンࣞࢺ ࣛ・ス࣮ル） 

ᖹᡂ 26年 8᭶
21᪥ 

᪥本⚾❧ᑠ学ᰯ㐃ྜദのᅜ教ဨኟ季研ಟ
おࠊ࡚࠸ᑠ学ᰯ教ဨ 元Ẽのฟࠕ㇟ᑐࢆ80ྡ
࠸ྜࡕ教師の育⪅ಖㆤࡶ㹼子ࡾࡃ学⣭࡙ࡿ
 ࠋ講₇テ࣮マࢆ㏻し࡚ࠖࢆ
 

㇏中ᕷ教育ጤဨദのᗂಖᑠ㐃⤡༠㆟ኟᮇ研
ಟの講師（㸸ᩥࢡ࣮࣍ル） 

ᖹᡂ 26年 8᭶
28᪥ 

㇏中ᕷ教育ጤဨദのᗂಖᑠ㐃⤡༠㆟ኟᮇ
研ಟおࠊ࡚࠸බ⚾❧ᑠ学ᰯࠊᗂ⛶ᅬࠊබ❧・Ẹ
間ಖ育ᅬࠊඣ❺Ⓨ㐩ᨭࢭンࠊ࣮ࢱㄆᐃࡶࡇᅬࠊ
ᡤᒓ㛗ཬࡧ教職ဨ ࡕの育ࡶ子ࠕ㇟ᑐࢆ180ྡ
学ࡘࢆࡧなࡄ㹼࠸ࡼࡾࡼᗂಖᑠ㐃ᦠ・᥋⥆のあࡾ᪉
㹼ࠖࢆテ࣮マ講₇ࠋ 
 

和Ἠᕷ❧ụ田ᑠ学ᰯദのኟ季研ಟの講師
（㸸和Ἠᕷ❧ụ田ᑠ学ᰯ） 

ᖹᡂ 26年 8᭶
29᪥ 

和Ἠᕷ❧ụ田ᑠ学ᰯദのኟ季研ಟお࠸
教職ဨࠊ࡚ 㹼子ࡾࡃ元Ẽな学ᰯ࡙ࠕ㇟ᑐࢆ30ྡ
㏻し࡚㹼ࢆ࠸ྜࡕ教師の育⪅ಖㆤࡶ テ࣮ࠖࢆ
マ講₇ 
 

ᐷᒇᕝᕷ教育ጤဨദの研ಟの講師（㸸ᐷᒇ
ᕝᕷ❧ᗂ⛶ᅬ） 

ᖹᡂ 26年 9᭶
17᪥ 

ᐷᒇᕝᕷ教育ጤဨദの研ಟおࠊ࡚࠸ᑠ学
ᰯ教ဨࠊබ⚾❧ᗂ⛶ᅬ教ㅍ・ಖ育ኈ ㇟ᑐࢆ100ྡ
⥆㹼ᑵ学๓ᚋの᥋ࡄなࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ子ࠕ
 ࠋ講₇テ࣮マࢆ㹼ࠖ中ᚰࢆ
 

᪥本⢭⚄┳ㆤ༠ദの┳ㆤᐇ⩦ᣦᑟ⪅の㈨᱁ྲྀ
ᚓの講師（㸸᪥⢭┳ ி㒔研ಟࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 26年 10
᭶ 21・22᪥ 

┳ㆤᐇ⩦ᣦᑟ⪅の㈨᱁ྲྀᚓࢆ目ᣦすࡶの ࢆ80ྡ
ᑐ㇟ࠊ教育᪉ἲ研ಟおࡿࡅ講師 
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⚄ᡞᕷ❧ᗂ⛶ᅬ㛗・⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃┕ദの教育㐃
⤡研ಟの講師（㸸⚄ᡞᕷ⥲ྜ教育ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 26年 11
᭶ 10᪥ 

⚄ᡞᕷ❧ᗂ⛶ᅬ㛗・⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃┕ദの教育
㐃⤡研ಟおࠊ࡚࠸බ⚾❧ᗂ⛶ᅬ教ㅍ ࢆ150ྡ
ᑐ㇟ࠕ元Ẽのฟࡿᅬ࡙ࡾࡃ㹼子ࡶの育ࡕ学ࡧ
 ࠋ講₇テ࣮マࢆ㹼ࠖࡄなࡘࢆ
 

Ἀ⦖┴ᗇദのᖹᡂ 26年度ᐑྂᆅ༊ᗂ⛶ᅬ教育ㄢ
⛬研究༠㆟の講師（㸸⚄ᡞᕷ⥲ྜ教育ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 26年 11
᭶ 17᪥ 

Ἀ⦖┴ᗇദのᖹᡂ 26年度ᐑྂᆅ༊ᗂ⛶ᅬ教育
ㄢ⛬研究༠㆟おࠊ࡚࠸බ❧ࠊබ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㛗ࠊ
教ㅍ・ᕷ村教育ጤဨᣦᑟࠊᐑྂ島ᕷ教育研究
ᡤᣦᑟࢆᑐ㇟ࠕ元Ẽのฟࡿᗂ⛶ᅬ࡙ࡾࡃ㹼学
ᰯホ౯ࢆάかしࡓಖ育ᨵ善ࢆ㏻し࡚㹼 テ࣮マࠖࢆ
講₇ࠋ 
 

大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃┕ദの研ಟの講師（㸸ࡶ
 （࣮ࢱンࢭ大㜰ᕷᗂඣ教育

ᖹᡂ 26年 12
᭶ 3᪥ 

大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃┕ദの研ಟおࠊ࡚࠸⚾
❧ᗂ⛶ᅬ教ㅍ ࡾࡃᅬ࡙ࡿ元Ẽのฟࠕ㇟ᑐࢆ80ྡ
㹼ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧな㹼ࠖࢆテ࣮マ講₇ࠋ 
 

大東ᕷദのಖᗂᑠ研ಟの講師（㸸大東ᕷẸ
㤋） 

ᖹᡂ 27年 1᭶
27᪥ 

大東ᕷദのಖᗂᑠ研ಟお࡚࠸ಖ育ኈࠊᗂ⛶
ᅬ教ㅍࠊᑠ学ᰯ教ㅍࠊᅬ㛗ࠊ⾜ᨻ➼ 300ྡᑐ㇟し
テ࣮マࢆಖᗂᑠ㐃ᦠࠖࡄなࡘࢆࡧ学ࡕ育ࠕࠊ࡚
講₇ࠋ 
 

➨ 58ᅇ大㜰ᗓ⚾❧ᗂ⛶ᅬ教育研究大(චチ᭦᪂講
⩦) の講師（㸸大㜰ᅜ㝿㆟ሙ（ࣛࢢンࣈ࣮ࣗ࢟
大㜰） 

ᖹᡂ 27年 3᭶
26᪥ 

大㜰ᗓ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃┕ദのචチ᭦᪂講⩦お
大㜰ᗓ⚾❧ᗂ⛶ᅬ・ᅬ㛗・教職ဨ,㏆␥ᆅ༊ࠊ࡚࠸
⚾❧ᗂ⛶ᅬ教ㅍ 100 ᗂ⛶ᅬのಙ㢗ᵓࠕ㇟ᑐࢆྡ
⠏ᨵ善㹼学ᰯホ౯ᗂᑠ᥋⥆・㐃ᦠࡶࢆ㹼ࠖ
 ࠋᢸᙜࢆ⩏講ࠊ࡚࠸ࡘ
 

大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃ྜ研ಟの講師（㸸ࡶ大
㜰ᕷᗂඣ教育ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 27年 5᭶
13᪥ 

大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃ྜദの研ಟおࠊ࡚࠸
ᗂ⛶ᅬ教ㅍ テ࣮マࢆࠖ⥆ᗂᑠ᥋ࠕ㇟ᑐࢆ40ྡ
講₇ࠋ 

⩚⾰学ᅬ中学・高➼学ᰯの∗ẕ教育᠓ㄯの講師 
（㸸⩚⾰学ᅬ中学・高➼学ᰯ） 

ᖹᡂ 27年 5᭶
16᪥ 

⩚⾰学ᅬ中学・高➼学ᰯの∗ẕ教育᠓ㄯお࠸
教職ဨࡧಖㆤ⪅ཬࠊ࡚ ࠊし࡚ぶࠕ㇟ᑐࢆ200ྡ
中・高௦࠺ࢆ㐣ࡿࡏࡉࡈかࠖࢆテ࣮マ講₇ࠋ 
 

㏆␥ࣈロࢡࢵ㒔ᕷ⚟♴ົᡤ㛗㐃⤡༠㆟ദの
➨ 9ᅇ㏻ᖖ⥲おࡿࡅ講師（㸸大和高田ᕷࡊࡉ
 （ル࣮࣍かࢇ

ᖹᡂ 27年 5᭶
22᪥ 

㏆␥ࣈロࢡࢵ㒔ᕷ⚟♴ົᡤ㛗㐃⤡༠㆟ദ
の➨ 9ᅇ㏻ᖖ⥲おࠊ࡚࠸⚟♴ົᡤ㛗 ࢆ80ྡ
ᑐ㇟ࠕ子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡾࡃ࡙⏫ࡄ・人
࡚࠼ࡲࡩࢆ子育࡚᪂ไ度・ࡶ㹼子ࡾࡃ࡙ テ࣮ࠖࢆ
マ講₇ࠋ 
 

⚄ᡞᕷ⥲ྜ教育ࢭン࣮ࢱദの職ົ研ಟ講ᗙお
 （࣮ࢱンࢭ㸸⚄ᡞᕷ⥲ྜ教育）講師ࡿࡅ

ᖹᡂ 27年 6᭶
12᪥ 

⚄ᡞᕷ⥲ྜ教育ࢭン࣮ࢱദの職ົ研ಟ講ᗙ
おࠊ࡚࠸බ❧ᗂ⛶ᅬ任 ࠖ⥆ᗂᑠ᥋ࠕ㇟ᑐࢆ30ྡ
 ࠋ講₇テ࣮マࢆ
 

᪥本⚾学教育研究ᡤദのᖹᡂ 27年度⚾❧学ᰯึ
任⪅研ಟᑠ学ᰯ（西᪥本ᆅ༊）の講師（㸸大㜰࢞
 （スࣞࣃンࢹ࣮

ᖹᡂ 27年 7᭶
30᪥ 

᪥本⚾学教育研究ᡤദのᖹᡂ 27年度⚾❧学ᰯ
ึ任⪅研ಟᑠ学ᰯ（西᪥本ᆅ༊）おࠊ࡚࠸ᑠ学ᰯ
教ဨ 教ဨのຊࡿࡅࡘࢆຊࡶ子ࠕ㇟ᑐࢆ40ྡ
㔞ᙧᡂ㹼教師ຊࢆ学ᰯຊࡘなࡿࡆ㹼 テ࣮マࠖࢆ
講₇ࠋ 
 

ྂᗙᕝ⏫ಖᑠ中一㈏教育研ಟの講師（㸸ྂᗙᕝ
⏫中ኸබẸ㤋） 

ᖹᡂ 27年 8᭶
2᪥ 

ྂᗙᕝ⏫ಖᑠ中一㈏教育研ಟおࠊ࡚࠸ಖᑠ中
教職ဨ・ಖㆤ⪅ ಖᗂ᥋⥆・ᑠ中一ࠕ㇟ᑐࢆ60ྡ
㈏ࠖࢆテ࣮マ講₇ࠋ 
 

ጲ㊰ᕷ教育ጤဨദのᅬ㛗研ಟの講師（㸸ጲ㊰
ᕷ❧⥲ྜ教育ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 27年 8᭶
4᪥ 

ጲ㊰ᕷ教育ጤဨദのᅬ㛗研ಟおࠊ࡚࠸ᗂ⛶
ᅬ㛗  ࠋ講₇テ࣮マࢆࠖ⥆ᗂᑠ᥋ࠕ㇟ᑐࢆ30ྡ

 
ᐆሯᕷಖᗂᑠ中特ูᨭ学ᰯྜྠ研ಟの講師
（㸸ᐆሯᕷ❧安ᑠ学ᰯࣛンチル࣮࣒） 

ᖹᡂ 27年 8᭶
6᪥ 

ᐆሯᕷಖᗂᑠ中特ูᨭ学ᰯྜྠ研ಟお࠸
ᕷ❧ಖ育ᡤ㛗・ᅬ㛗・ᑠ中学ᰯ教職ဨ・学ᰯ㛗ࠊ࡚
ࡄなࡘࢆࡧ学ࡸࡕの育ࡕࡓࡶ子ࠕࠊ㇟ᑐࢆ60ྡ
ಖᗂᑠ㐃ᦠのᅾࡾ᪉]ࢆテ࣮マ講₇ࠋ 
 

教育࣮ࢼ࣑ࢭ㛵西 2015の講師（㸸ி㒔ࢺ࣮ࣀル
 （ዪ子大学࣒ࢲ

ᖹᡂ 27年 8᭶
8᪥ 

教育࣮ࢼ࣑ࢭ㛵西 ⪅ཧ加ࠊ࡚࠸お2015 ࢆ20ྡ
ᑐ㇟ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠕ㸫子ࡕࡓࡶの育ࡸࡕ学ࡧ
 ࠋ講₇テ࣮マࢆ[ࡄなࡘࢆ

人間－63



ሜᕷ教育ጤဨጤクのࡉか࠸ಖ育教ㅍ・ಖ育ኈ研ಟ
の講師（㸸ሜᕷ⏘業⯆ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 27年 8᭶
12᪥ 

ሜᕷ教育ጤဨጤクのࡉか࠸ಖ育教ㅍ・ಖ育ኈ研
ಟおࠊ࡚࠸ㄆᐃࡶࡇᅬ・ಖ育ኈ・Ẹ間ಖ育ᅬ（ᡤ）
᥋学❺ᮇࡽᗂඣᮇかࠕ中⣭講ᗙࠊ㇟ᑐࢆ50ྡ
⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟ձࠖࢆテ࣮マ講₇ 
 

中ᆅᇦಖ育ᡤ(ᅬ)・ᗂ⛶ᅬ・ᑠ学ᰯ㐃ᦠ᥎㐍研ಟ
の講師（㸸⥤部ᕷಖ健⚟♴ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 27年 8᭶
17᪥ 

中ᆅᇦಖ育ᡤ(ᅬ)・ᗂ⛶ᅬ・ᑠ学ᰯ㐃ᦠ᥎㐍研
ಟの講師 

教ဨචチ᭦᪂講⩦の講師（㸸ዉⰋ学ᅬ大学ᗂᑠ᥋
⥆ᐊ） 

ᖹᡂ 27年 8᭶
19᪥ 

教ဨචチ᭦᪂講⩦し࡚ࠊᗂ⛶ᅬ教ㅍ・ᑠ学ᰯ教
ㅍ の育ࡶの⏕ά⛉㹼子ࡽかࢀࡇࠕ㇟ᑐࢆ30ྡ
㹼࡚࠼ࡲࡩࢆ⥆の㐃ࡧ学ࡕ し講師テ࣮マࠖࢆ
࡚ 6間の講⩦ࢆᢸᙜࠋ 

 
岡山ᕷ教職ဨ研ಟの講師（㸸岡山ࢀࡩあࢭ࠸ンࢱ
࣮） 

ᖹᡂ 27年 8᭶
24᪥ 

岡山ᕷ教職ဨ研ಟࡶࡇᅬ・ಖ育ᅬ・ᗂ⛶ᅬ（年
㛗ᢸ任ࡶしࡣࡃ㐃ᦠᢸᙜ⪅）ࠊᑠ学ᰯ（㸯年⏕ᢸ任
のࡶ子ࠕ㇟ᑐࢆά⛉ᢸᙜ⪅）250ྡ⏕ࡣࡃしࡶ
㹼ಖࡾࡃಖ育㸪授業࡙ࡄなࡘࢆࠖࡧ学ࠕࠖࡕ育ࠕ
ᗂᑠ᥋⥆おࢀࡇࡿࡅかࡽのゝㄒάື㹼 テ࣮マࠖࢆ
 ࠋ講₇
 

あࡲᕷᑠ中学ᰯ教職ဨ研ಟおࡿࡅ講師（㸸
あࡲᕷ美和ᩥ㤋） 

ᖹᡂ 27年 8᭶
25᪥ 

あࡲᕷᑠ中学ᰯ教職ဨ研ಟおࠊ࡚࠸あࡲᕷ
ᑠ中学ᰯ教職ဨ㸱㸳㸮ྡࢆᑐ㇟ࠕຊክࢆ育࡚ࡿ
学ᰯ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯ間᥋⥆学ᰯホ౯ࢆάかし࡚ ࠖࢆ
テ࣮マ講₇ࠋ  
 

➨ 10ᅇ教師ຊྥୖ研究おࡿࡅ講師（㸸⟪㠃
⮬由学ᅬᑠ学ᰯ） 

ᖹᡂ 27年 8᭶
29᪥ 

➨ 10ᅇ教師ຊྥୖ研究おࠊ࡚࠸ཧ加⪅ 30ྡ
授ࡄなࡘࢆࠖࡧ学ࠕࠖࡕ育ࠕのࡶ子ࠕ㇟ᑐࢆ
業࡙ࢆࠖࡾࡃテ࣮マ講₇ࠋ 
 

ሜᕷ教育ጤဨጤクのࡉか࠸ಖ育教ㅍ・ಖ育ኈ研ಟ
の講師（㸸ሜᕷ⏘業⯆ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 27年 9᭶
8᪥ 

ሜᕷ教育ጤဨጤクのࡉか࠸ಖ育教ㅍ・ಖ育ኈ研
ಟおࠊ࡚࠸ㄆᐃࡶࡇᅬ・ಖ育ኈ・Ẹ間ಖ育ᅬ（ᡤ）
᥋学❺ᮇࡽᗂඣᮇかࠕ中⣭講ᗙࠊ㇟ᑐࢆ50ྡ
⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟ղࠖࢆテ࣮マ講₇ 
 

㫽ྲྀ┴教育ጤဨົᒁ㫽ྲྀ┴教育ࢭン࣮ࢱദ
の【研ಟྡ】【ᗂඣ教育մ】の講師（㸸㫽ྲྀ┴教
育ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 27年 9᭶
15᪥ 

㫽ྲྀ┴教育ጤဨົᒁ 㫽ྲྀ┴教育ࢭン࣮ࢱ
ദの【研ಟྡ】【ᗂඣ教育մ】ಙ㢗ࡿࢀࡉ㨩ຊあ
㫽 ࠊ࡚࠸おάかし࡚㹼ࠖࢆ㹼ᅬホ౯ࡾࡃᅬ࡙ࡿ
ྲྀ┴ෆのᗂ⛶ᅬ㛗・ಖ育ᡤ（ᅬ）㛗・ㄆᐃࡶࡇᅬ
㛗の ᅬ࡙ࡿ㨩ຊあࡿࢀࡉಙ㢗ࠕࠊし࡚㇟ᑐࢆ21ྡ
ࠋᢸᙜཱྀྲࢆ⩦講⩏・₇しテ࣮マࡊࡵࢆࡾࡃ 講⪅ᅬ
㛗 20ྡཬࡧ⫈講(教育ጤဨᗂඣ教育ᢸᙜ 6ྡ） 
 

ሜᕷ教育ጤဨጤクのࡉか࠸ಖ育教ㅍ・ಖ育ኈ研ಟ
の講師（㸸ሜᕷ⏘業⯆ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 27年 10
᭶ 21᪥ 

ሜᕷ教育ጤဨጤクのࡉか࠸ಖ育教ㅍ・ಖ育ኈ研
ಟおࠊ࡚࠸ㄆᐃࡶࡇᅬ・ಖ育ኈ・Ẹ間ಖ育ᅬ（ᡤ）
᥋学❺ᮇࡽᗂඣᮇかࠕ中⣭講ᗙࠊ㇟ᑐࢆ50ྡ
⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟ճࠖࢆテ࣮マ講₇ 
 

ᖹᡂ 27年度和ḷ山┴㑣㈡ᆅ᪉ PTAᣦᑟ⪅研ಟ講
₇の講師（㸸岩ฟᕷẸ㈨ᩱ㤋 

ᖹᡂ 27年 11
᭶ 14᪥ 

ᖹᡂ 27年度和ḷ山┴㑣㈡ᆅ᪉ PTAᣦᑟ⪅研ಟ
教ဨࡧಖㆤ⪅ཬࠊ࡚࠸お 65 ぶࠕࠊし࡚㇟ᑐࢆྡ
のࡽかࢀࡇか㹼ࡿࡏࡉࡈ㐣࠺ࢆ中学௦ࠊし࡚
講テ࣮マࢆのຊ㹼ࠖࡧ学ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
 ࠋ₇
 

ሜᕷ教育ጤဨጤクのࡉか࠸ಖ育教ㅍ・ಖ育ኈ研ಟ
の講師（㸸ሜᕷ⏘業⯆ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 27年 11
᭶ 25᪥ 

ሜᕷ教育ጤဨጤクのࡉか࠸ಖ育教ㅍ・ಖ育ኈ研
ಟおࠊ࡚࠸ㄆᐃࡶࡇᅬ・ಖ育ኈ・Ẹ間ಖ育ᅬ（ᡤ）
᥋学❺ᮇࡽᗂඣᮇかࠕ中⣭講ᗙࠊ㇟ᑐࢆ50ྡ
⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟մࠖࢆテ࣮マ講₇ 
 

ሜᕷ教育ጤဨጤクのࡉか࠸ಖ育教ㅍ・ಖ育ኈ研ಟ
の講師（㸸ሜᕷ⏘業⯆ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 27年 12
᭶ 9᪥ 

ሜᕷ教育ጤဨጤクのࡉか࠸ಖ育教ㅍ・ಖ育ኈ研
ಟおࠊ࡚࠸ㄆᐃࡶࡇᅬ・ಖ育ኈ・Ẹ間ಖ育ᅬ（ᡤ）
᥋学❺ᮇࡽᗂඣᮇかࠕ中⣭講ᗙࠊ㇟ᑐࢆ50ྡ
⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟յࠖࢆテ࣮マ講₇ 
 

人間－64



┳ㆤᐇ⩦ᣦᑟ⪅ࢆ目ᣦすࡶのࢆᑐ㇟しࠕࡓ教育᪉
ἲ研ಟࠖձの講師（㸸ி㒔研ಟࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 27年 12
᭶ 16᪥ 

᪥本⢭⚄┳ㆤ༠ ி㒔研ಟࢭン࣮ࢱദのࠕ教
育᪉ἲ研ಟ ㆤᐇ⩦ᣦᑟ⪅の㈨᱁ྲྀ┳ࠊ࡚࠸おࠖ
ᚓࢆ目ᣦす⪅ テ࣮ࢆ授業のᙧែࠖࠕ㇟ᑐࢆ38ྡ
マし࡚ࠊ講⩏・₇⩦ 
 

┳ㆤᐇ⩦ᣦᑟ⪅ࢆ目ᣦすࡶのࢆᑐ㇟しࠕࡓ教育᪉
ἲ研ಟࠖղの講師（㸸ி㒔研ಟࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 27年 12
᭶ 18᪥ 

᪥本⢭⚄┳ㆤ༠ ி㒔研ಟࢭン࣮ࢱദのࠕ教
育᪉ἲ研ಟ ㆤᐇ⩦ᣦᑟ⪅の㈨᱁ྲྀ┳ࠊ࡚࠸おࠖ
ᚓࢆ目ᣦす⪅ テ࣮ࢆ授業の᪉ἲࠖࠕ㇟ᑐࢆ38ྡ
マし࡚ࠊ講⩏・₇⩦ 
 

ᐆሯᕷ子ࡶᮍ᮶部ദのᡤෆ研ಟの講師（㸸
ᐆሯᕷ❧安中ಖ育ᡤ࣮࣍ル） 

ᖹᡂ 28年 1᭶
13᪥ 

ᐆሯᕷ子ࡶᮍ᮶部ദのᡤෆ研ಟおࠊ࡚࠸
ᡤ㛗・職ဨ・ಖ育教ㅍ の育ࡶ子ࠕ㇟ᑐࢆ20ྡ
ಖᗂᑠ᥋⥆・㐃ᦠࡄなࡘࢆࡧ学ࡕ しテ࣮マࠖࢆ
 ࠋ講₇ࠊ࡚
 

大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃ྜ研ಟの講師（㸸ࡶ大
㜰ᕷᗂඣ教育ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 28年 5᭶
24᪥ 

大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃ྜദの研ಟおࠊ࡚࠸
ᗂ⛶ᅬ教ㅍ ࢆࡧ学ࡸࡕの育ࡶ子ࠕ㇟ᑐࢆ40ྡ
ᑠ学ᰯ௨㝆の教育の㐃ᦠ・᥋㹼ᗂඣ教育 ࡄなࡘ
⥆㹼ࠖࢆテ࣮マし࡚ࠊ講₇ࠋ 
 

୕Ꮿ⏫ᗂඣᅬᅬእ研ಟ（㸸ዉⰋ学ᅬ大学ᗂᑠ᥋
⥆ᐊ） 

ᖹᡂ 28年 6᭶
1᪥ 

୕Ꮿ⏫ദの研ಟお27ྡࠊ࡚࠸（⏫㛗・健
ᗣ子ࡶ部部㛗・職ဨ㸳ྡࠊಖㆤ⪅ ホ㆟ဨࠊ18ྡ
㸯ྡࡑࠊの㸯ྡ）ࢆᑐ㇟ࠕ子ࡶの育ࡸࡕ学ࡧ
・ᑠ学ᰯ௨㝆の教育の㐃ᦠ㹼ᗂඣ教育 ࡄなࡘࢆ
᥋⥆㹼ࠖࢆテ࣮マし࡚ࠊ講₇ࠋ 
 

ឡ知┴一ᐑᕷ西ᡂ東ᑠ学ᰯ PTA講₇（㸸一ᐑᕷ
西ᡂ東ᑠ学ᰯ講ᇽ） 

ᖹᡂ 28年 6᭶
12᪥ 

ឡ知┴一ᐑᕷ西ᡂ東ᑠ学ᰯദの PTA講₇
おࠊ࡚࠸⟶⌮職ཬࡧಖㆤ⪅ ぶࠕࠊし࡚㇟ᑐࢆ50ྡ
のࡽかࢀࡇか㹼ࡿࡏࡉࡈ㐣࠺ࢆᑠ学௦ࠊし࡚
講テ࣮マࢆのຊ㹼ࠖࡧ学ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
 ࠋ₇
 

ᖹᡂ （ス大㜰ࢡࢵンテ㸸）ࣈࣛ⩏講ࣅࢼࡵࡺ 28年 6᭶
18᪥ 

⏕高ᰯࠊ࡚࠸おࣈࣛࣅࢼࡵࡺ ㇟ᑐࢆ80ྡ
し࡚ࠕࠊಖ育ኈࡶ教師ࡶ㸟㹼育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄ教
育のスࢩ࣌ャࣜスࢺなࡿ㹼 ࠋ⩏講テ࣮マࠖࢆ
ᅜの大学 250講⩏の中࡛ 1人ཧ加の高ᰯ⏕ンࢣ
⩏講࠸ࡓࡁ⫈一度࠺ࡶࠕࡾࡼࢺ࣮ のࠖ➨一㑅
ฟࠋࡓࢀࡉ 
 

㫽ྲྀ┴中部教育ᒁᅬ⤒Ⴀ研ಟ（㸸⪆しあࡏࢃの
㒓） 

ᖹᡂ 28年 6᭶
28᪥ 

㫽ྲྀ┴中部教育ᒁദの【ᗂඣ教育մ】ᅬ⤒Ⴀ研
ಟおࠊ࡚࠸㫽ྲྀ┴ෆのᗂ⛶ᅬ㛗・ಖ育ᡤ（ᅬ）㛗・
ㄆᐃࡶࡇᅬ㛗ࠊᅬ⤒Ⴀかかࡿࢃᅬ（ᡤ）㛗ࠊ
部㛗➼の㸳㸮ྡࢆᑐ㇟し࡚ࠕࠊᅬࢆάᛶすࡓࡿ
特Ⰽࡿࢀࡉ᪉ 㹼ಙ㢗ࡾのあࢺン࣓ࢪࢿの⤌⧊マࡵ
あࡿᅬ࡙ࡊࡵࢆࡾࡃし࡚㹼 ࠖࢆテ࣮マ講⩏・₇
 ࠋ⩦
   

⢭⚄⛉ㄆᐃ┳ㆤ㈨᱁ྲྀᚓ研ಟ（㸸ி㒔研ಟࢭン
 （࣮ࢱ

ᖹᡂ 28年 7᭶
22᪥ 

᪥本⢭⚄┳ㆤ༠ദの⢭⚄⛉ㄆᐃ┳ㆤ㈨᱁ྲྀ
ᚓࢆ目ᣦすࡶの 86ྡᑐ㇟しࠕࡓ⤌⧊ෆおࡿࡅ
άືࠊ教育ㄽϨࠖおࠕࠊ࡚࠸教育ᚲせな⌮ㄽ・
教育ࣉロ࣒ࣛࢢのᒎ㛤ᚲせな教育ᢏἲ テ࣮マࠖࢆ
 ࠋ⩏講
 

西ᐑᕷᗂಖᑠ➨ 2ᅇࡘࠕなࠖࡾࡀ研ಟ（㸸西ᐑᕷ
❧子育࡚⥲ྜࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 28年 7᭶
26᪥ 

西ᐑᕷ❧子育࡚⥲ྜࢭン࣮ࢱദの➨ 2ᅇࡘࠕな
ᗂࠊಖ育ᡤಖ育ኈࠊ࡚࠸お研ಟ（ᗂಖᑠ）ࠖࡾࡀ
⛶ᅬ・ᑠ学ᰯ・特ูᨭ学ᰯ教ဨ➼ ㇟ᑐࢆ110ྡ
࣒ࣛࣗ࢟カࣜࢺ࣮ࢱスࢵࡓし口❆ࢆ⛉ά⏕ࠕ
 ࠋ㢟し࡚講₇࣒ࠖࣛࣗ࢟ロ࣮チカࣜࣉ
 

岸和田ᕷࠕᖹᡂ 28年度 ⟶⌮職（ᰯ㛗）研ಟ（㸸
Ἴษ࣮࣍ࡾル） 
 

ᖹᡂ 28年 8᭶
1᪥ 

岸和田ᕷ教育ጤဨദのࠕᖹᡂ 28年度 ⟶⌮
職（ᰯ㛗）研ಟࠖおࠊ࡚࠸ᕷෆᗂᑠ中学ᰯᰯ㛗
ࡾࡃ元Ẽな学ᰯ࡙ࡿ育࡚ࢆክຊࠕ㇟ᑐࢆ40ྡ
㹼学ᰯホ౯ࢆάかし࡚㹼ࠖࢆテ࣮マ講₇ࠋ 
 

人間－65



ࢵࣅ研ಟ（㸸和ḷ山テࢽ࣑ࣗࢥඹ育ࡃのࡁ
 （ឡࢢ
 

ᖹᡂ 28年 8᭶
3᪥ 

和ḷ山┴教育ᗇദのࡁのࡃඹ育ࢽ࣑ࣗࢥテ
ཧ加⪅㸯㸯㸮㸮ࠊ࡚࠸お研ಟ （ྡ学ᰯ㛵ಀ⪅
㸶㸮ྡࠊ♫教育㛵ಀ⪅（⾜ᨻ・බẸ㤋㛵ಀ⪅・ࢥ
の育ࡶ子ࠕࠊ㇟ᑐࢆ（㸱㸮ྡ➼࣮ࢱ࣮ ࢿࢹ࣮
ඹࡿࡀなࡘࡀ㹼学ᰯ・ᐙᗞ・ᆅᇦࡄなࡘࢆࡧ学ࡕ
育㹼ࠖࢆテ࣮マ講₇ࠋ 
 

⚟井┴ᖹ 28年度⤌⧊࡙ࡾࡃ研ಟ講ᗙ（㸸ᕊ༡教
育ົᡤ） 
 

ᖹᡂ 28年 9᭶
7᪥ 

⚟井┴教育ᗇദのᖹᡂ 28年度⤌⧊࡙ࡾࡃ研ಟ
講ᗙおࠊ࡚࠸⚟井┴ᕊ༡ᆅ༊ᑠ中学ᰯ・高➼学ᰯ
教職ဨ ࡃ学ᰯ࡙ࡿ育࡚ࢆክຊࠕࠊ㇟ᑐࢆ20ྡ
 ࠋ講₇テ࣮マࢆࠖࡾ

୕㒓⏫❧ᗂ⛶ᅬ ᪂つ᥇⏝教ဨ研ಟཬࡧᅬෆ研ಟ
（㸸୕㒓⏫❧༡⏿ᗂ⛶ᅬ） 
 

ᖹᡂ 28年 10
᭶ 14᪥ 

୕㒓⏫教育ጤဨദのࠕᗂ⛶ᅬ᪂つ᥇⏝教ဨ研
ಟ ཬࠖࡧᅬෆ研ಟおࠊ࡚࠸⏫教ጤ職ဨཬࡧᅬ㛗୪
 ࠋ講₇㇟ᑐࢆ職ဨࡧ
 

大㜰ᗓ❧高➼学ᰯ➨ 㹎㹒㸿༠㆟研ಟࢡࢵロࣈ3
（㸸大㜰ᗓ❧ᕷ岡高➼学ᰯ） 
 

ᖹᡂ 28年 11
᭶ 8᪥ 

大㜰ᗓ❧高➼学ᰯ➨ 㹎㹒㸿༠㆟研ࢡࢵロࣈ3
ಟおࠊ࡚࠸ಖㆤ⪅ᰯࠊ㛗ࠊ教ဨ➼ ㇟ᑐࢆ55ྡ
ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥぶ子のࠕ  ࠋ講₇ࠊテ࣮マࠖࢆ

 
᯽原ᕷࠕᕷ教研研ಟ （ࠖ㸸᯽原ᕷ❧⋢ᡭᗂ⛶ᅬ） ᖹᡂ 28年 11

᭶ 11᪥ 
᯽原ᕷ教育ጤဨദのࠕ᯽原ᕷ教育研究ᗂ⛶

ᅬ部 ᑠ学ᰯ教職ࡧබ❧⚾❧ᗂ⛶ᅬཬࠊ࡚࠸おࠖ
ဨ 㹼ࡄなࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ子ࠕࠊ㇟ᑐࢆ50ྡ
ᗂᑠ᥋⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟のあࡾ᪉㹼  ࠋ講₇ࠊ࡚࠸ࡘࠖ
 

᪥本⢭⚄┳ㆤ༠ࠕ教育᪉ἲ研ಟ （ࠖ㸸ி㒔研
ಟࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 28年 12
᭶ 21᪥ 

᪥本⢭⚄┳ㆤ༠ ி㒔研ಟࢭン࣮ࢱദのࠕ教
育᪉ἲ研ಟ ㆤᐇ⩦ᣦᑟ⪅の㈨᱁ྲྀ┳ࠊ࡚࠸おࠖ
ᚓࢆ目ᣦす⪅ 授業のᙧែ・᪉ἲࠖࠕ㇟ᑐࢆ36ྡ
 ࠋ⩦講⩏・₇ࠊし࡚テ࣮マࢆ
 

和ḷ山┴♫教育㛵ಀ職ဨ➼研ಟ（➨㸰ᅇ）・ゼ
ၥᆺᐙᗞ教育ᨭ業ࢩン࣒࢘ࢪ࣏（㸸紀༡ᩥ
㤋ᑠ࣮࣍ル） 

ᖹᡂ 29年㸯
᭶ 16᪥ 

和ḷ山┴⏕ᾭ教育ᒁദのࠕᖹᡂ 28年度和ḷ山
┴♫教育㛵ಀ職ဨ➼研ಟ（➨ 2ᅇ）・ゼၥᆺᐙ
ᗞ教育ᨭ業ࢩン࣒࢘ࢪ࣏ 教育♫ࠊ࡚࠸おࠖ
㛵ಀ職ဨ・ᐙᗞ教育㛵ಀ職ဨ・⚟♴㛵ಀ職ဨ・学ᰯ
㛵ಀ教職ဨࠊ子育࡚中のಖㆤ⪅ࠊ子育࡚ᨭάືࢆ
し࡚ࡿ࠸᪉ࠊᐙᗞ教育ᨭチ࣮࣒ဨ➼ ㇟ᑐࢆ100ྡ
㸟ᐙ࠺ࢁࡀなࡘࠕンࣙࢩࢵスカࢹルࢿࣃࡓし
ᗞ・学ᰯ・ᆅᇦ・⾜ᨻ・⚟♴ษࢀ目のな࠸ᨭのࡓ
 ࠋし࡚ᢸᙜࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥテ࣮マࢆࠖࡵ
 

西ᐑᕷᗂಖᑠ➨㸱ᅇࡘࠕなࠖࡾࡀ研ಟ（㸸西ᐑᕷ
❧子育࡚⥲ྜࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 29年㸯
᭶ 20᪥ 

西ᐑᕷ❧子育࡚⥲ྜࢭン࣮ࢱദの➨ 3ᅇࡘࠕな
ᗂࠊಖ育ᡤಖ育ኈࠊ࡚࠸お研ಟ（ᗂಖᑠ）ࠖࡾࡀ
⛶ᅬ・ᑠ学ᰯ・特ูᨭ学ᰯ教ဨ➼ ㇟ᑐࢆ88ྡ
ࠗᗂಖᑠ᥋⥆࠸ࡲࠕࡿ࠼⪄ࢆマࢡࣜࢺス ㏻ࠖࢆ
し࡚࠘㢟し࡚講₇ཬࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡧᐇし
 ࠋࡓ

㫽ྲྀ┴ࠕᗂಖᑠ㐃ᦠ᥎㐍研ಟ （ࠖ㸸㫽ྲྀ┴⚟♴
人ᮦ研ಟࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 29年 2᭶
27᪥ 

㫽ྲྀ┴教育ጤဨദのࠕᗂಖᑠ㐃ᦠ᥎㐍研ಟ
ࠖおࠊ࡚࠸ᗂಖ・ㄆᐃ子ࡶᅬᲷ➼の⟶⌮職ཬ
特ูᨭ学ᰯࠊᑠ学ᰯࠊಖ育教ㅍࠊಖ育ኈࠊ教ㅍࡧ
の⟶⌮職ཬࡧ㐃ᦠᢸᙜ⪅1ࠊ年⏕のᢸ任ࠊᕷ⏫村教
育ጤဨᢸᙜ⪅なの ᗂಖᑠの㇟ᑐࢆ200ྡ
な᥋⥆ࡊࡵࢆし࡚ 㹼ᗂඣ教育ᑠ学ᰯࡘࢆなࡄ
㹼ࢆテ࣮マ講₇・₇⩦ࠊᣦᑟ講ホࢆᢸᙜ 
 

岡山ᕷಖ育༠㆟研ಟ（㸸岡山ᕷᙺᡤ ಖ健⚟♴
ᒁປ⪅⚟♴ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 29年 6᭶
5᪥ 

岡山ᕷಖ育༠㆟ദの研ಟおࠊ࡚࠸ಖ育
ᅬ・ࡶࡇᅬのᅬ㛗・ಖ育ኈ 135 ࠊし࡚㇟ᑐࢆྡ
子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄ 㹼ᑵ学๓࡛ࡲ育࡚
 ࠋ講₇テ࣮マࢆࠖ ຊ㹼࠸ࡓࡅࡘࠊຊ࠸ࡓ
 

大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃ྜ講₇（㸸） ᖹᡂ 29年 6᭶
20᪥ 

大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ㐃ྜദの研ಟおࠊ࡚࠸
ᗂ⛶ᅬ教ㅍ ࢆࡧ学ࡸࡕの育ࡶ子ࠕ㇟ᑐࢆྡ 50
ᑠ学ᰯ௨㝆の教育の㐃ᦠ・᥋㹼ᗂඣ教育 ࡄなࡘ
⥆㹼ࠖࢆテ࣮マし࡚ࠊ講₇ࠊ࡚ࡏࢃྜࠋົᒁࢆ
㏻ࠊ࡚ࡌ本学のෆඹࠊ学⏕のᐇ⩦の㝿のཷධ
 ࠋࡓし࠸お㢪ࡶ࡚࠸ࡘ➼
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ዉⰋ┴ᑵ学๓教育⯆ࣉロ࣒ࣛࢢ⟇ᐃ㆟（㸸） ᖹᡂ 29年 6᭶
28᪥ 

ዉⰋ┴教ጤࡀி㒔大学ጤკしࡓ業ࠕᑵ学๓教
育ࣉロ࣒ࣛࢢ⟇ᐃࠖጤဨし࡚ฟᖍし2017ࠊ年度
ಖ育・教育⌧ሙࠊࡅࢃࡾࠋࡓウし᳨ࢆࡳ⤌ࡾྲྀ
のホ౯つ‽ࡸᣦᶆの♧し᪉のᥦ♧なࠊ᪂ࡓな知ぢ
 ࠋࡓࢀࡉሗࡀ
 

大和高田ᕷࡦ・ࡕࡲ・しࡈ⏕㆟（㸸大和
高田ᕷᙺᡤ） 

ᖹᡂ 29年 7᭶
4᪥ 

大和高田ᕷദの大和高田ᕷࡦ・ࡕࡲ・しࡈ
⏕㆟お࡚࠸㆟㛗し࡚ࠊ༠㆟ࢆ㐍⾜ࠋ㆟
の㸰ࠕᆅ᪉⏕加㏿金ಀࡿ業のᐇ⤖
ᯝ ཬࠖࡧ㆟の㸱ࠕᆅ᪉⏕᥎㐍金ಀࡿ業
のᐇ≧ἣ᳨࡚ࠖ࠸ࡘドࠋ 
 

ᖹᡂ 29年度➨ 1ᅇ大㜰ᗓ教育⾜ᨻホ౯ᑂ㆟ 
（㸸大㜰ᗓᗇ） 

ᖹᡂ 29年 7᭶
18᪥ 

㛗し࡚ฟᖍしࠊ๓年度教育⾜ᨻࠊ࡚࠸ࡘ
ᗓのⅬ᳨ཬࡧホ౯⤖ᯝのጇᙜᛶ࡚࠸ࡘᑂ㆟しࠋࡓ
ᚋ᪥ࠊ大㜰ᗓ㹆㹎࡚බ㛤ࠋ 
 

ᖹᡂ 29年度➨ 2ᅇ大㜰ᗓ教育⾜ᨻホ౯ᑂ㆟（㸸
大㜰ᗓᗇ） 

ᖹᡂ 29年 7᭶
19᪥ 

㛗し࡚ฟᖍしࠊ๓年度教育⾜ᨻࠊ࡚࠸ࡘ
ᗓのⅬ᳨ཬࡧホ౯⤖ᯝのጇᙜᛶ࡚࠸ࡘᑂ㆟しࠋࡓ
ᚋ᪥ࠊ大㜰ᗓ㹆㹎࡚බ㛤ࠋ 
 

西ᐑᕷ教育ጤဨദࡘࠕなࡾࡀ研ಟղ （ࠖ㸸西
ᐑᕷ職ဨ㤋） 

ᖹᡂ 29年 7᭶
24᪥ 

西ᐑᕷ教育ጤဨദのࡘࠕなࡾࡀ研ಟ ࠸おࠖ
特ูᨭ教育の教職ࠊᗂ⛶ᅬ・ಖ育ᡤ・ᑠ学ᰯࠊ࡚
ဨ ࠊし࡚ࠗ㇟ᑐࢆ100ྡ 育ࡓࡗຊࢆ学ࡧのຊࡘ
なࡄϨ࠸ࡲࠕマࢡࣜࢺスࠖのά⏝ࢆ㏻し࡚࠘ձ
 ࠋ講₇テ࣮マࢆ
 

大和高田ᕷ人ᶒ研究 ᕷ人教 ㄢ㢟ู研ಟ ᖹᡂ 29年 7᭶
29᪥ 

大和高田ᕷ人ᶒ教育研究ദのᖹᡂ㸰㸷年度
大和高田ᕷ人ᶒ教育研究 ㄢ㢟ู研ಟお࠸
ࢆ120人（ᑠ中高の教職ဨࡇಖᗂ）ᕷ人教ဨࠊ࡚
ᑐ㇟ࠕࠊ子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄ 㹼ᗂඣᮇ
ᑠ学ᰯ教育の㐃ᦠ・᥋⥆㹼 ࠖࢆテ࣮マ講₇ࠋ 
 

ᖹᡂ 29年度➨ 3ᅇ大㜰ᗓ教育⾜ᨻホ౯ᑂ㆟（㸸
大㜰ᗓᗇ） 

ᖹᡂ 29年 7᭶
31᪥ 

㛗し࡚ฟᖍしࠊ๓年度教育⾜ᨻࠊ࡚࠸ࡘ
ᗓのⅬ᳨ཬࡧホ౯⤖ᯝのጇᙜᛶ࡚࠸ࡘᑂ㆟しࠋࡓ
ᚋ᪥ࠊ大㜰ᗓ㹆㹎࡚බ㛤ࠋ 
 

ᖹᡂ 29年度ಖ育ኈのᑓ㛛ᛶࢆ高ࡿࡵ㐃⥆研ಟ
（㸸TKPᚰᩪ橋㥐๓カンࣞࣇンスࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 29年 8᭶
1᪥ 

大㜰ᗓ♫⚟♴༠㆟ദのᖹᡂ 29年度ಖ育ኈ
のᑓ㛛ᛶࢆ高ࡿࡵ㐃⥆研ಟおࠊ࡚࠸ᗓෆのẸ間
ಖ育ᅬ・ㄆᐃࡶࡇᅬᡤᒓすࡿタ㛗ࣜࠊ ࠊ࣮ࢲ࣮
任ಖ育ኈࡿࡎ‽⪅ の育ࡶ子ࠕ㇟ᑐࢆ200ྡ
ࠖ ຊ㹼࠸ࡓ育࡚࡛ࡲ㹼ᑵ学๓ࡄなࡘࢆࡧ学ࡕ
 ࠋࡓしࡶ࠸ᚋのᐇ⩦のお㢪ࠋ講₇テ࣮マࢆ
 

ᖹᡂ 29年度和ḷ山┴ゼၥᆺᐙᗞ教育ᨭ業➨㸯
ᅇ༠㆟（㸸和ḷ山┴ᗇ） 

ᖹᡂ 29年 8᭶
2᪥ 

㆟㛗し࡚ࠊ༠㆟ࢆ㐍⾜しࠋࡓᖹᡂ 29年度の
᪉ྥᛶし࡚ࠊ௨ୗの㸰Ⅼ特し࡚༠㆟しࠋࡓ                  
ձ業のᡂᯝࡸຠᯝࢆᅗࡵࡓࡿのᡂᯝᣦᶆのຠᯝ
ⓗなά⏝࡚࠸ࡘ ղなᨭࢩࡓࡅྥステ
ࠊࡶᡂᯝ目ᶆのࠊ࡚࠸ࡘձࠋ࡚࠸ࡘのᵓ⠏࣒
⤒年ẚ㍑࠸⾜ࢆ業ホ౯ሗ࿌࡛ᣦᶆࢆ♧しࠊᡂᯝの
ᐈほᛶࢆᅗ࠺ࡼࡿᣦ♧しࠋࡓ 
 

教ဨචチ᭦᪂講⩦（㸸ዉⰋ学ᅬ大学） ᖹᡂ 29年 8᭶
9᪥ 

ዉⰋ教育大学ጤკの教ဨචチ᭦᪂講⩦ࢆᢸᙜし
⌧ࠊし࡚ሙࢆᗂᑠ᥋⥆ᐊࠖࠕዉⰋ学ᅬ大学ࠋࡓ
職教ဨᑠ学ᰯཬࡧᗂ⛶ᅬ教ㅍ ά⏕ࠊᑐし࡚38ྡ
⛉ཬࡧᗂᑠ᥋⥆カ࡚ࣜ࠸ࡘ࣒ࣛࣗ࢟の⌮ゎࢆ῝
 ࠋࡓㄆᐃホ౯しࠊࡵ
 

ᖹᡂ 29年度➨ 4ᅇ大㜰ᗓ教育⾜ᨻホ౯ᑂ㆟（㸸
大㜰ᗓᗇ） 

ᖹᡂ 29年 8᭶
30᪥ 

㛗し࡚ฟᖍしࠊ๓年度教育⾜ᨻࠊ࡚࠸ࡘ
ᗓのⅬ᳨ཬࡧホ౯⤖ᯝのጇᙜᛶ࡚࠸ࡘᑂ㆟しࠋࡓ
ᚋ᪥ࠊ大㜰ᗓ㹆㹎࡚බ㛤ࠋ 
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ᖹᡂ 29年度ᾏ༡ᕷබẸ㤋大（㸸ᾏ༡ᕷẸ㤋） ᖹᡂ 29年 9᭶
3᪥ 

ᾏ༡ᕷ教育ጤဨദのࠕᾏ༡ᕷබẸ㤋大 ࠖ
おࠊ࡚࠸ᾏ༡ᕷබẸ㤋㤋㛗教育㛵ಀ ㇟ᑐࢆ200ྡ
・බẸ㤋㹼 学ᰯ・ᐙᗞࡄなࡘࢆࡧ学ࡃᣅࢆᮍ᮶ࠕ
ᆅᇦࡘࡀなࡇࡿࡁ࡛ࡵࡓࡿࡀ㹼 ࠖࢆテ࣮マ
講₇ࠋ和ḷ山┴おࡿࡅ本学の࿘知άືඹお♩
 ࠋࡓしࡶ࠸次年度௨㝆のᐇ⩦➼のお㢪
 

㫽ྲྀ┴吉ᕷࠕᗂಖᑠ㐃ᦠ᥎㐍研ಟ （ࠖ㸸㫽ྲྀ
┴❧吉య育ᩥ㤋） 

ᖹᡂ 29年 9᭶
5᪥ 

吉ᕷ教育ጤဨദのᗂಖྜྠ研ಟお࠸
ᑠ学ࠊᅬの教職ဨࡶࡇ吉ᕷෆಖ育ᅬ・ㄆᐃࠊ࡚
ᰯ教職ဨ ࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ子ࠕ㇟ᑐࢆ50ྡ
なࡄ㹼ᗂඣᮇᑠ学ᰯの㐃ᦠ・᥋⥆㹼 テ࣮マࠖࢆ
講₇ࠋ㫽ྲྀ┴おࡿࡅ本学の࿘知άືඹࠊᐇ⩦
ඛのᰯ㛗ཬࡧ教ဨのཧ加ࡶあࠊࡾお♩次年度௨㝆
のお㢪ࡶ࠸しࠋࡓ 
 

Ἀ⦖┴ᐑྂᆅ༊ᅬ㛗➼㐠Ⴀ⟶⌮༠㆟（㸸ᐑྂ教
育ົᡤ） 

ᖹᡂ 29年 9᭶
11᪥ 

Ἀ⦖┴ᐑྂ教育ົᡤദのᐑྂᆅ༊ᅬ㛗➼㐠
Ⴀ⟶⌮༠㆟おࠊ࡚࠸ᐑྂ⟶ෆᗂಖ教職ဨࠊᑠ学
ᰯ教職ဨ・ᰯ㛗 学ࡕの育ࡶ子ࠕ㇟ᑐࢆ120ྡ
ᑠ学ᰯの㐃ᦠ・᥋⥆㹼㹼ᗂඣᮇࡄなࡘࢆࡧ テࠖࢆ
࣮マ講₇ࠋἈ⦖┴おࡿࡅ本学の࿘知άືඹ
 ࠋࡓしࡶ࠸次年度௨㝆のᐇ⩦➼のお㢪♩おࠊ
 

ዉⰋ┴ᑵ学๓教育⯆ࣉロ࣒ࣛࢢ⟇ᐃ㆟ 
ᐇᆅゼၥᣦᑟ（㸸田原本⏫❧༡ᗂ⛶ᅬ） 

ᖹᡂ 29年 9᭶
19᪥ 

H29ዉⰋ┴ᑵ学๓教育ㄪᰝ研究業ಀࠊࡿゼၥ
ㄪᰝጤဨし࡚ฟᖍࠋዉⰋ┴教育ጤဨ⏬部ཬ
ி㒔大学大学㝔ࠊ教育ጤဨᗂᑠᢸᙜᣦᑟࡧ
ᣦᑟ࡚࠸ࡘホ౯教ဨࠊ田原本༡ᗂ⛶ᅬᅬ㛗ࠊ⏕
ຓゝཬࡧᚋのホ౯ࢺ࣮ࢩసᡂᙜ࡚ࡗࡓのン
 ࠋࡓࡵ㐍ࢆ࣮ࣗࣅࢱ
 

ዉⰋ┴ᑵ学๓教育⯆ࣉロ࣒ࣛࢢ⟇ᐃ㆟（㸸ዉ
Ⰻ┴❧教育研究ᡤ） 
 

ᖹᡂ 29年 9᭶
29᪥ 

➨ 2ᅇዉⰋ┴ᑵ学๓教育⯆研究ጤဨし
࡚ฟᖍࠋゼၥᣦᑟのሗ࿌のᐇ㊶ᑐすࡿศᯒࢆ
 ࠋࡓࡗ⾜
 

和ḷ山┴ゼၥᆺᐙᗞᨭ業➨ 2ᅇ༠㆟（㸸和
ḷ山┴ᗇ） 

ᖹᡂ 29年 10
᭶ 16᪥ 

㆟㛗し࡚ࠊ༠㆟ࢆ㐍⾜しࠋࡓᖹᡂ 29年度の
᪉ྥᛶし࡚ࠊ௨ୗの㸰Ⅼ特し࡚༠㆟しࠋࡓ                  
ձ業のᡂᯝࡸຠᯝࢆᅗࡵࡓࡿのᡂᯝᣦᶆのຠᯝ
ⓗなά⏝࡚࠸ࡘ ղなᨭࢩࡓࡅྥステ
ࠊࡶᡂᯝ目ᶆのࠊ࡚࠸ࡘձࠋ࡚࠸ࡘのᵓ⠏࣒
⤒年ẚ㍑࠸⾜ࢆ業ホ౯ሗ࿌࡛ᣦᶆかࠊࡽᡂᯝのᐈ
ほᛶࢆ☜ㄆしࠋࡓ 
 

Ᏹ㝀ᕷᖹᡂ 29年度Ᏹ㝀ᕷ教育ࢭン࣮ࢱ研ಟࠕᗂᑠ
㐃ᦠ・᥋⥆講ᗙ （ࠖ㸸Ᏹ㝀ᕷᙺᡤ） 

ᖹᡂ 29年 11
᭶ 20᪥ 

Ᏹ㝀ᕷ教育ጤဨദのࠕᖹᡂ 29年度Ᏹ㝀ᕷ教
育ࢭン࣮ࢱ研ಟࠖᗂᑠ㐃ᦠ・᥋⥆の講ᗙおࠊ࡚࠸
ᗂ⛶ᅬ・ಖ育ᡤ・ࡶࡇᅬᑠ学ᰯの教職ဨ ࢆ40ྡ
ᑐ㇟ࠕࠊ子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄ㹼ᗂඣᮇ
ᑠ学ᰯの㐃ᦠ・᥋⥆ࠖࢆテ࣮マ講₇ࠋ本学の࿘知
άືඹࠊᐇ⩦のお♩次年度௨㝆のお㢪ࡶ࠸し
 ࠋࡓ
 

和ḷ山┴ゼၥᆺᐙᗞᨭ業➨ 3ᅇ༠㆟（㸸和
ḷ山┴ᗇ） 
 

ᖹᡂ 29年 12
᭶ 4᪥ 

㆟㛗し࡚ࠊ༠㆟ࢆ㐍⾜しࠋࡓᖹᡂ㸰㸷年度ྛ
ᕷ⏫のྲྀ⤌ᡂᯝࢩン࣒࢘ࢪ࣏の᪉ྥᛶの㸰Ⅼ
                  ࠋࡓ༠㆟し࡚࠸ࡘ
ձ業のᡂᯝࡸຠᯝࢆᅗࡵࡓࡿのᡂᯝᣦᶆの☜ㄆ           
ղࢩン࣒࢘ࢪ࣏の⏬㐍⾜の原᳨ウ 
 

᪥本⢭⚄┳ㆤ༠ദࠕ教育᪉ἲ研ಟ （ࠖ㸸ி
㒔研ಟᡤ） 

ᖹᡂ 29年 12
᭶ 13᪥ 

᪥本⢭⚄┳ㆤ༠ி㒔研ಟࢭン࣮ࢱദのࠕ教育
᪉ἲ研ಟ ㆤᐇ⩦ᣦᑟ⪅の㈨᱁ྲྀᚓ┳ࠊ࡚࠸おࠖ
⪅目ᣦすࢆ ࢆ授業のᙧែ・᪉ἲࠖࠕ㇟ᑐࢆ46ྡ
テ࣮マし࡚ࠊ講⩏・₇⩦ࢆᢸᙜしࠋࡓ 

大㜰ᗓ⚾❧学ᰯᑂ㆟（㸸大㜰ᗓᗇ） ᖹᡂ 29年 12
᭶ 21᪥ 

ᖹᡂࡿࡼ大㜰ᗓ⚾❧学ᰯᑂ㆟ࠖのጤဨࠕ 29
年度 12᭶ᐃฟᖍࠋ㆟8ྕࠊࡣ㆟の⏦ㄳ
ᴫせࢆᑂ㆟しࠊࡓࡲࠋࡓሗ࿌㡯 2Ⅼᇶ࡙࡚࠸ព
ぢࠋࡓࢀࡉ 
 

人間－68



ዉⰋᕷ教職ဨ研ಟ講ᗙ（㸸ዉⰋᕷ教育ࢭン࣮ࢱ） ᖹᡂ 29年 12
᭶ 26᪥ 

ዉⰋᕷ教育ࢭン࣮ࢱദのᖹᡂ 29年度教職ဨᣦ
ᑟຊྥୖ研ಟ講ᗙおࠊྲཱྀ࡚࠸ 講⪅ 103 （ྡᑠ学ᰯ
43ྛᢸᙜ⪅ࠊᕷ❧ࡶࡇᅬ ᗂ⛶ᅬࠊ12 23ಖ育ᅬ
ᗂඣ教育ࠕ㇟ᑐࢆ（➼࣮ࢨࣂࢻᗂඣ教育ࠊ12
㐃⥆ᛶࡧ学ࡕᑠ学ᰯ教育の育 ࠋ講₇ࠊ࡚࠸ࡘࠖ
♩のおンテࣛ࣎学ᰯᅬᨭࡧ教育ᐇ⩦ཬࠊࡓࡲ
 ࠋࡓしのሙ࠸ᣦᑟのお㢪ࡈᚋの
 

大㜰ᗓ教育ᗇദࠕ➨ 3ᅇᆅᇦ教育ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ
研ಟ （ࠖ㸸大㜰ᗓᗇ） 

ᖹᡂ 30年 1᭶
24᪥ 

大㜰ᗓ教育ᗇദのࠕ➨ 3ᅇᆅᇦ教育ࢿࢹ࣮ࢥ
ᐙᗞ教育ᨭဨࠕࠊ࡚࠸お研ಟࠖࢱ࣮ ࣜ⩦ぶ学ࠕࠖ
࣮ࢲ࣮ 学ᰯ教職・ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥᆅᇦ教育ࡴྵࠖࢆ
ဨ・⾜ᨻ㛵ಀ⪅ 㸟ᐙ࠺ࢁࡀなࡘࠕ㇟ᑐࢆ200ྡ
ᗞ・学ᰯ・ᆅᇦ・⾜ᨻ・⚟♴㹼ษࢀ目のな࠸ᨭの
教育ᐇ⩦ཬࠊࡓࡲࠋࡓ講₇しテ࣮マࢆ㹼ࠖࡵࡓ
ᣦᑟࡈᚋの♩のおンテࣛ࣎学ᰯᅬᨭࡧ
のお㢪࠸のሙしࠋࡓ 
 

和ḷ山┴ゼၥᆺᐙᗞ教育ᨭ業ࢩン࣒࢘ࢪ࣏講
₇ཬࡧ➨ 4ᅇ༠㆟（㸸紀༡ᩥ㤋） 

ᖹᡂ 30年 1᭶
29᪥ 

和ḷ山┴⏕ᾭ教育ᒁദのࠕᖹᡂ 29 年度和ḷ山
┴♫教育㛵ಀ職ဨ研究・ゼၥᆺᐙᗞ教育ᨭ
業ࢩン࣒ࠖ࢘ࢪ࣏おࠕࠊ࡚࠸ᐙᗞ教育ᨭဨ ぶࠕࠖ
学⩦࣮࣮ࣜࢲ 学・ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥᆅᇦ教育ࡴྵࠖࢆ
ᰯ教職ဨ・⾜ᨻ㛵ಀ⪅㸷㸮ྡࢆᑐ㇟ࡘࠕなࢁࡀ
!!㸟ᐙᗞ教育ᨭ࠺ࡼࡆࢁࡦ!!㸟ᐙᗞ・⚟♴・教育࠺
ษࢀ目のな࠸ᨭ࡚ࡅྥ㹼ࠖࢆテ࣮マ講₇し
࠸ᣦᑟのお㢪ࡈᚋの♩教育ᐇ⩦のおࠊࡓࡲࠋࡓ
のሙしࠕࠊࡽࡉࠋࡓ➨ 4 ᅇ༠㆟࡛ࠖᗙ㛗し
 ࠋࡓしࢆᣓ⥲⾜㆟㐍ࠊ࡚
 

西ᐑᕷ教育ጤဨദࡘࠕなࡾࡀ研ಟղ （ࠖ㸸西
ᐑᕷ❧ⰱ之（㤋 

ᖹᡂ 30年 2᭶
1᪥ 

西ᐑᕷ教育ጤဨദのࡘࠕなࡾࡀ研ಟղ おࠖ
ᑠ学ᰯ・ࠊ࡚࠸ 特ูᨭ教育ࠊ27ྡ ᗂ⛶ᅬࠊ5ྡ
32ྡ・ಖ育ᡤ 46ྡの教職ဨ ࠊし࡚㇟ᑐࢆ105ྡ
ࠗ育ࡓࡗຊࢆ学ࡧのຊࡘな࠸ࡲࠕࡄマࢡࣜࢺ
ス のࠖά⏝ࢆ㏻し࡚ ϩ࠘ࢆテ࣮マ講₇ཬࢡ࣮࣡ࡧ
 ࠋࡓᐇしࢆࣉࢵࣙࢩ
ᐇ⩦ᰯの教ဨのཧ加ࡶあࠊࡾお♩次年度のお㢪

 ࠋࡓしࡶ࠸
 

ዉⰋ┴教育ጤဨദዉⰋ┴ᑵ学๓教育ࢭン࣮ࢱ
࣒࣮࢛ࣛࣇ人ᮦ育ᡂࡿࡃࡘࢆ明᪥のಖ育ࠕ （ࠖ㸸
ዉⰋ┴♫⚟♴⥲ྜࢭン࣮ࢱ大࣮࣍ル） 

ᖹᡂ 30年 2᭶
19᪥ 

ዉⰋ┴教育ጤဨദのዉⰋ┴ᑵ学๓教育ࢭン
ࢱ ࣒࣮࢛ࣛࣇ人ᮦ育ᡂࡿࡃࡘࢆ明᪥のಖ育ࠕ࣮ ࠖ
おࠊ࡚࠸බ⚾❧ᗂඣ教育㛵ಀ教職ဨཬࡧ⾜ᨻ㛵ಀ⪅
ࣛࢢロࣉዉⰋ┴ᑵ学๓教育ࠕࠊし࡚㇟ᑐࢆ120ྡ
のጼࡶ子ࡴ育࡛࣒ のࠖࢿࣃルࢹスカࣙࢩࢵン
おࢥࡿࡅ㸫࠸⥆ࠋࡓࡵົࢆ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ ࡶ子ࠕ࡚
の育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄ㹼ᗂඣ教育ᑠ学ᰯの㐃
ᦠ・᥋⥆㹼ࠖࢆテ࣮マ講₇しࠋࡓ 
ᐇ⩦ᰯの教ဨのཧ加ࡶあࠊࡾお♩次年度のお㢪

 ࠋࡓしࡶ࠸
 

大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟（㸸大㜰ᗓᗇ） ᖹᡂ 30年 2᭶
28᪥ 

➨ 32ᅇ大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟ጤဨし࡚
ฟᖍࠋ㛗௦⌮任ࠋࡓࢀࡉᑂ㆟ෆᐜࠊࡣ௨ୗの
4Ⅼ࡛あ（1） ࠋࡓࡗ㛗ཬࡧ㛗௦⌮の㑅任ࡘ
ᖹᡂ（㸰）ࠊ࡚࠸ 28（2016）年度人ᶒ⟇の≧ἣ
࠸ࡘの人ᶒၥ㢟テࣜࣀᛶⓗマ（㸱）ࠊ࡚࠸ࡘ
࡚の⌮ゎቑ㐍ࠊ࡚࠸ࡘ⤌ྲྀࡓࡅྥ（㸲）ࡑの
 ࠋࡓᑂ㆟し࡚࠸ࡘ
 

大㜰ᗓ⚾❧学ᰯᑂ㆟（㸸大㜰ᗓᗇ） ᖹᡂ 30年 3᭶
19᪥ 

大㜰ᗓ⚾❧学ᰯᑂ㆟ࠖᖹᡂࠕ 30年度 3᭶ᐃ
ࢆ㛤ദしࠊጤဨし࡚ฟᖍࠋ㆟21ࠊࡣ㆟の
⏦ㄳᴫせࢆᑂ㆟しࠊሗ࿌㡯 2Ⅼᇶ࡙࡚࠸ពぢ
ࡀなࠋࡓࢀࡉ 
 

人間－69



㜰ᛴ学ᅬ教職ဨ研ಟ（㸸㜰ᛴ学ᅬ） ᖹᡂ 30年 3᭶
26᪥ 

㜰ᛴ学ᅬ教職ဨ研ಟおࠊ࡚࠸ᗂ⛶ᅬ教ㅍࠊಖ
育ᅬಖ育ኈィ㸶㸮ྡࢆᑐ㇟し࡚ࠕࠊ子ࡶの育ࡕ
8ᅬࠋࡓᐇしࢆ講₇テ࣮マࢆࠖࡄなࡘࢆࡧ学
のἲ人ࠊࡣ⌮㛗ࢆ中ᚰᙉᅛな研ಟయไࢆ᥎㐍ࡉ
ࡶし࡚のᑵ職ሗス࣮ࢥ学ෆのᗂಖࠊࡾお࡚ࢀ
ᥦ౪しࠋ࠸ࡓ 
 

和ḷ山┴ゼၥᆺᐙᗞᨭ業➨㸯ᅇ༠㆟（㸸和
ḷ山┴Ẹᩥ㤋） 
 

ᖹᡂ 30年 6᭶
26᪥ 

ゼၥᆺᐙᗞᨭ業➨ 1ᅇ༠㆟㛗し࡚
ฟᖍࠋ年度のㄢ㢟ᩚ⌮࡚࠼ࡲࡩࢆ年度の᪉ྥᛶ
 ࠋࡓᐃし⟇ࢆ⏬年度ෆィࠋ༠㆟ࢆ
 

大和高田ᕷࡦ・ࡕࡲ・しࡈ⏕㆟（㸸大和
高田ᕷᙺᡤ） 

ᖹᡂ 30年 7᭶
3᪥ 

大和高田ᕷ㛗౫㢗のࠕ大和高田ᕷࡦ・ࡕࡲ・し
㐍ࠊࢀࡉし࡚㑅ฟ㛗ࠊ࡚࠸お⏕㆟ࠖࡈ
⾜しࠋࡓ大和高田ᕷࡦ・ࡕࡲ・しࡈ⏕ᡓ␎
おࡿࡅᐇ≧ἣሗ࿌ᆅ᪉⏕㛵㐃金かか
 ࠋࡓしࢆពぢᐇ≧ἣのሗ࿌ࡿ
 

᪥本⢭⚄┳ㆤ༠ࠕ教育᪉ἲ研ಟ （ࠖ㸸ி㒔研
ಟࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 30年 7᭶
4᪥ 

᪥本⢭⚄┳ㆤ༠ദの研ಟおࠊ࡚࠸⢭⚄⛉
ㄆᐃ┳ㆤ師㈨᱁ྲྀᚓࢆ目ᣦす┳ㆤ師 ㇟ᑐࢆ60ྡ
άື 教育ㄽ㸯ࡿࡅおෆ⧊⤌ࠕ ⩏講テ࣮マࠖࢆ
 ࠋࡓᐇしࢆ⩦₇
 

岡山ᕷಖ育༠㆟研ಟ（㸸岡山ᕷᙺᡤ ಖ健⚟♴
ᒁປ⪅⚟♴ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 30年 7᭶
10᪥ 

岡山ᕷಖ育༠㆟ദのࠕಖᗂᑠ㐃ᦠ研ಟ ࠖ
おࠊ࡚࠸岡山ᕷබ⚾❧ㄆྍಖ育ᅬ・ㄆᐃࡶࡇᅬಖ
育ኈ 130ጱࢆᑐ㇟ࠕ子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧなࡄ
㹼ᑵ学๓࡛ࡲ育࡚࠸ࡓຊ࠸ࡓࡅࡘࠊຊ㹼 テ࣮ࠖࢆ
マ講₇ࠋ 
 

西ᐑᕷ教育ጤဨദࡘࠕなࡾࡀ研ಟ （ࠖ㸸青✵
ᗂ⛶ᅬ） 

ᖹᡂ 30年 7᭶
24᪥ 

西ᐑᕷ教育ጤဨദのࡘࠕなࡾࡀ 研ࠖಟお࠸
ᗂ⛶ᅬ➼・ᑠ学ᰯ・特ูᨭ学ࠊಖ育ᡤಖ育ኈࠊ࡚
ᰯ教ဨ➼ ࠗ㇟ᑐࢆ100ྡ ᗂಖᑠ㐃ᦠ・᥋⥆のࡵࡓ
ࣜࢺマ࠸ࡲࠕ㹼 ࡇࡿࡁ࡛ࠊࡇࡁなす
 ࠋ講₇テ࣮マࢆ㏻し࡚㹼࠘ࢆ⏝スࠖのάࢡ
 

ዉⰋᕷ教㢌講ᗙ؇（㸸ዉⰋᕷ教育ࢭン࣮ࢱ） ᖹᡂ 30年 7᭶
25᪥ 

ዉⰋᕷ教育ࢭン࣮ࢱദのࠕ教㢌研ಟ講ᗙղ ࠖ
おࠊ࡚࠸ᑠ学ᰯࠊ中学ᰯࠊ高➼学ᰯの教㢌 ࢆ68ྡ
ᑐ㇟ࠕ子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧなᰯࡄ✀間㐃ᦠの
ᅾࡾ᪉ࠖࢆテ࣮マ講₇ࠋ 
 

島本⏫ኟ季࣮ࢼ࣑ࢭ（㸸島本⏫❧➨ᑠ学ᰯ） ᖹᡂ 30年 7᭶
31᪥ 

大㜰ᗓ島本⏫教育ጤဨദのኟ季࣮ࢼ࣑ࢭ健
ᗣ教育ศ⛉おࠊ࡚࠸教職ဨ ᑐ㇟（㸰中ࢆ50ྡ
学ᰯࠊ㸲ᑠ学ᰯࠊ㸰ᗂ⛶ᅬࠊಖ）ಖᗂᑠ㐃ᦠ᥎㐍
༠㆟のάືሗ࿌ࢢル࣮ࣉウ㆟のᚋࠕಖ育ᡤ・
ᗂ⛶ᅬかࡽᑠ学ᰯ㹼࠸ࡼࡾࡼ᥋⥆のࡵࡓ㹼 ࠖ
 ࠋᣦᑟຓゝ࡚࠸ࡘ
 

⏫ὸ PTA講₇（㸸（ᰯ学ᑠὸ❧⏫ὸ 
 

ᖹᡂ 30年 9᭶
28᪥ 

和ḷ山┴⣭学ࠊඹ㛗ᰯ学ࡧཬ㛗育教⏫ὸ
ဨ職教ࠊ࡚࠸おᰯ学ᑠὸࠊ授業ཧほᚋࢆ 40ྡ
ཬࡧಖㆤ⪅ PTA子育࡚講₇ࠖࠕ㇟ᑐࢆࢆ85ྡ
講師ࢆᢸᙜࠋ㏆㞄の┴❧⪏久高➼学ᰯかࡽのධ学⪅
ࢆຊࡿࡁ⏕2030年ࠕ࡚ࡵྵࡶ本学の⤂介ࡿあࡶ
㍤かࡿࡏ㹼育ࡕ学ࡧの㐃⥆࡚࠼ࡲࡩࢆ㹼 テ࣮ࠖࢆ
マ講₇ࠋ 
 

⋤ᑎ⏫子育࡚ࡾࡄࢇࠕ iࠖnዉⰋ学ᅬ大学（㸸ዉ
Ⰻ学ᅬ大学） 

ᖹᡂ 30年 11
᭶ 24᪥ 

⋤ᑎ⏫子育࡚ࠖࡾࡄࢇࠕinዉⰋ学ᅬ大学お
⪅ಖㆤࠊ࡚࠸ ࢃኚࠊ子育࡚ࡿࢃኚࠕ㇟ᑐࢆ30ྡ
ぢすࢆのᮍ᮶ࡶ子子育࡚-2030年の♫࠸なࡽ
 ࠋ講₇テ࣮マࢆ࡚ࠖ࠼
 

研ಟ（㸸ኳ⌮ᕷ࣒ࠖࣛࢢロࣉ⯆ᑵ学๓教育ࠕ
❧ᖭಖ育ᡤ） 

ᖹᡂ 30年 12
᭶ 10᪥ 

ዉⰋ┴教育⯆ㄢദのࠕᑵ学๓教育⯆ࣉロࢢ
教育ࠊෆᕷ⏫村ᣦᑟ┴ࠊ࡚࠸お研ಟ࣒ࠖࣛ
研究ᡤ㛗ᮇ研究ဨࠊಖ育ᡤ㛗・ಖ育ኈ➼ ᑐࢆ16ྡ
ࣁࠗ ⥆の㐃ࡧ学ࡕ育ࡿࡅおᗂᑠ᥋⥆ᮇࠕ㇟
࣒ࣛࢢロࣉᑵ学๓教育ࣉ࣮ࢥス の࠘ά⏝ゝⴥの
ຊࠖࢆテ࣮マཧほᚋの講₇ࠋ 
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大㜰ᗓ人ᶒ教育ᑂ㆟（㸸ᅧẸ㤋） ᖹᡂ 30年 12
᭶ 19᪥ 

➨ 33ᅇ大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟㛗し
࡚ฟᖍ（1）ࠋ大㜰ᗓ人ᶒ᥎㐍ィ⏬のⅬ᳨ࠊ࡚࠸ࡘ
（㸰）⾜ᨻᩥ書おࡿࡅᛶู記載のⅬ᳨・ぢ┤し
 ࠋࡓᑂ㆟し࡚࠸ࡘ
 

ゼၥᆺᐙᗞᨭ業ࢩン࣒࢘ࢪ࣏（㸸和ḷ山┴
ປ⚟♴㤋࣮࣍ࢨࣛࣉル） 

ᖹᡂ 31年 1᭶
21᪥ 

和ḷ山┴教育㛗ദのࠕゼၥᆺᐙᗞᨭ業ࢩン
ᐙᗞ教育ᨭ㛵ಀ⪅・♫教ࠊ࡚࠸お࣒ࠖ࢘ࢪ࣏
育㛵ಀ職ဨ・学ᰯ㛵ಀ職ဨ・⚟♴㛵ಀ職ဨ・子育࡚
⪅ル㛵ಀ⪅・SSW/SSC/➼のཧ加ࢡ࣮ࢧ ㇟ᑐࢆ160ྡ
し講師ࡧ㸫ཬࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ ᐙ࠺ࢁࡀなࡘࠕ࡚
ᗞ・⚟♴・教育㸟࠺ࡼࡆࢁࡦ ᐙᗞ教育ᨭ㸟㸟ษ
ࡿ࠼ࡉࡉࢆ㹼ᆅᇦ࡛ᐙᗞ࡚ࡅྥᨭ࠸目のなࢀ
 ࠋ講₇テ࣮マࢆ㹼ࠖࡵࡓ
 

ゼၥᆺᐙᗞᨭ業➨ 3ᅇ༠㆟（㸸和ḷ山┴
ປ⚟♴㤋࣮࣍ࢨࣛࣉル） 

ᖹᡂ 31年 1᭶
21᪥ 

ゼၥᆺᐙᗞᨭ業➨ 1ᅇ༠㆟㛗し࡚
ฟᖍࠋㄢ㢟ᩚ⌮࡚࠼ࡲࡩࢆᐇ㡯目ཬࢩࡧン࢘ࢪ࣏
 ࠋࡓᐃし⟇ࢆホ౯࣒
 

西ᐑᕷ教育ጤဨദࡘࠕなࡾࡀ研ಟղ （ࠖ㸸西
ᐑᕷ職ဨ㤋） 

ᖹᡂ 31年 1᭶
28᪥ 

西ᐑᕷ教育ጤဨദの➨㸰ᅇࡘࠕなࠖࡾࡀ研
ಟおࠊ࡚࠸ᕷෆᑠ学ᰯ教ㅍ・ᗂ⛶ᅬ教ㅍ➼ 110
ゝⴥのࡄなࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ子ࠕ㇟ᑐࢆྡ
ຊࢆ育ࡵࡓࡴ 㹼2030 年の♫子ࡶのᮍ᮶
 ࠋ講₇テ࣮マࢆ㹼࡚ࠖ࠼ぢすࢆ
 

➨ 34ᅇ 大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟（㸸大㜰ᗓ⏨
ዪඹྠཧ⏬ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 31年 2᭶
15᪥ 

大㜰ᗓᗓẸᩥ部人ᶒᒁ㛗ࡾࡼ㏻知のあࠕࡓࡗ➨
34ᅇ大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟ࠖ㛗し࡚
ฟᖍࢺ࣊（1）ࠋス࣮ࣆチのゎᾘཬࡧᛶⓗマࣜࣀ
テᑐすࡿᕪูのゎᾘࡓࡅྥ᮲ᩚഛ࠸ࡘ
࡚（ㅎၥ）ᑂ㆟しࠋࡓ 
 

➨ 35ᅇ 大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟（㸸大㜰ᗓ⏨
ዪඹྠཧ⏬ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 31年 3᭶
22᪥ 

大㜰ᗓᗓẸᩥ部人ᶒᒁ㛗ࡾࡼ㏻知のあࠕࡓࡗ➨
35ᅇ大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟ࠖ㛗し࡚
ฟᖍ(1)ࠋ大㜰ᗓ人ᶒᑛ㔜の♫࡙ࡾࡃ᮲おࡅ
(2)（⌮ㄽⅬᩚ）࡚࠸ࡘ業⪅の㈐ົࡧᗓẸཬࡿ
人✀ཪࡣẸ᪘ࢆ⌮由すࡿᙜなᕪูⓗゝືのゎ
ᾘࡓࡅྥつᐃ࡚࠸ࡘ（ㄽⅬᩚ⌮）(3)ᛶⓗマ
᭷㆑⪅のなពぢࡧᙜ⪅ཬࡿ㛵すテࣜࣀ
 ࠋࡓᑂ㆟しࠋのሗ࿌㡯ࡑ(4)࡚࠸ࡘ
 

➨ 36ᅇ 大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟（㸸大㜰ᗓ⏨
ዪඹྠཧ⏬ࢭン࣮ࢱ） 

ᖹᡂ 31年 4᭶
26᪥ 

大㜰ᗓᗓẸᩥ部人ᶒᒁ㛗ࡾࡼ㏻知のあࠕࡓࡗ➨
36ᅇ大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟ࠖ㛗し࡚
ฟᖍ(1)ࠋ大㜰ᗓ人ᶒᑛ㔜の♫࡙ࡾࡃ᮲おࡅ
(2)（⌮ㄽⅬᩚ）࡚࠸ࡘ業⪅の㈐ົࡧᗓẸཬࡿ
人✀ཪࡣẸ᪘ࢆ⌮由すࡿᙜなᕪูⓗゝືのゎ
ᾘࡓࡅྥつᐃ࡚࠸ࡘ（ㄽⅬᩚ⌮）(3)ᛶⓗマ
᭷㆑⪅のなពぢࡧᙜ⪅ཬࡿ㛵すテࣜࣀ
 ࠋࡓᑂ㆟しࢆのሗ࿌㡯ࡑ(4)࡚࠸ࡘ
 

➨ 37ᅇ 大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟（㸸࣒ࣜࣉロ
 （大㜰ࢬ࣮

令和元年 5᭶
24᪥ 

大㜰ᗓᗓẸᩥ部人ᶒᒁ㛗ࡾࡼ㏻知のあࠕࡓࡗ➨
37ᅇ大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟ࠖ㛗し࡚
ฟᖍࠋᑂ㆟ෆᐜࠊࡣ次の 3Ⅼ࡛あ࣊（1） ࠋࡓࡗ
⟆(2) ࡚࠸ࡘつᐃࡓࡅྥチのゎᾘ࣮ࣆスࢺ
⏦のࡑ(3)࡚࠸ࡘࡵࡲࡾのሗ࿌㡯ࠋ 
 

西ᐑᕷ➨㸯ᅇ ᑓ㛛ㄢ㢟研ಟ（㸸西ᐑᕷ⥲ྜ教
育ࢭン࣮ࢱ） 

令和元年 5᭶
28᪥ 

西ᐑᕷ教育ጤဨദのࠕ西ᐑᕷ➨㸯ᅇ ᑓ㛛
ㄢ㢟研ಟࠖおࠊ࡚࠸ಖ育ᡤ・ᗂ⛶ᅬ・ㄆᐃࡇ
ᅬ・ᑠ学ᰯ・特ูᨭ学ᰯ教職ဨ ⣙ࡶ 60 ᑐࢆྡ
యⓗ・ᑐヰⓗ࡛ࠕࡿࡅおᗂᑠ᥋⥆ᮇࠕࠊ㇟
᥈᳨ࠖ⏫ࠕࡽかࠖࡱࢇࡉࠕ㹼ࡵࡓのࠖࡧ学࠸῝
 ࠋࡓ講₇しテ࣮マࢆ㹼ࠖࢆ
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ዉⰋ┴❧西のி高ᰯᶍᨃ授業（㸸ዉⰋ┴❧西のி
高➼学ᰯ） 

令和元年 6᭶
10᪥ 

࡛ࡿࢃ㛵ಖ育・教育ࡀࡓ2030年のあなࠕ
㍤ࡵࡓࡃ㹼⮬ࡽពḧスࢵチࢆᢲす㨱ἲのしか
高ᰯࠊテ࣮マࢆ㸽㹼ࠖࡣࡅ 2年⏕ ㇟ᑐࢆ40ྡ
あࠋ⩏講 10年 職業ࡿ࠼ᾘࠕ࡛ ࠖࡿなࡃなࠕࠖ
・ルࢣ大学マࢻ࣮࢛ࣇスࢡࢵ㞠⏝のᮍ᮶ࠖオࠕ）
A・オ࣮࣎ࢬン博ኈ）のㄽᩥࢀࡇࠊࡶࢆかࡽの
௦ࠕࡵࡓࡿࡁ⏕ࢆ学ࡪពḧのしࢆࠖࡳࡃ知ࠊࡾ
ពḧスࢵチࢆᢲす㨱ἲのしかࠊ࠼⪄࡚࠸ࡘࡅ⮬
ャࣜࢩ࣌教育ࠖのスࡸಖ育ࠕࠊඹのពḧྥୖࡽ
スࢺなࡿスࠊ࡚࠸ࡘ࣮࣮ࣜࢺㄽ㆟ࡓࡏࡉ 
 ࠋ

ዉⰋ┴⋤ᑎ⏫❧⋤ᑎᗂ⛶ᅬᅬෆ研ಟ（㸸⋤ᑎ⏫
❧⋤ᑎᗂ⛶ᅬ） 

令和元年 6᭶
18᪥ 

⋤ᑎ⏫❧⋤ᑎᗂ⛶ᅬᅬෆ研ಟおࠊ࡚࠸ᅬ㛗ཬ
ᗂ⛶ᅬ教ㅍࡧ ㏻ࢆ༗๓のබ㛤ಖ育ࠊ㇟ᑐࢆ10ྡ
しࡓᣦᑟຓゝཬࠕࡧᑠ学ᰯࢆぢ㏻しࡓᗂඣᮇの学ࡧ
のᅾࡾ᪉ࠗᗂඣᮇの⤊࡛ࡲࡾࢃ育࡚ࡗし࠸
ጼ࠘ࢆ࡚ࠖ࠸ࡘテ㸫マ講₇しࠋࡓ 
 

ዉⰋᕷᑠ中学ᰯᰯ㛗研ಟ（㸸ዉⰋᕷಖ健ᡤ・教
育⥲ྜࢭン࣮ࢱ 
） 

令和元年 6᭶
24᪥ 

ዉⰋᕷ教育ࢭン࣮ࢱദのዉⰋᕷ教職ဨව᥎⛣
講ᗙᰯࠕ㛗の࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲ研ಟࠖおࠊ࡚࠸ዉⰋ
ᕷ❧学ᰯᰯ㛗 間㐃ᦠのᚋの✀ᰯࠕ㇟ᑐࢆ62ྡ
あࡾ᪉㹼子ࡶの育ࡕ学ࡧの㐃⥆࡚࠼ࡲࡩࢆ㹼ࠖ
 ࠋ講₇テ࣮マࢆ
 

㫽ྲྀ┴東部教育ᒁദࠕ子育 ・࡚ᐙᗞ教育ᨭ講ᗙ  ࠖ
（㸸㫽ྲྀ┴東部ᗇ⯋） 

令和元年 7᭶
1᪥ 

㫽ྲྀ┴東部教育ᒁദのࠕ子育࡚・ᐙᗞᨭ講ᗙ
（➨㸰ᅇ）ࠖ ᑠ学ᰯ・ᗂಖ職ဨ・♫教ࠊ࡚࠸お
育㛵ಀ⪅ の㐃ᦠ・༠ാ♴⚟教育ࠕ㇟ᑐࢆ40ྡ
యไᵓ⠏࡚ࡅྥ 㹼ษࢀ目のな࠸ᨭࢆᆅᇦ࡛ᐙ
ᗞࢆᨭࡵࡓࡿ࠼㹼 ࠖࢆテ࣮マ講₇ࠋ 
 

ዉⰋ┴ᅜබ❧ᗂ⛶ᅬ・子ࡶᅬ研究༠㆟（㸸ᖹ
和ᆅ༊බẸ㤋） 

令和元年 8᭶
5᪥ 

ዉⰋ┴ᅜබ❧ᗂ⛶ᅬ・子ࡶᅬ研究༠㆟ദ
の研ಟおࠊ࡚࠸ᅬ㛗 121 ᅬ㛗のࠕ㇟ᑐࢆྡ
マࡄなࡘࢆ᪉ 㹼ᑵ学๓ᚋࡾのᅾࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ
 ࠋ講₇テ࣮マࢆ㏻し࡚㹼ࠖࢆࢺン࣓ࢪࢿ
 

和ḷ山┴年元和令 （ሙᙺ⏫ὸ㸸）ಟ研ᑠᗂಖ⏫ὸ 8᭶
21᪥ 

ࠊ࡚࠸おಟ研ᑠᗂಖのദဨጤ育教⏫ὸ
ಖ育ᡤ㛗ࠊᑠ学ᰯ㛵ಀ職ဨࠊ教育ጤဨ職ဨࢆᑐ㇟
ࡘࢆࡧ学ࡕ育のࡶࡇ㹼ࡿࢆ᮶ᮍの⏫ὸࠕ
なࡵࡓࡄ㹼 ࠖࢆテ࣮マ講₇ࠋ 
 

橋本ᕷゼၥᆺᐙᗞᨭဨ研ಟ（㸸橋本ᕷ教育ᩥ
㤋） 

令和元年 9᭶
4᪥ 

和ḷ山┴橋本ᕷ教育ጤဨദのᐙᗞ教育ᨭ
ဨ研ಟお࣊ࠊ࡚࠸ステチ࣮࣒ ㇟ᑐࢆ30ྡ
ࢡ࣮࣡ࣉル࣮ࢢಖㆤ⪅ᑐ㇟のᑵ学健デの㝿ࠕ
のᅾࡾ᪉ࢆ࡚ࠖ࠸ࡘテ࣮マ講₇ 
 

令和元年度和ḷ山┴ゼၥᆺᐙᗞᨭ業➨㸯ᅇ༠
㆟(㸸和ḷ山┴Ẹᩥ㤋) 

令和元年 9᭶
30᪥ 

和ḷ山┴⏕ᾭ学⩦ᒁദのෆ㛶ᗓᣦᐃࠕゼၥᆺᐙ
ᗞᨭ業ࠖ➨一ᅇ༠㆟ᗙ㛗し࡚ฟᖍしࠋࡓ
和ḷ山┴ෆ㸲ᕷ⏫のྲྀ⤌のᡂᯝㄢ㢟ࠊ࠼ࡲࡩࢆ┴
ෆのᐇᣑ大㉁ྥୖຠᯝのあࡿ年度ࢩン࣏
 ࠋࡓࡵ῝ࢆ༠㆟࡚࠸ࡘ᪉ࡾのᅾ࣒࢘ࢪ
 

ி㒔ᗓ❧༡㝧高ᰯᶍᨃ授業（㸸ி㒔ᗓ❧༡㝧高ᰯ） 令和元年 10
᭶ 24᪥ 

࡛ࡿࢃ㛵ಖ育・教育ࡀࡓ2030年のあなࠕ
㍤ࡵࡓࡃ㹼⮬ࡽពḧスࢵチࢆᢲす㨱ἲのしか
高ᰯࠊテ࣮マࢆ㸽㹼ࠖࡣࡅ 2年⏕ ㇟ᑐࢆ40ྡ
あࠋ⩏講 10年 職業ࡿ࠼ᾘࠕ࡛ ࠖࡿなࡃなࠕࠖ
・ルࢣ大学マࢻ࣮࢛ࣇスࢡࢵ㞠⏝のᮍ᮶ࠖオࠕ）
A・オ࣮࣎ࢬン博ኈ）のㄽᩥࢀࡇࠊࡶࢆかࡽの
௦ࠕࡵࡓࡿࡁ⏕ࢆ学ࡪពḧのしࢆࠖࡳࡃ知ࠊࡾ
ពḧスࢵチࢆᢲす㨱ἲのしかࠊ࠼⪄࡚࠸ࡘࡅ⮬
ャࣜࢩ࣌教育ࠖのスࡸಖ育ࠕࠊඹのពḧྥୖࡽ
スࢺなࡿスࠊ࡚࠸ࡘ࣮࣮ࣜࢺㄽ㆟ࠋࡓࡏࡉ 
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https://maps.google.com/?cid=1093342140473817712
https://maps.google.com/?cid=8094960362741084444
https://maps.google.com/?cid=8094960362741084444
https://maps.google.com/?cid=6366588480946956652


令和元年度和ḷ山┴ゼၥᆺᐙᗞᨭ業➨㸰ᅇ༠
㆟(㸸和ḷ山┴Ẹᩥ㤋) 

令和元年 11
᭶ 25᪥ 

和ḷ山┴⏕ᾭ学⩦ᒁദのෆ㛶ᗓᣦᐃࠕゼၥᆺᐙ
ᗞᨭ業ࠖ➨ᅇ༠㆟ᗙ㛗し࡚ฟᖍしࠋࡓ
和ḷ山┴ෆ㸲ᕷ⏫のྲྀ⤌のᡂᯝㄢ㢟ࠊ࠼ࡲࡩࢆᡂ
ᯝᣦᶆの᳨ウཬࡧ┴ෆのᐇᣑ大㉁ྥୖຠᯝ
のあࡿ年度ࢩン࣒࢘ࢪ࣏のᅾࡾ᪉ࢥࠊ࡚࠸ࡘン
テンࡸࢶᙺ➼࠼ࡲࡩࡶ༠㆟ࠋࡓࡵ῝ࢆ 
 

大和高田ᕷ➨一ᅇࡶࡇ・子育࡚㆟（㸸大和高
田ᕷᙺᡤ） 

令和元年 12
᭶ 26᪥ 

大和高田ᕷࡶࡇ・子育࡚㆟の㛗し࡚㑅ฟ
 ࠋࡓࡵ㐍ࢆ㆟ㄽ࡚࠸ᇶ࡙KPIࠊࢀࡉ
 

➨ 3ᅇ和ḷ山┴ゼၥᆺᐙᗞᨭ業ࢩン࣒࢘ࢪ࣏ཬ
 （ル࣮࣍㸸紀༡ᩥ）༠㆟ࡧ

令和 2年 1᭶
27᪥ 

和ḷ山┴㞀ᐖ教育ᒁദのゼၥᆺᐙᗞᨭ業
ཧ加⪅⣙ࠊ࡚࠸お࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ 70ྡ（ᐙᗞ教育
ᨭ㛵ಀ⪅ࠊᅬ・学ᰯ教育㛵ಀ職ဨࠊ㹎㹒㸿ࠊ⚟♴
㛵ಀ職ဨࠊ♫教育㛵ಀ職ဨࠊ㹑㹑㹕）ࢆᑐ㇟ 
➨ࠊࡓࡲࠋࡓࡵດࢆ㸫ࢱ࣮ࢿࢹ㸫ࢥ 3ᅇ༠㆟

 ࠋࡓしࢆ年度の⥲ᣓࠊ㐍⾜しࡵົࢆᗙ㛗ࠊ࡚࠸お
 

ᶓᕷ ᱒ⶱ学ᅬᗂ⛶部・࣮࢛ࣞࣇࢬࢵ࢟ಖ育ᡤ 令和 2年 2᭶
17᪥・18᪥ 

Ⓩᅬかࡽどᐹのୖࠊᣦᑟຓゝ࡛ࠋ ࠊࢁࡇࡿ࠸࡚ࡁ
ၥ㢟Ⅼࢆᣦࠋᚋの研ಟᨵ善⏕かすࡵࡓのࣁ
スࣉ࣮ࢥホ౯ཬࡧᅬホ౯࡚࠸ࡘ㈨ᩱᥦ౪しࠋࡓ 
 

➨㸰ᅇ大和高田ᕷࡶࡇ・子育࡚㆟（㸸大和高
田ᕷ⥲ྜ⚟♴㤋（ࢭ࠺ࡺ࠺ࡺン࣮ࢱ）） 

令和 2年 3᭶
3᪥ 

➨㸰ᅇ大和高田ᕷ子ࡶ子育࡚㆟の㆟㛗し
子育࡚ᨭ業ィ⏬（⣲）・ࡶᮇ子➨ࠊ࡚
 ࠋࡓࡵࡲࡾྲྀࢆጤဨのពぢࠊ࡚࠸ࡘ

㸳 ࡑの   

・ᅜ❧教育ᨻ⟇研究ᡤ教育ㄢ⛬研究ࢭン࣮ࢱ㛵ಀᣦ
ᐃᰯ業⏬ጤဨ 

ᖹᡂ 21年 5᭶ 
㹼ᖹᡂ 22年 7
᭶࡛ࡲ 

⥲ྜⓗ学⩦⏕ά⛉の㛵㐃ࢆ中ᚰࠊᣦᐃᰯᑐ
し࡚ࠊᣦᑟຓゝࢆしࠋࡓ 
 

・大㜰ᗓ⚾❧学ᰯᑂ㆟ጤဨ ᖹᡂ 22年 7᭶
㹼ᖹᡂ 29 年
㸱᭶࡛ࡲ 
 

大㜰ᗓෆ⚾❧学ᰯかかࡿᑂ㆟㡯᳨ࢆウしࠋࡓ 

・大㜰ᗓ子ࡶ⟇ᑂ㆟ጤဨ ᖹᡂ 25年 6᭶
㹼ᖹᡂ 28年 3
᭶࡛ࡲ 
 

大㜰ᗓ子ࡶ⟇かかࡿᑂ㆟㡯ࢆ㛗௦⌮
 ࠋࡓし᳨࡚ウし

・大㜰ᗓ教育⾜ᨻホ౯ᑂ㆟ጤဨ ᖹᡂ 26年 6᭶
㹼ᖹᡂ 28年 3
᭶࡛ࡲ 
 

大㜰ᗓ教育⟇かかࡿᑂ㆟㡯ࢆጤဨし࡚
᳨ウしࠋࡓ 

・大和高田ᕷࡕࡲࡦしࡈ⏕㆟ጤဨ㛗 ᖹᡂ 27年 6᭶
㹼令和元年 9
᭶࡛ࡲ 

大和高田ᕷᆅ᪉ୡかかࡿពぢお࠸
࡚ጤဨ㛗し᳨࡚ウしࠋࡓ 

・୕㒓⏫⏘ᐁ学㐃ᦠᖖ任ጤဨ ᖹᡂ 28年 6᭶ 
㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

୕㒓⏫⏘ᐁ学㐃ᦠ㆟お࡚࠸ᖖ任ጤဨし࡚
᳨ウしࠋࡓ 

・୕Ꮿ⏫ホ㆟ဨ ᖹᡂ 28年 6᭶ 
㹼ᖹᡂ 29年 3
᭶࡛ࡲ 

୕Ꮿ⏫ホ㆟ဨし᳨࡚ウしࠋࡓ 

・和ḷ山┴ゼၥᆺᐙᗞ教育ᨭ業ጤဨ㛗 ᖹᡂ 28年 6᭶ 
㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

ᩥ部⛉学┬ᣦᐃ業ࠕ和ḷ山┴ᐙᗞ教育ᨭ
業ࠖጤဨし᳨࡚ウしࠋࡓ 

・ዉⰋ┴ᑵ学๓教育ࣉロ࣒ࣛࢢ⟇ᐃጤဨ ᖹᡂ 28年 6᭶ 
㹼ᖹᡂ 30年 3
᭶࡛ࡲ 
 

ዉⰋ┴ᑵ学๓教育ࣉロ࣒ࣛࢢ⟇ᐃጤဨし᳨࡚ࠊ
ウしࠋࡓ 

・大和高田ᕷ子ࡶ・子育࡚㆟ጤဨ㛗 ᖹᡂ 29年 7᭶
㹼令和元年㸷
᭶ 

➨ 1ᮇ大和高田ᕷ子ࡶ・子育࡚かかࡿពぢ
お࡚࠸ጤဨ㛗し᳨࡚ウしࠋࡓ 

・大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟ጤဨ ᖹᡂ 29 年 10
᭶㹼令和 4 年
1᭶࡛ࡲ 

大㜰ᗓ人ᶒ⟇᥎㐍ᑂ㆟㛗௦⌮し᳨࡚ࠊ ウ
しࠋࡓ 

・大和高田ᕷ子ࡶ・子育࡚㆟ጤဨ㛗 令和元年 10
᭶㹼⌧ᅾ⮳
 ࡿ

➨ 2ᮇ大和高田ᕷ子ࡶ・子育࡚かかࡿពぢ
お࡚࠸ጤဨ㛗し᳨࡚ウしࠋࡓ 

人間－73

https://maps.google.com/?cid=6366588480946956652


職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

 㡯 年᭶᪥ ᴫ      せ 

㸯 ㈨᱁ࠊචチ   
(1) ᑠ学ᰯ教ㅍ 2⣭ᬑ㏻චチ≧ 
 

和 50年 3᭶ 
 

大㜰ᗓ教育ጤဨ 㸲㸷ᑠ㸰ᬑ➨㸯㸴㸮㸯ྕ 

(2) ᑠ学ᰯ教ㅍ 1⣭ᬑ㏻චチ≧ 
 

ᖹᡂ 3年 11᭶ 
 

大㜰ᗓ教育ጤဨ ᖹ㸱ᑠ㸯ᬑ➨㸳㸮㸵ྕ 
 

(3) ಟኈ（学⾡） ᖹᡂ 16年 3᭶ 
 

大㜰教育大学大学㝔 ➨㸱㸳㸮㸴ྕ 
ㄽᩥ㢟目ࠕ学ᰯ教育⮬ᕫデ᩿ 学ᰯᨵ善ࡓάかしࠖࢆ
の研究 
 

㸰 特チ➼   
なし   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿ特記㡯   
 (1) ሜᕷ❧༡八ୗᑠ学ᰯ 教㢌 ᖹᡂ㸷年㸲᭶

㹼ᖹᡂ 12年 3
᭶ 

教㢌し࡚ᰯࠊ ෆ研究᥎㐍ཬࡧ学ᰯのάᛶ୪ࡧ
し教㢌研ಟጤဨࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀの㐃ᦠᆅᇦ
ࢺン࣓ࢪࢿマࢡ学ᰯのࣜスࠕ࡚ ሜࢆ研究ࡿかかࠖ

ᕷ教㢌研ಟお࡚࠸Ⓨ⾲しࠋࡓ 
 

(2）ሜᕷ❧美木ከᑠ学ᰯ 教㢌 ᖹᡂ 12年 4᭶ 
㹼ᖹᡂ 13年 3
᭶ 

教㢌し࡚ࠊ⏕ά⛉・ࠕ⥲ྜⓗな学⩦の間ࠖ
かかࡿሜᕷ教育ጤဨᣦᐃ業ࢆ᥎㐍ࠋࡓࡏࡉ 
ሜᕷ❧美木ከ中学ᰯ༊のࠕබ❧・⚾❧ࠊಖ育ᅬ・

ᗂ⛶ᅬ・ᑠ学ᰯ㐃⤡༠㆟ࠖおࠊ࡚࠸ಖᗂᑠの研
究᥎㐍ࠋୖࡔࢇ⤌ࡾྲྀ 記 2Ⅼのྲྀ⤌ࠕࢆᆅᇦ学
ᰯの特Ⰽࢆ⏕かしࡓᐇ㊶ࡑのホ౯（ࠖ2001ᩥ⁇ᇽ）
P.18㹼P.30 ࡛ㄽࠊࡓࡲࠋࡓࡌ教ဨのᐇ㊶ P.39㹼
P.46ࠊP.63㹼P.70ࠊP.79㹼P.86 ಟᣦ┘ࠊ࡚࠸ࡘ
ᑟしࠋࡓ（ᥖ） 
 

(3)大㜰ᗓ教育ࢭン࣮ࢱ 学ᰯ⤒Ⴀ研究ᐊ任ᣦᑟ
ࠊ⏬ᐊ任ᣦᑟ 
 
 

ᖹᡂ 13年 4᭶ 
㹼ᖹᡂ 17年 1
᭶ 

任ᣦᑟし࡚ࠊ㸲年間ࠊᅜ教育研究ᡤ㐃
大㜰ᗓ教育研究ᡤ㐃ࠊ┕㏆␥ᆅ༊教育研究ᡤ㐃ࠊ┕
研究の⏬ཬࠊし࡚㏆␥ᡤ㛗のົᒁ㛗ࠊ┕
大㜰ᗓෆの᪂任ᰯ㛗研ࠊࡓࡲࠋࡓࡵດ研究᥎㐍ࡧ
ಟ・᪂任教㢌研ಟࠊᣦᑟ研ಟ➼の⏬㐠
Ⴀཬࡧ講師の任あࠕࠋࡓࡗࡓ大㜰ᗓ教育ࢭンࢱ㸫
࣒㸫࢛ࣛࣇ のࠖ⏬ཬࡧศ⛉の講師・ࢥ㸫ࢿࢹ
㸫ࢆࢱᢸᙜしࠋࡓ大㜰教育大学の㐃ᦠおࠊ࡚࠸
スࢡ㸫ルࣜ㸫ࢲ㸫࢛ࣇ㸫࣒ࣛの講師ࢩࠊンࢪ࣏スࢺ
 ࠋࡓᢸᙜしࢆ➼
研究ᢸし࡚ࠊ㸱年間ࠕࠊ大㜰ᗓ学ᰯ教育⮬ᕫ

デ᩿ࠖのㄪᰝ研究ࢆ᥎㐍しࠕࠊ学ᰯᨵ善の㐨➽ࠖ
 ࠋࡓࡵࡲࢆ
 

㸲 ࡑの   
なし   

 研  究  業  績  ➼    㛵  す  ࡿ    㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

（ⴭ書）     

㸯㸬࢟ャࣜ教育ㄞ本
࠸のチࢱࣔࢻࢥࠕ  ࠖ
 

ඹⴭ ᖹᡂ 22年 11᭶ ዉⰋ学ᅬ࢟ャࣜ

㛤Ⓨࢭン࣮ࢱ 

ᑵ業ຊྥୖのࠊࡵࡓෆᐜ࠸ࡀࡾࡸࡸ
➼のලయⓗ࡚࠸ࡘ♧しࠋࡓ学⏕ࠊࡣಖ
育・教育のࢆ知ࠊࡾ教育⌧ሙのᐇ㝿ࡸㄢ㢟
ᗂඣ教育学ࠋࡓࡗな⬟ྍࡀࡇࡿウす᳨ࢆ
ಖ育ኈ・ᗂ⛶ᅬ教ㅍ௨እのศ野ࡿࡏάかࢆ
（ࢿࢪࣅス）࡚࠸ࡘ一ᐃのㄆ知・⌮ゎ
 ࠋࡓし♧ࢆ
A5∧  119㡫 

⦅⪅㸸ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学࢟ャࣜ教育ࢭ

ン࣮ࢱ 

人間－74



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

    ඹⴭ⪅㸸▼田⚽ᮁࠊ善野八千子ࠊ┈田美ಖࠊ

島野ᜤ子ࠊ田ᖹ友子ࠊἙ井బ紀ࠊᮡ井ᾴ香ࠊ

㐲山健ึᮤࠊ子ࠊ加⸨優㔛ࠊ松村友紀ࠊᘅ岡

由香㔛ࠊ⚟田ᑑ美௦ࠊ⩚野㯞㔛子ࠊ⚟本千 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 1章ಖ育⪅ࢆ目ᣦすあな

ャࣜスࢩ࣌スࡿࡃࡘࢆの➗㢦ࡶ子ࠕ㹼ࡓ

 ࠋ༢ⴭࢆ㸽 6㹼9㡫ࡣࠖࡿなࢺ

ಖ育⪅ࢆ目ᣦすࡵࡓのせ௳࡚࠸ࡘ 2Ⅼ

の᪥ࡵࡓࡿゎす⌮ࢆࡶ子ࠋࡓし⌮ᩚ࡚࠸ࡘ

ᖖⓗな⏕άかࡽ子ࡶの㛵ᚰࢆᣢࡘ᪉⟇ࠊ

子ࡶ㛵㐃す࣮ࣗࢽࠊ⤌␒ࡿスࠊ書⡠ࡸ⤮

本ࢆしࡓ᪉ἲཬࡧᐇ㝿ࠊ子ࡶ㛵ࡿࢃ

タ࡛ࣛ࣎ンテάືࢆ㏻し࡚ࠊほᐹ・య

㦂࡚࠸ࡘ㏙ࠊࡓࡲࠋࡓ➗㢦࡛ࡵࡓࡿ࠸の

⮬ᕫࢥンࢺロ࣮ルࠊ࡚࠸ࡘ間の⟶⌮ࠊ健

ᗣ⟶⌮ࠊ⤒῭⟶⌮かࡽㄝࠋࡓ࠸ᑡ子の㐍⾜ࠊ

育ඣࣅ࣮ࢧスのከᵝకࡿ࠸࡚ࡌ⏕࡚ࡗ

ᗂ⛶ᅬಖ育ᡤのᢪࡿ࠼ၥ㢟ࠊᗂ⛶ᅬಖ育

ᡤの一元のືࠕࠊࡁಖᗂᑠ㐃ᦠࠖのྲྀࡾ

 ࠋࡓゝཬしࡶࡳ⤌

 

㸰㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

㹼ಖᗂᑠ㐃ᦠࡄなࡘࢆ

㹕㹅のྲྀ⤌ࢆ㏻し࡚㹼 

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 23年 3᭶ ዉⰋ学ᅬ࢟ャࣜ
㛤Ⓨࢭン࣮ࢱ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ࡀ⤌⧊すࡿᗂᑠ㐃
ᦠ WGのྜྠ研究のྲྀ⤌ࠊ࡚࠸ࡘ௦⾲
し࡚ࠋࡓࡵࡲ⤌⧊㛤Ⓨの⤒⦋ࠊཧ加⪅の
ࣗ࢟᥋⥆カࣜࡿỗ⏝ᛶのあࠊ㏻し࡚ࢆࡾ㏉ࡾ
 ࠋࡓし♧ࢆ᪉ࡾά⏝のあࡧᡭのព⩏ཬ╔࣒ࣛ
A5∧  185㡫 
ඹⴭ⪅㸸 善野八千子ࠊ๓田ὒ一ࠊⲨ井恵子ࠊ 
ᱵ田┿ᑑ美ࠊ༡ᑦ美ࠊ㜰本ࠊࡾࡺࡉ中田章子ࠊ
⇃井⚈子ࠊ๓田వ子ࠊ大山ኟ⏕ 
本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 1章 pp.5-18,➨ 3章

pp.33-37,➨ 6章 pp.80-85,➨ 7章 pp.86-90,
➨ 8章 pp.92-101,➨ 9章 pp.102-116,➨ 11
章 pp.156-162,➨ 13章 pp.167-175ࢆ༢ⴭࠋ 
ᗂᑠ㐃ᦠのᚲせᛶཬࡧ㐍ࡲな࠸⌮由ࡘ

ࠊࡓࡲࠋࡓし⌮ᩚ࡚࠸ࡘ≦⌧ࠊゝཬし࡚࠸
ࢡンࢱࢡンࢩし࡚の本学の⟇のゎỴࡑ
し࡚のᙺし࡚本研究ࢆタ⨨しࡓ⤒⦋
ࡵࡓࡄなࡘࢆࡧ学ࡕ育ࠋࡓⓎಙし࡚࠸ࡘ
ࡿࢃ㛵ᑠ学ᰯ௨㝆の教育ᗂඣ教育ࠊࡣ
ᑓ㛛ᐙし࡚恵ᛶ⥅⥆ᛶࠊⓎᒎᛶの㔜せ
ᛶ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌᗂᑠ᥋⥆カࣜࢆ࣒ࣛࣗ࢟
సᡂすࡵࡓࡿのᡭ㡰ࡑのᐇ㝿࡚࠸ࡘ♧
しࠋࡓධ学๓の 3㐌間ヨࠊࡣ࡚࠸ࡘ㸱ࡘ
のカテ࣮ࣜࢦ 5㡿ᇦᩚࢆ⌮し࡚ࠊᑠ学ᰯ教
ဨࡶ⌮ゎࡀ㐍࠺ࡼࡴ♧しࠊࡽࡉࠋࡓ⏕
ά⛉の㐺ᛂᣦᑟཬࡧスࢺ࣮ࢱカ࣒ࣜࣛࣗ࢟
ධ学ᚋのࡓしどⅬࢆ 4㐌間の᪥᳨ࢆウし
 ࠋࡓ

人間－75



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸱㸬ᗂඣᮇඣ❺ᮇの᥋

⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟の㛤Ⓨ

㹼子ࡶの育ࡕ学ࡧ

 㹼ࡄなࡘࢆ

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 23年 4᭶ MJ-Book ᗂඣᮇඣ❺ᮇの᥋⥆カࣜࡘ࣒ࣛࣗ࢟
ᑵࠊ特ࠊࠋࡓしかࡽ明ࢆのㄢ㢟ࡑࠊ࡚࠸
学ᚋの⏕ά⛉ࢆ中ᚰしࡓỗ⏝ᛶのあࡿカ
 ࠋ㛤Ⓨࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ
子ࡶの育ࡕ学ࡧのࠕ㐃⥆ᛶ・一㈏ᛶࠖ

のࠊࡣࡵࡓの࠺ࡼな⤌⧊㛤Ⓨࡀᚲせࡉ
ࢆఱࡀࢀࡔ࡛ࡲࡘ࠸ࡓࡲࠊᐇ⌧ྍ⬟かࠊࢀ
࡚࠸ࡘ㔜せࡀࡇࡃ࠸し࡚࠺ࡼの
ゎㄝࠋ 
A5∧  136㡫 
ඹⴭ⪅㸸 善野八千子ࠊ๓田ὒ一 
本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 1章ᚲせなࠕࠊࡣࡇ㐃⥆
ᛶ・一㈏ᛶࠖ5㹼17㡫ࠊ➨ 3章᥋⥆カࣜࣗ࢟
の⤌⧊㛤Ⓨࡵࡓసᡂの࣒ࣛ 31㹼34㡫ࠊ➨ 5
章㹼10章ධ学ᚋ᥋⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟のᐇ㊶ 61
㹼128㡫ࢆ༢ⴭࠋ 
⌧職の教ဨಖ育⪅ࡘࢆなࠊࡂ㈨㉁ྥୖ

ලయⓗなカࠋࡓࡵࡲࢆ研究ᡂᯝࡿᐤすࡶ
中ᚰࢆ⛉ά⏕ࠊし࡚సᡂのᡭ㡰࣒ࣛࣗ࢟ࣜ
άືෆᐜࡸᑠ学ᰯධ学ᚋの目ᶆタᐃࡓし
సᡂ࣒ࣛࣗ࢟ỗ⏝ᛶのᐇ㝿のカ࡚ࣜ࠸ࡘ
のࣉロࢭス࣮࢛ࣇࡶ࡚࠸ࡘマࢆࢺࢵᥦ
しࠋࡓ㐺ᛂᣦᑟࢆ中ᚰධ学๓の㸱㐌間 18
᪥ศの᪥ࢆᥦ♧しࠊධ学ᚋ࡚ࡵࡌࡣの㸵ࡘ
のㄢ㢟᳨ࢆウしࠋࡓ学⩦⮬❧・⏕ά⮬❧・⢭
⚄⮬❧の ⮬ά⛉のの⏕ࠊศ㢮し❧⮬のࡘ3
❧のᇶ♏ࡴࡃࡄࡣࢆ᪉ἲෆᐜᩚ⌮しࠋࡓ
ྲྀ࣒ࣛࣗ࢟し࡚᥋⥆カࣜ学ᰯᅬࡽࡉ
 ࠋࡓし♧ࡶ࡚࠸ࡘの⤌⧊㛤Ⓨࡵࡓࡴ⤌ࡾ
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ᅜ㝿教育のㄢ㢟ᒎᮃ

教育࣒࣮࢛ࣛࣇ 48ᅜ㝿

教育のㄢ㢟ᒎᮃ 

ඹⴭ ᖹᡂ 23年 8᭶ 金子書ᡣ ᪥本の学ᰯ教育のႚ⥭のㄢ㢟࡛あࡿᅜ㝿
教育・ࢢロ࣮ࣂル教育ࠋࡣ子ࡕࡓࡶの⏕ά
⮬యࡣᅜ㝿Ⰽ㇏かなࡶのなࠊࡾ学ᰯࡸᆅᇦ
しかࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡳ⤌ࡾᴟⓗなྲྀ✚ࡶ࡛
しࠊලయⓗ教育お࡚࠸の࠺ࡼᅜ㝿ᛶ
῝ࡀゎ⌮ࡣのか࠸ࡼࡤࡅ࠸育࡚࡚ࠊ࠼ࡽࢆ
 ࠋࡓゝཬしᐇࡀの࠸な࠸࡚ࡗࡲ
A5∧  176㡫 
⦅⪅㸸人間教育研究༠㆟ 
ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ࠊぢୖ一ᖾࠊ松田智子ࠊ松
田බᖹࠊ㙊田㤳治ᮁࠊ๓田ὒ一ࠊᕝ㷂由ⰼࠊ
ྂᕝ治ࠊ善野八千子ࠊ⟄井ឡ知ࠊ山本美紀ࠊ
加⸨明ࠊἙୖ㝯一部Ώࠊ美治ᾏộࠊ裕ᓟࠊ
久美子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨㸷章ࠕᗂᑠ᥋⥆ᮇおࡅ
 ࠋ༢ⴭࢆࢆᅜ㝿教育ࠖ81㹼90㡫ࡿ
ᗂᑠ᥋⥆ᮇおࡿࡅᅜ㝿教育ࠊ࡚࠸ࡘ⮬

ᕫの☜❧の⮬ࡓしࡊ根のᅜのఏ⤫・ᩥࡽ
学⩦ᣦࠋࡓࡌㄽࢆかࡿᚲせ࡛あࡀఱࡣࡵࡓ
ᑟせ㡿ᨵゞ࡛ࠕࡣᗂ⛶ᅬ教育せ㡿ࠊᑠ・中学
ᰯ学⩦ᣦᑟせ㡿➼のᨵゞの࣏ンࠖࢺの教育
ෆᐜのなᨵ善㡯の一ࡘし࡚ࠕఏ⤫ᩥࡸ
㛵すࡿ教育のᐇࠖࡀᥖࡇࡓࢀࡽࡆか
ののලయࡶすࡊࡵ学⩦ᣦᑟせ㡿の࠸᪂しࠊࡽ
ࢆ♧しࠊࡓࡲࠋࡓᗂᑠ᥋⥆ᮇおࡿࡅᅜ㝿
教育のᚲせᛶࡑのయ㦂ࢆ⤒㦂すࡿ᪉ἲ
 ࠋࡓし♧ࢆ
教育ⓗな㢪ࡾࡁࡗࡣࢆ࠸ࡽࡡ࠸ᣢࠊࡕ

ࡦ一人ࡶ子ࠊഛし‽ࢆάືࡿᐇ⌧すࢆࢀࡑ
教育ⓗなពࢆのᅜ㝿య㦂・␗ᩥయ㦂ࡾ
࡛⤒㦂すࡵࡓࡿᵝࠎなどⅬかࡽ⪃ᐹࠊၥ
㢟ᥦ㉳しࠋࡓ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸳㸬学ᰯ⟶⌮職の⤒Ⴀㄢ

㢟 5 学ᰯࢆエン࣡ࣃ

࣮࣓ンࢺすࡿホ౯ 

ඹⴭ ᖹᡂ 23年 10᭶ ࠸ࡏ࠺ࡻࡂ 学ᰯホ౯ࢆ⤒Ⴀᨵ善⏕かすどⅬࢆ᥈ࡗ
ࠊႠ⤒࣒ࣛࣗ࢟カࣜࠊンࣙࢪࣅ学ᰯ⤒Ⴀのࠋࡓ
⤌⧊マ࣓ࢪࢿンࢺかࡽ学ᰯホ౯ࠊ࡛ࡲࡿ⮳
学ᰯ⤒Ⴀᚲせな㔜せࢡࢵࣆࢺスࢆヲゎࠋ 
A5∧ 㡫ᩘ 194㡫 
⦅⪅㸸ኳ➟ⱱࠊ大⬥ᗣ弘 
ඹⴭ⪅大⬥ᗣ弘ࠊ加⸨ᓫⱥࠊ┦⃝Ⰻ明ࠊ善野
八千子ࠊᑠ島ᏹࠊ八尾ᆏಟࠊ根ὠ᭸美ࠊⓑ井
㐩夫ࠊ⊦⫤ுᩥࠊி㒔ᕷ教育ጤဨ 
本人ᢸᙜ部ศ㸸➨㸲章ࠕマ࣓ࢪࢿンࢺのࢶ

࣮ルし࡚の学ᰯホ౯ࠖ56㹼76㡫ࢆ༢ⴭࠋ 
学ᰯホ౯の࡛ࡲࢀࡇの⤒⦋ࢆゎㄝしࠊㄢ㢟

ホ⪅୕➨ࠋࡓし♧ࢆ࣒ステࢩのࡵࡓᨵ善の
౯ࡣఱかࡓࡲࠊ➨୕⪅ホ౯ࢆάかし࡚学ᰯ
のࢪ࣏テࣉࣈロ࢞ࣃン࠸ࢆࢲかࡿか
࣡ࣃエンࢆ学ᰯࠋࡓᥦ♧し࡛ࢺロチャ࣮ࣇࢆ
࣮すࡿホ౯のあࡾ᪉ࠊマ࣓ࢪࢿン࣮ࢶࢺル
し࡚の学ᰯホ౯のࠊࡕ࠺⮬ᕫホ౯のᡭἲࠊ学
ᰯ㛵ಀ⪅ホ౯ࠊ➨୕⪅ホ౯ࢆ中ᚰᩚ⌮し
授業ホ学⩦ホ౯ࡿ育࡚ࢆ学ຊࠊ࡚࠼加ࠋࡓ
౯ཬࡧ教師ຊࢆ育࡚ࡿ教ဨホ౯ࠊカࣜࣛࣗ࢟
 ࠋࡓㄽ⪃し࡚࠸ࡘࢺス࣓ンࢭ・࣒

㸴㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

ϩ㹼ᗂᑠ㐃ᦠࡄなࡘࢆ

㹕㹅のྲྀ⤌ࢆ㏻し࡚㹼 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 3᭶ ዉⰋ学ᅬ࢟ャࣜ
㛤Ⓨࢭン࣮ࢱ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂᑠ㐃ᦠ㹕㹅ྜྠ
研究のᖹᡂ 23年度のྲྀ⤌ࠋࡓࡵࡲࢆᗂ
ᑠ᥋⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟（ᑵ学๓）ࢆ㛤Ⓨࢆヨࡳ
ධ学๓のࠊࡶࡿ 3㐌間ࢆ᳨ウしࠋࡓ 
㡫ᩘ 185㡫 
ඹⴭ⪅㸸善野八千子ࠊ๓田ὒ一ࠊ⟄井㏻子ࠊ
㜰本ࠊࡾࡺࡉ༡ᑦ美ࠊ๓田వ子ࠊ大山ኟ⏕ࠊ
ᐃ㇏子ࠊ田村㇏ࠊⲨ井恵子ࠊゅ田㐨௦ࠊ 
本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 1章ࠕᗂᑠ㐃ᦠ WGྜྠ

研究のྲྀࡳ⤌ࡾព⩏ 6ࠖ-11㡫ࠊ➨ 4章ࠕ
࣒ࣛࣗ࢟ᗂᑠ᥋⥆カࣜࡿゎỴすࢆࠖ࠸ࡲ
52-82㡫ࢆࠊ༢ⴭࠋ 
 ᗂᑠ㐃ᦠ WGྜྠ研究のྲྀࡳ⤌ࡾព⩏
ࠊ࡚࠸おά⛉⛣⾜ᮇ⏕࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸ࡘ
カ࣒ࣜࣛࣗ࢟సᡂの⤒㦂かࡽの᪉ἲㄽ⤌
⧊㛤ⓎࡘなࡿࡀⓎᒎᛶࢆ౯್࡙ࡲࠋࡓࡅ
ࡽධ学┤ᚋの≧ἣかࡿ࠸࡚ࡗᅔࡀ⪅ᣦᑟࠊࡓ
࡛なࠊࡃ学⩦⪅のഃかࡓࡳࡽᑵ学ᚋの子ࡶ
の࠸ࡲせᅉ 6Ⅼࢆᥦ♧しࠋࡓ 
学ࡧのᇶ♏ຊのマࢡࣜࢺスసᡂࠊࡾࡼ

ᑠ学ᰯᗂඣ教育ࠊά⏝し࡛ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡
教育⪅ྠྜࡿࡼの教育ㄢ⛬の⌮ゎཬ᳨ࡧ
ウの᪉⟇࡚࠸ࡘのලయⓗな㐨➽ࢆ♧しࠋࡓ 
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㸺ࡿࡸẼ㸼ࢆᘬࡁฟ

す・㸺ࡿࡸẼ㸼ࢆ育࡚ࡿ 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 8᭶ 金子書ᡣ 教師ࡀ子ࡶの㸺ࡿࡸẼ㸼ࢆᘬࡁฟしࠊ育
・教ᮦࠊࡾࢃ教⛉のかかࠊࢆ⟇の᪉ࡵࡓࡿ࡚
ᰯෆ研究ࠊ学⩦ሿのྲྀࡳ⤌ࡾなࡶཧ⪃⪃
ᐹࠊᥦしࠋࡓ 
A5∧ 㡫ᩘ 179㡫 
⦅⪅㸸人間教育研究༠㆟ 
ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ࠊ加⸨ 明ࠊ松田智子ࠊ金
山憲正ࠊ善野八千子ࠊぢ健史ࠊ久田 Ꮥࠊ
㘊⧊ ᙲࠊఫ本ඞᙪࠊ野田健ྖࠊ中田正ᾈࠊ 
๓田ὒ一ࠊ中村 ဴࠊ瀧明知惠子ࠊὸ田  
本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 9章ࠕ子ࡶの㸺ࡿࡸẼ

㸼ࡘࢆなࡄᗂᑠ᥋⥆ࠖ34㹼46㡫ࢆ༢ⴭࠋ 
子ࡶの㸺ࡿࡸẼ㸼ࡘࢆなࠊࡇࡄ育ࡕ学
ࠋࡓㄽ㏙しࡽのඹ㏻のၥ㢟かࡇࡄなࡘࢆࡧ
ពḧ・ࣔチࣙࢩ࣮࣋ンࠊ㸺ࡿࡸẼ㸼㛵すࡿ
 ⥆ᗂᑠ᥋ࠋࡓᐹ・ᩚ⌮し⪄ࢆㅖㄝࡧཬࢱ࣮ࢹ
ᚲせな 3せ⣲ཬࡀ⬻ࡧ㸺ࡿࡸẼ㸼ࢆฟし࡚
ᗂᑡࠋࡓし♧ࢆの知ぢの᮲௳なࡘ㸲ࡿࢀࡃ
ᮇの子ࡶのពḧࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘの正య⎔
ቃࠊ࡚࠸ࡘᗂᑠ᥋⥆ᮇおࡿࡅ㸺ࡿࡸẼ㸼
 ࠋࡓᐹし⪄ࠊ࡚࠸ࡘฟすᐇ㊶ࡁᘬࢆ

人間－77



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸶㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

㸫ᗂᑠ㐃ᦠのࡄなࡘࢆ

あࡾ᪉᥋⥆カࣜࣗ࢟

 のసᡂ㸫࣒ࣛ

ඹⴭ 
 

ᖹᡂ 24年 9᭶ MJ-Book ᗂඣᮇඣ❺ᮇの᥋⥆カࣜࡘ࣒ࣛࣗ࢟
⦌⤒ࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡽά⛉⛣⾜ᮇか⏕ࠊ࡚࠸
ỗ⏝ᛶのあࡿ᥋⥆すࢆᑵ学๓ᚋࠋࡓᐹし⪄ࢆ
し☜明ࢆどⅬࡿᨵ善すࢆ࣒ࣛࣗ࢟カࣜࡿ
 ࠋࡓ
A5∧  131㡫 
ඹⴭ⪅㸸善野八千子ࠊ๓田ὒ一ࠊᐃ㇏子ࠊ㜰
本ࠊࡾࡺࡉ༡ᑦ美ࠊ大山ኟ⏕ࠊ๓田వ子ࠊ
田村㇏ 
本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 1章ᗂᑠ᥋⥆のࡵࡓな

すࠊ࡛ࡇࡁ ࡇࡿࡁ 8-17㡫ࠊ➨ 4章ࠕ
࣒ࣛࣗ࢟ᗂᑠ᥋⥆カࣜࡿゎỴすࢆࠖ࠸ࡲ
58-87㡫ࠊ➨ 5章育ࡓࡗຊࢆ学ࡪຊ 88-99
㡫ࢆ༢ⴭࠋ 
教ဨの㈨㉁ྥୖࡶᐤすࡿᐇ㊶研究

スࠖࢡࣜࢺマ࠸ࡲࠕࠋࡓᐹし⪄ࠊ࡚࠸ࡘ
ࠋࡓࡳヨ࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝研ಟ࡛άࠊ㛤Ⓨしࢆ
࡚࠸ࡘ⏝άࡸ研ಟの᪉ἲࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡
一᪥య㦂ධ学のࠖάືࠕࠊࡓࡲࠋࡓし♧ࡶ
ࠊ࡚࠸ࡘ⤂介しᚋのⓎᒎㄢ㢟ࢆ明♧し
 ࠋࡓ
 

㸷㸬ክຊࢆ育࡚ࡿ᪂し

 ࡾࡃ学ᰯ࡙࠸

ඹⴭ ᖹᡂ 25年 4᭶ 教育ฟ∧ ᮍ᮶ྥか࠺ຊࡇࡿࡅࡘࢆの࡛ࡿࡁ学
ᰯ⤒Ⴀのᅾࡾ᪉のᥦし࡚ࠊ᪂ࡓな知ぢ
ᐇࠊ࠼ࡲࡩࢆᮍ᮶ᚿྥᆺの学ᰯ࡙ࡾࡃのᥦ
ࠋ 
A5∧  136㡫 
ඹⴭ⪅㸸善野八千子ࠊ๓田ὒ一 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 1章ᛁし࠸木ࡾࡇの≀ㄒ
(1-4㡫)ࠊ➨ 2章ࢇࡇな学ᰯࡀ᪥本の教育ࢆ
ኚࡿ࠼(5㸫14㡫)ࠊ➨ 7章ࠕ一▼㫽ࣛࣉンࠖ
の㸿㹀㹁ࠕ  ࠖ(84㸫106㡫)ࠊ➨ 8章ᗂ
⛶ᅬおࡿࡅ学ᰯホ౯(107㸫116㡫)ࠊ➨ 9章
のᨵ善 (117㸫ࢺ࣮ࢣンእ部ホ౯ࡿなࡽࡉ
136㡫)ࢆ༢ⴭࠋ 
教ဨの㈨㉁ྥୖࡀ子ࡶの学ᰯᩥࢆ

ホࡸ学ᰯゼၥ記ࠋࡓㄽ⪃しࢆࡇࡿなຊࡿ
౯ࢆᨵ善⏕かしࡓ➼の࣮ࣇルࣜࢻ
のⓎಙ㌿ࡾࡃ学ᰯ࡙ࠋᐹ⪄ࡽศᯒかࡸチ࣮ࢧ
のᚲせᛶࢆㄝࠊࡁ学ᰯ教育㛵ಀ⪅ࠊ学⏕➼
ࢆ知ぢࡿす⬟ྍࢆኚᐜື⾜ࠊし⪄⇍ඹ
♧しࠋࡓ 
 

㸯㸮㸬教育࣒࣮࢛ࣛࣇ

54ࠗ ྛ教⛉➼の学⩦ࢆᨭ

 ゝㄒάື࠘ࡿ࠼

ඹⴭ ᖹᡂ 26年 8᭶ 金子書ᡣ ゝⴥのຊࢆ育࡚ࡵࡓࡿ༢元目ᶆᵓ㐀ᅗࡸ
年間ᣦᑟィ⏬のά⏝な࠼⪄ࢆなྛࠊࡽࡀ教
⛉特᭷のゝㄒάືࠊ࡚࠸ࡘ教師ࡀの࠺ࡼ
なⅬ␃ពしࡓᣦᑟ࠸ࡼࡤ࠼⾜ࢆのかࠊලయ
ⓗなᐇ㊶ࢆ㋃࡚࠼ࡲ⪃ᐹしࠋࡓ 
A5∧ 㡫ᩘ 140㡫 
⦅⪅㸸人間教育研究༠㆟ 
ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ࠊ加⸨ 明ࠊ金⃝Ꮥ夫ࠊḈ
本明美ࠊ金山憲正ࠊ中田正ᾈࠊᕝಛᚭࠊ松田
智子ࠊ善野八千子ࠊⶶあすかࠊオチャンテ村
井ロ࣓ࢧルࢹࢭス 
本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 10章ࠕᗂᑠ᥋⥆おࡅ

 ࠋ༢ⴭࢆのゝㄒάືࠖ98㹼109㡫ࡽかࢀࡇࡿ
ᗂᑠ᥋⥆ᮇのᑐヰጼໃࠊ࡚࠸ࡘ育ࡕ

学ࡘࢆࡧなࡄㄢ㢟かࡽㄽ㏙しࠋࡓ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸯㸯㸬教⛉ຊ ⏕ά ඹⴭ ᖹᡂ 28年 2᭶ ⋢ᕝ大学ฟ∧ 学⩦ᣦᑟせ㡿ᖹᡂ 20 年ᑐᛂࠋ教ဨ
のຊ㔞ᙧᡂお࡚࠸㔜せな⏕ά⛉のෆ
ᐜᵓᡂの⌮ゎࢆ目ⓗし࡚ࠊ⏕ά⛉の
ࠋࢺス࢟のᐇ㊶ຊの⮬学⮬⩦テࡵࡓ  
A5∧ 㡫ᩘ 182㡫 
⦅⪅㸸ᑎ本₩ 
ඹⴭ⪅㸸ᑎ本₩ࠊ⥥㈏健治ࠊ森山㈼一ࠊ⚄Ọ
典㑻ࠊ善野八千子ࠊ 
本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 11章ࠕスࢺ࣮ࢱカࣜ࢟

ᣦᑟෆᐜの㔜せᛶ࣒ࣛࣗ 1ࠖ14㹼124㡫ࠊ➨
12章ࠕὶࢆ㏻しࡓ人間㛵ಀసࡾのᣦᑟෆ
ᐜࠖ125㹼135㡫ࠊ➨ 14章ࠕ⮬ᕫᡂ㛗Ẽ
かࡿࡏෆᐜ 1ࠖ46㹼156㡫ࠊおࠕࡾࢃ⏕ά⛉
タのෆᐜ᭱ࡸ᪂の教育⏺のືྥ 1ࠖ76㹼182
㡫ࢆ༢ⴭࠋ 

 
㸯㸰㸬教育࣒࣮࢛ࣛࣇ

59ࠗᑐヰⓗな学ࢡ-ࡧ

テࣈ・ࣛ の㸯ࢢンࢽ࣮

 ࠘-ࢺン࣏࣮࢟のࡘ

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 2᭶ 金子書ᡣ యⓗ・ᑐヰⓗな῝࠸学ࠊࡧすなࢡࡕࢃ
テࢽ࣮ࣛ・ࣈンࢆࢢᐇ⌧すࡣࡿᐇ㝿のᣦ
ᑟሙ㠃࡛ᙺ❧ࡘᕤ夫ࠊලయⓗなᥦࢆしࠋࡓ 
A5∧ 㡫ᩘ 176㡫 
⦅⪅㸸᪥本人間教育学 
ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ఀࠊᮁ治㤳田㙊ࠊ裕ᓟࠊ
ᓮ一夫ࠊ金山憲正ࠊⳢ井ၨ之ࠊಇ夫ࠊ㉥ᇼ
博之ࠊ善野八千子ࠊ∾田⚽ࠊⓒఫ満ࠊ中
村㇏ࠊ▼森広美ࠊオチャンテ村井ロ࣓ࢧルࢭ
 井ୖಙ子ࠊスࢹ
本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕᗂᑠ᥋⥆ᮇのᑐヰⓗ学ࡧ

のຊࠖ91㹼101㡫ࢆ༢ⴭࠋ 
ᗂඣᮇかࡽᑠ学ᰯ᥋⥆のᑐヰⓗ学ࡧのຊ

の᥋Ⅼࡤࡇ次ⓗࡤࡇ一次ⓗࠊし࡚
 ࠋࡓᐹし⪄ࡽ教師のᙺかࡘ❧

 

㸯㸱㸬教育࣒࣮࢛ࣛࣇ

-ࡵࡓのࡧ学࠸῝60ࠗ

ࣛ・ࣈテࢡ ࢢンࢽ࣮

の目ᣦすࡶの-࠘ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 8᭶ 金子書ᡣ యⓗ・ᑐヰⓗな῝࠸学ࠊࡧすなࢡࡕࢃ
テࢽ࣮ࣛ・ࣈンࢆࢢᐇ⌧すࡣࡿᐇ㝿のᣦ
ᑟሙ㠃࡛ᙺ❧ࡘᕤ夫ࠊලయⓗなᥦࢆしࠋࡓ 
A5∧ 㡫ᩘ 176㡫 
⦅⪅㸸᪥本人間教育学 
ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ྂࠊᕝ治ࠊ㙊田㤳治ᮁఀࠊ
ᓮ一夫山金ࠊ之ၨ井Ⳣࠊ美健⏿大ࠊ裕ᓠࠊ
憲正ࠊ▼森広美ࠊ善野八千子ࠊ瀧明智恵子ࠊ
岡村季光ࠊ松井典夫 
本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕᗂᑠ᥋⥆ᮇの῝࠸学ࡧ㸫

ᆅᇦᮍ᮶ࡘなࡄ⏕ά⛉のかࡽ㸫ࠖ
103㹼113㡫ࢆ༢ⴭࠋ 

ᗂඣᮇかࡽᑠ学ᰯ᥋⥆の࠸῝ࠕ学ࡧのຊࠖ
 ࠋࡓᐹし⪄ࡽά⛉か⏕ࠊㄽ⪃し࡚࠸ࡘ

 
㸯㸲㸬教育࣒࣮࢛ࣛࣇ

61ࠗ ྛ学⩦㡿ᇦおࡿࡅ

ᇶ本ⓗなぢ᪉・⪃࠼᪉㸫

ࣛ・ࣈテࢡ ࢢンࢽ࣮

࡛㘫ࡶࡿࢀࡽ࠼の-࠘ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 2᭶ 金子書ᡣ యⓗ・ᑐヰⓗな῝࠸学ࠊࡧすなࢡࡕࢃ
テࢽ࣮ࣛ・ࣈンࢆࢢᐇ⌧すࡣࡿᐇ㝿のᣦ
ᑟሙ㠃࡛ᙺ❧ࡘᕤ夫ࠊලయⓗなᥦࢆしࠋࡓ 
A5∧ 㡫ᩘ 147㡫 
⦅⪅㸸᪥本人間教育学 
ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ࠊ㙊田㤳治ᮁ金ࠊ裕ᓠࠊ
山憲正ࠊゅᒇ㔜ᶞࠊ中村ဴࠊ㉺智㈉ࠊ大⏿昌
ᕫࠊ善野八千子ࠊ高木悠哉ࠊᮡᾆ健ࠊΏ㑓つ
▴㑻 
本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕᑠ学ᰯప学年おࡿࡅ㸺

ᇶ本ⓗなぢ᪉・⪃࠼᪉㸼 9ࠖ1㹼101㡫ࢆ༢ⴭࠋ 
ప学年おࡿࡅぢ᪉⪃࠼᪉ࠊ࡚࠸ࡘ⏕ά

の⪃ᐹࡵࡓࡴ⤌ࡾᩓ授業ᨵ善ᇶ㍈ࢆ⛉
 ࠋࡓしࢆ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

（学⾡ㄽᩥ）     

㸯㸬ᗂᑠ᥋⥆ᮇおࡿࡅ

カ࣒ࣜࣛࣗ࢟の㛤Ⓨ 

༢ⴭ ᖹᡂ 22年 12᭶ ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ

大学研究紀せ 

➨ 41ྕ p.49- p.67 

ᗂ⛶ᅬᑠ学ᰯ୧⪅ࡿࡼ教育ㄢ⛬の⌮

ゎࢆ中ᚰ᥎㐍すࡇࡿのព⩏ཬࡧ子ࡶ

の育ࡕ学ࡧの㐃⥆ಖドࢆ目ⓗし࡚ࠊ୧⪅

の教職ဨの㐃ᦠάືࢆ᥎㐍すࡿ⤌⧊㛤Ⓨの

あࡾ᪉ࢆ᥈ࡑࠋࡓࡗし࡚ࠕࠊỗ⏝ᛶのあࡿᗂ

ᑠ᥋⥆ᮇのカ࣒ࣜࣛࣗ࢟のసᡂࠖࢆ㏻し࡚ࠊ

ᵓᡂせ⣲సᡂのᡭ࡚࠸ࡘ࡚ࡔ明ࡽか

しࠊࡘࡘ教育ㄢ⛬の⌮ゎࢆධࡾ口し࡚ࠊ教

職ဨの⌮ゎ子ࡶ⌮ゎྠࢆすすࡵな

⧊⤌ᚲせなࡵࡓࡿ᥎㐍すࢆᗂᑠ㐃ᦠࠊࡽࡀ

のあࡾ᪉ࡸ᪉ྥᛶ➼の知ぢࢆ♧しࠋࡓ 

 

㸰㸬ᗂᑠ᥋⥆ᮇおࡿࡅ

カ࣒ࣜࣛࣗ࢟の㛤Ⓨϩ 

ඹⴭ ᖹᡂ 23年 11᭶ ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ

大学研究紀せ 

➨ 42ྕ p.49㹼p.67 

ᗂඣ教育ᑠ学ᰯ௨㝆の教育㛵ࡿࢃ

᪉ࡿࡼ教育ㄢ⛬の⌮ゎࢆ中ᚰしࠕࡓ育ࡕ

学のᡂ㛗ಖ㞀ࡶ子ࡧの㐃⥆ᛶࠖཬࡧ学

ຊಖ㞀の୧ࢆ目ⓗし࡚ࠊᗂᑠ୧⪅の教職

ဨの㐃ᦠάືࢆ᥎㐍すࡿカ࣒ࣜࣛࣗ࢟㛤Ⓨ

ཬࡧ⤌⧊㛤Ⓨのあࡾ᪉ࢆ᥈ࡓࡗ⥅⥆研究ࢆ

⥆ᗂᑠ᥋ࡿỗ⏝ᛶのあࠕࠊࡣᅇࠋࡓࡵࡲ

ᮇのカ࣒ࣜࣛࣗ࢟సᡂࠖの中࡛ࡅࢃࡾࠊᑵ

学ᚋのᑵ学┤ᚋのㄢ㢟ࢆ᥈ࠊࡾᑵ学๓のカࣜ

సᡂࢆࢺࢵマ࣮࢛ࣇのࡵࡓᨵ善の࣒ࣛࣗ࢟

しࠊά⏝᪉ἲࢆᥦ♧しࠋࡓ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ᑵ学┤ᚋのㄢ㢟ࢆ᥈ࠊࡾᑵ

学๓のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟ᨵ善のࡵࡓの࣮࢛ࣇマ

ᗂᑠ㐃ᦠࠊࡾࡼࡇのࡇࠋࡓసᡂしࢆࢺࢵ

ࡿࡆなࡘά⛉の授業ᨵ善⏕ࠊ一ᒙ᥎㐍しࢆ

᪉⟇ࢆ♧しࠋࡓ 

ඹⴭ⪅㸸善野八千子ࠊ๓田ὒ一 

 

㸱㸬ᗂ⛶ᅬの学ᰯホ౯

おࡿࡅእ部ンࢺ࣮ࢣ

㡯目సᡂのヨࡳ 

（ᰝㄞ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 7᭶ ᪥本学ᰯ教育学

学ᰯ教育研究ࠖࠕ

NO.27p.93㹼p.105 

 

ᗂ⛶ᅬおࡿࡅಖㆤ⪅の満㊊度㛵すࡿ研

究ࢆ 3カ年ࡾࡓࢃ⥅⥆しࠊᗂ⛶ᅬの⤒Ⴀᐇ

ែかࡽ㐺ษᢕᥱ࡛ࡿࡁホ౯㡯目ࢆ⟇ᐃし

ㄪᰝࡿす目ⓗࢆ㉁ၥ㡯目のసᡂࠋࡓ Aࠊ㉁

ၥ㡯目の⢭㑅ࢆ目ⓗすࡿㄪᰝ Bかࠊࡽಙ㢗

のỴᐃせᅉࢆ究明しࠊࡓࡲࠋࡓᗂ⛶ᅬの⤒Ⴀ

ᐇែかࡽ㐺ษᢕᥱ࡛ࡿࡁホ౯㡯目ࢆ⟇ᐃ

し10ࠋࡓᅬࢆ⌧ᆅゼၥㄪᰝしࠊᨵ善かࡽ

ศᯒしࡑࠊのά⏝の᭷ຠᛶ᳨࡚࠸ࡘウし

ᘚࢆႠ≧ἣ⤒ࡣ⡆౽な㉁ၥ⣬ࡓࢀࡉసᡂࠋࡓ

ูし᳨ࢆࡇࡿ࠺ドしࠋࡓ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸㉁ၥ㡯目のసᡂࢆ目ⓗす

ㄪᰝࡿ Aࠊ㉁ၥ㡯目の⢭㑅ࢆ目ⓗすࡿㄪᰝ

Bࢆᐇしࠊಙ㢗のỴᐃせᅉ᳨ࢆウしࡲࠋࡓ

Ⴀᐇែ⤒ࠊゼၥᣦᑟしࢆᑐ㇟ᗂ⛶ᅬᅬࠊࡓ

かࡽ㐺ษᢕᥱ࡛ࡿࡁホ౯㡯目ࢆ⟇ᐃしࠋࡓ

10ᅬࢆ⌧ᆅゼၥㄪᰝしࠊᨵ善かࡽศᯒ

しࡑࠊのά⏝の᭷ຠᛶ᳨࡚࠸ࡘウしࠋࡓ 

ඹⴭ⪅㸸๓田ὒ一ࠊ善野八千子 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸲㸬ᗂᑠ᥋⥆ᮇおࡿࡅ

カ࣒ࣜࣛࣗ࢟の㛤ⓎϪ

㹼ධ学ᚋの子ࡶのᡞ

ᝨ࠸╔目し࡚㹼 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 11᭶ ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ

大学研究紀せ 

➨ 43ྕ p.49㹼p.67 

のᡂ㛗ࡶ子ࡧの㐃⥆ᛶࠖཬࡧ学ࡕ育ࠕ

ಖ㞀学ຊಖ㞀の୧ࢆ目ⓗし࡚ࠊᗂᑠ୧

⪅の教職ဨの㐃ᦠάືࢆ᥎㐍すࡿカࣜࣗ࢟

⥅ࡓࡗ᥈ࢆ᪉ࡾ㛤Ⓨのあ⧊⤌ࡧ㛤Ⓨཬ࣒ࣛ

⥆研究࡛あࠋࡿᣦᑟ⪅ࡀᅔࡿ࠸࡚ࡗ≧ἣかࡽ

ධ学ᚋࠕࡀࡶ子ࡿ学⩦⪅࡛あࠊࡃなࡣ࡛

ᡞᝨࡿ࠸࡚ࡗ≧ἣࠖ╔目しࡅࢃࡾࠊᑵ学

┤ᚋのㄢ㢟ࠖ࠸ࡲࠕࢆのどⅬかࡽㄪᰝし

ࣛࣗ࢟ά⛉ࠖカࣜ⏕ࠕࡿゎỴすࢆࡽࢀࡑࠋࡓ

ル࣮ࢶࡿなࡾかࡀᨵ善のᡭࡣࡓࡲ㛤Ⓨ࣒

ᑠ学ᗂඣ教育ࢆせᅉ࠸ࡲࠋࡓᥦ♧しࢆ

ᰯ教育の᪉࡛ゎỴすࠕࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿ子

ࢆ࣒ࠖࣛࣗ࢟カࣜࡄなࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ

సᡂཬࡧᨵ善のᡭ❧࡚し࡚ࠊ研ಟ࡛ࡶά

 ࠋࡓ၀し♧ࢆࡇࡿࡁ࡛⏝
 

㸳㸬ࠕ人間教育ࠖの典ᆺ

̿ ᗂᑠ㐃ᦠ・᥋⥆教育

の౯್ ̿ 

（ᰝㄞ） 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 3᭶ 

 

᪥本人間教育学 

学ㄅ Vol.1 

p.67㹼p.78 

教育の㐃ᦠᛶ教育の一㈏ᛶࠊ࠼ࡲࡩࢆᗂ

ᑠ㐃ᦠ・᥋⥆,の౯್࡚࠸ࡘ㏙ࠊࡓࡲࠋࡓ

おᗂᑠ᥋⥆ᮇࡽの研究の知ぢか࡛ࡲࢀࡇ

♧ᥦ࡚࠸ࡘ㛤Ⓨの᪉ἲ࣒ࣛࣗ࢟カࣜࡿࡅ

しࠊࡽࡉࠋࡓᗂඣᮇの教育ᑠ学ᰯおࡅ

ά⏕ࡓㄽ㏙し࡚࠸ࡘの㐃⥆ᛶ⛉ά⏕,ࡿ

⛉ᡂ㛗༢元お࡚࠸,学⩦⪅の⮬ᕫᡂ㛗の

Ẽ࡙ಁࢆࡁす㐣⛬ࢆศᯒし,άືのάᛶཬ

ᐹ⪄,࡚࠸ࡘ᪉のᚲ↛ᛶࡾࢃᣦᑟ⪅の㛵ࡧ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

 
㸴㸬人間教育㈨すࡿ

⥆のᗂᑠ᥋ࡽかࢀࡇࠕ

教育ࠖのᒎ㛤(1) 

㸫⮬ᕫᡂ㛗のẼ࡙ࡁ

⌧す⏕ά⛉のᐇಁࢆ

 㸫（ᰝㄞ）࡚ࡅྥ

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 3᭶ ᪥本人間教育学 

学ㄅ Vol.2 

p.93㹼p.105 

ά⏕ࡿなのᗂᑠ᥋⥆のᇶ㍈ࡽかࢀࡇࠕ

⛉教育ࠖのᕤ夫ᨵ善なࡿ㸱ࡘのせ௳ࢆᑟฟ

しࡽࢀࡇ,ࡽࡉࠋࡓ㸱ࡘのせ௳ࠋ⏕ά⛉ᡂ

㛗༢元お࡚࠸,学⩦⪅の⮬ᕫᡂ㛗のẼ࡙

ᣦࡧศᯒし,άືのάᛶཬࢆ⛬す㐣ಁࢆࡁ

ᑟ⪅の㛵ࡾࢃ᪉のᚲ↛ᛶ࡚࠸ࡘ,⪃ᐹࢆ⾜

ᐇ㊶ࡿ㊊すࢆ௳のせࡘ㸱ࡽࢀࡇࠋࡓࡗ

➨ά⛉ᡂ㛗༢元⏕ࠕ 2学年⮬ศࠖࢇࡅࢇࡓの

ศᯒ᳨ࡿࡼドࡑ,࠸⾜ࢆの᭷ຠᛶ࡚࠸ࡘ

ゎ明しࠋࡓ 

 
㸵㸬人間教育㈨すࡿ

ࣗ࢟ᗂᑠ᥋⥆ᮇカࣜࠕ

࣒ࣛ のࠖあࡾ᪉㸫ࡲࠕ

スࢡࣜࢺマ࠸ ⏝άࠖࢆ

しࡓ᥋⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟

のᨵ善㸫（ᰝㄞ） 

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 3᭶ ᪥本人間教育学 

学ㄅ Vol.3 

p.39㹼p.50 

ᑵ学๓ᚋの子ࡶの࠸ࡲせᅉࢆᗂඣ

教育ᑠ学ᰯ教育の᪉࡛ゎỴすࡇࡿ

カࣜࡄなࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ子ࠕࠊ࡚ࡗࡼ

ࡲࠋࡓ၀し♧ࢆࡇࡿࡁసᡂ࡛ࢆ࣒ࠖࣛࣗ࢟

一᪥య㦂学⩦ࠖのᐇࠕࡓάかしࢆࡽࢀࡑࠊࡓ

㊶ᗂ⛶ᅬのゼၥㄪᰝ⤖ᯝかࡽ 4ẁ㝵のኚᐜࢆ

ศᯒしࠋࡓ 
ᑠ学ᰯ教育のᗂඣ教育ࢆせᅉ࠸ࡲ

᪉࡛ゎỴすࠕࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿ子ࡶの育

❧ᨵ善のᡭ࣒ࠖࣛࣗ࢟カࣜࡄなࡘࢆࡧ学ࡕ

㊶ᗂඣ教育のᐇࢆࡇࡿࡁ࡛⏝άࠊし࡚࡚

ࢆศᯒし᳨ドしࠋࡓ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸶㸬人間教育㈨すࡿ

ࣗ࢟ᗂᑠ᥋⥆ᮇカࣜࠕ

᪉（㸰）㸫ࡾのあ࣒ࠖࣛ

カ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ࣓ࢪࢿ

ンࢺかࡽ⪃ᐹすࡲࠕࡿ

スࢡࣜࢺマ࠸ のࠖά⏝

㸫（ᰝㄞ） 

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 3᭶ ᪥本人間教育学 

学ㄅ Vol.4 

p.43㹼p.56 

ᑵ学๓ᚋのࠕ子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧな

ࡿసᡂすࢆ࣒ࣛࣗ࢟カࣜࢺ࣮ࢱスࡵࡓࠖࡄ

・࣒ࣛࣗ࢟のカࣜࡑࡓࡲࠊࡇᚲせなࡵࡓ

マ࣓ࢪࢿンࢺのあࡾ᪉ࢆ࡚࠸ࡘ♧၀しࠋࡓ

㸱ࡘのᐇ㊶ᑠ学ᰯ㛵ࡓࡗࢃ⟶⌮職の⫈ࡁ

ࡽㄪᰝ⤖ᯝかࡾྲྀ 4 ẁ㝵のኚᐜࢆศᯒしࠋࡓ 
子ࠕࠊ࡚ࡗࡼ⏝スάࢡࣜࢺマ࠸ࡲ

ᨵ善࣒ࠖࣛࣗ࢟カࣜࡄなࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ

のᡭ❧࡚し࡚ࠊά⏝࡛ࢆࡇࡿࡁᑠ学ᰯධ

㛛ᮇの教育ᐇ㊶ࢆศᯒし᳨ドしࠋࡓ 
 

㸷. ⏕ࡁᢤࡃຊࢆ育ࡴ

人間教育Ѹᑠ学ᰯおࡅ

௦ⓗㄢ⌧教⛉ᣦᑟࡿ

㢟╔目し࡚Ѹ（ᰝㄞ） 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 12᭶ 人 間 教 育 学 研 究 

➨ 1ྕ p.39㹼p.54 

 

ࠊし࡚ࡊࡵࢆ人間教育ࡴ育ࢆຊࡃᢤࡁ⏕

育ࢆᕼᮃࡸክࠕࡿࡅお特ูの教⛉㐨ᚨࠖࠕ

学ຊࠕࡓし㍈ࢆࠖ⛉ᩘ⟭ࠕᣦᑟࠖࡴ

ウし᳨ࢆⓏᰯのᮍ↛㜵Ṇࠖのᣦᑟࡿࡼ

ᨵ善の᪉ྥࠊ࡛ࡇࡿᥦ♧すࢆᣦᑟࠋࡓ

ᛶࢆ♧しࠋࡓ特ูの教⛉㐨ᚨの中࡛ࠊ⮬ᕫの

⟭ࡸࡇࡿすࢆ間のಖ㞀ࡿ࠼⪄ࢆ᪉ࡁ⏕

ᩘ⛉ᣦᑟの中ࠊ⏕ᚐᣦᑟの 3 ᶵ⬟ࢆ⏕かし

 ࠋࡓし☜明ࢆのどⅬᣦᑟのᨵ善なࡓ
ඹⴭ⪅㸸善野八千子・金山㈨㔜安ᫍ・ෆ

⸨⩧一・᪩ᆏ✑・松田ᙬ加 

 
㸯㸮. ࡁ⏕ࠕᢤࡃຊࢆ

育ࡴ人間教育���Ѹ ᑠ学

学⩦ᣦᑟࡿࡅおᰯ

㠀ㄆ知⬟ຊ㛵すࡿ⌧

௦ⓗㄢ㢟╔目し࡚ࠖ

（ᰝㄞ） 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 31年㸱᭶ 人 間 教 育 学 研 究 

➨ 2ྕ p.25㹼p.46 

 

ᮍ᮶ࢆ⠏ࡃ子౪ࡁ⏕ࡕࡓᢤࡃຊࢆ育ࡴ

人間教育ࡊࡵࢆし࡚ࠕࠊ⏕ά⛉ࠖཬࠕࡧ特ู

άືࠖおࠕࡿࡅᗂᑠ᥋⥆ᮇの⤥㣗ᣦᑟࠖ

ウ᳨࡚࠸ࡘᣦᑟἲࡓし㍈ࢆάࠖ⏕ᐙᗞࠕ

しࠋࡓලయⓗᣦᑟࢆᥦ♧すࠊ࡛ࡇࡿ

ᨵ善の᪉ྥᛶࢆ♧しࡽࢀࡑࠊࡓࡲࠋࡓの学ᰯ

教育のྲྀ⤌ࠊ࡚࠸ࡘ♫㛤かࡓࢀ教育ㄢ

⛬の一ᙺࢆᢸ࠺学ᰯ㹆㹎᳨ࡶ࡚࠸ࡘウし

 ࠋࡓ
ඹⴭ⪅㸸善野八千子・中⳯・中西㈗大・

⧊㇂ⓒ江・村田一㍤ 

㸯㸯㸬教育⾜ᨻおࡿࡅ

ᗂᑠ᥋⥆ᮇのᨻ⟇ᙧ

ᡂ࡚࠸ࡘの⪃ᐹ 

༢ⴭ 令和元年 9᭶ ዉⰋ学ᅬ大学紀せ

➨11㞟p.99㹼p.112 

教育⾜ᨻおࡿࡅᗂඣ教育ᑠ学ᰯ教育

の᥋⥆ᮇのᨻ⟇ືྥ1989ࠊ࡚࠸ࡘ 年の⏕

ά⛉のタ௨㝆かࡽ᪥ࡿ⮳ᗂᑠ᥋⥆

㛵すࡿカ࣒ࣜࣛࣗ࢟（௨ୗࠊᗂᑠ᥋⥆カࣜ࢟

⣔ิࢆ教育ᨻ⟇のᴫせࡿࡄࡵࢆ（࣒ࣛࣗ

ἢᩚ࡚ࡗ⌮しࠋࡓ➨㸯ࡿࡁ⏕ࠕຊࠖおࡅ

ᑠࠕ㸰➨ࠊすẁ㝵ࡊࡵࢆࠖ┙学⩦のᇶࠕࡿ

㸯ࣉロ࣒ࠖࣞࣈのண㜵・ゎᾘࡊࡵࢆすẁ㝵ࠊ

➨㸱安࡛安ᚰな学ᰯ⏕άࢆスࡉࢺ࣮ࢱ

育࡚ࢆࡶ子࠺かྥࡧ学㸲➨ࠊẁ㝵ࡿࡏ

 ࠋࡓศ㢮し᳨࡚ウしẁ㝵ࡿ
 

㸯㸰. ⏕ࡁᢤࡃຊࢆ育

 人間教育(4)ࡴ

Ѹᑠ学ᰯおࡿࡅ教⛉➼

ᶓ᩿ⓗᣦᑟ╔目し࡚Ѹ 

（ᰝㄞ） 

 

ඹⴭ 令和㸰年㸱᭶ 人 間 教 育 学 研 究 

➨ 3ྕ p.43㹼p.56 

 

㈨ࠕࡿࡅお人間教育ࡴ育ࢆຊࡃᢤࡁ⏕

㉁・⬟ຊࢆ育ࠊࡵࡓࠖࡴᑠ学ᰯの学⩦ࢆ教⛉

➼ᶓ᩿ⓗなどⅬ࡛ᡂ❧ࡿࡏࡉㄢ㢟ゎỴࡵࢆ

ࠊ⛉ά⏕ࠊ⛉ᅜㄒ特ูの教⛉㐨ᚨࠋࡓしࡊ

♫⛉ࠊ⥲ྜⓗな学⩦の間の教⛉➼ᶓ᩿ⓗ

ᣦᑟ࡚࠸ࡘ⪃ᐹしࠋࡓලయⓗ᪤Ꮡのᣦᑟ

᳨ࢆウし࡚ᨵ善の᪉ྥᛶࢆ♧しࠋࡓ 

ඹⴭ⪅㸸善野八千子・㛵本和ஓ・㇂野ⴌ・

森本大㈗ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

 （のࡑ）

 研究ሗ࿌書ࠖࠕ

   

 

 

㸯㸬ዉⰋ┴ᑵ学๓教育研

究ㄪᰝ業᭱⤊ሗ࿌書 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 3᭶ ி㒔大学ᆅᇦ㐃ᦠ

教育研究᥎㐍ࣘࢽ

 ࢺࢵ

ዉⰋ┴ጤკ研究（ዉⰋ┴ᑵ学๓教育研究ㄪ

ᰝ業）A㸲∧  175㡫研究௦⾲ 高ぢⱱ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸1.ᑠ学ᰯの㐃ᦠぶ㛵

の㐃ᦠᑠ学ᰯ-ࡵࡓᑵ学๓教育⯆のࠕ

᥎㐍ཬࡧᐙᗞ教育のᨭಁࢆ㐍すࡾྲྀࡿ⤌

 ࠋ༢ⴭࢆᙜ࡚࡚-ࠖ2㹼21㡫ࢆⅬ↔ࡳ

 

㸰㸬ዉⰋ┴ᑵ学๓教育研

究ㄪᰝ業᭱⤊ሗ࿌書 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 12᭶ ி㒔大学ᆅᇦ㐃ᦠ

教育研究᥎㐍ࣘࢽ

 ࢺࢵ

ዉⰋ┴ጤკ研究（ዉⰋ┴ᑵ学๓教育研究ㄪ

ᰝ業）A㸲∧  159㡫研究௦⾲ 高ぢⱱ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸3.ࣉロ࣒ࣛࢢᐇ㊶≧ἣのศ

ᯒࠕᑵ学๓教育⯆のࡵࡓ-ཧほゼၥᅬཬ

ホศᯒࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ≦⌧㸯ᅬのᐇのࡧ

౯・⥲య104ࠖ-࡚࠸ࡘ㹼116㡫ࢆ༢ⴭࠋ 

 

     㘓㞟ࠖࠕ

㸯㸬ᖹᡂ 25年度研究・

研ಟ㘓➨ 44ྕ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 3᭶ 大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ

㐃ྜ 

ᖹᡂ 25年度研究・研ಟ㘓ࠕᑓ㛛教㣴研

ಟࠖし࡚ࠊᇳ➹ࠋ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ᗂᑠ㐃ᦠࠕ子౪の育ࡕ学

 ࠋ༢ⴭࢆ69㹼72㡫ࠖࡄなࡘࢆࡧ

 

㸰㸬ᖹᡂ 26年度研究・

研ಟ㘓➨ 45ྕ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 3᭶ 大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ

㐃ྜ 

ᖹᡂ 26年度研究・研ಟ㘓ࠕᑓ㛛教㣴研

ಟࠖし࡚ࠊᇳ➹ࠋ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ᗂᑠ㐃ᦠ(2)ࠕ子౪の育ࡕ

のゝㄒάືࡽかࢀࡇࡄなࡘࢆࡧ学 8ࠖ5㹼89

㡫ࢆ༢ⴭࠋ 

 

 

㸱㸬ᖹᡂ 27年度研究・

研ಟ㘓➨ 46ྕ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 3᭶ 大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ

㐃ྜ 

ᖹᡂ 27年度研究・研ಟ㘓ࠕᑓ㛛教㣴研

ಟࠖし࡚ࠊᇳ➹ࠋ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ᗂᑠ㐃ᦠࠕᗂᑠ᥋⥆カࣜ࢟

スࢡࣜࢺマ࠸ࡲᨵ善㸺のసᡂ࣒ࣛࣗ

㸼ࢆά⏝し࡚ࠖ78㹼80㡫ࢆ༢ⴭࠋ 

 

㸲㸬ᖹᡂ 28年度研究・

研ಟ㘓➨ 47ྕ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 3᭶ 大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ
㐃ྜ 

ᖹᡂ 28年度研究・研ಟ㘓ࠕテ࣮マ研ಟࠖ

 ࠋ➹ᇳࠊし࡚

本人ᢸᙜ部ศ㸸子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧな

のຊࡧᗂᑠ᥋⥆ᮇのᑐヰⓗ学ࡄ 35㹼38㡫ࢆ

༢ⴭࠋ 
 

㸳・ᖹᡂ 29年度研究・

研ಟ㘓➨ 48ྕ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 3᭶ 大㜰ᕷ⚾❧ᗂ⛶ᅬ
㐃ྜ 

ᖹᡂ 29年度研究・研ಟ㘓ࠕテ࣮マ研ಟࠖ

 ࠋ➹ᇳࠊし࡚

本人ᢸᙜ部ศ㸸子ࡶの育ࡕ学ࡘࢆࡧな

ࡧ学࠸῝ࠕᗂᑠ᥋⥆ᮇのࡄ 2ࠖ1㹼25㡫ࢆ༢ⴭࠋ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

     典ࠖࠕ

㸯㸬ᨵゞ ᐇ㊶教育ホ౯

典 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 22年 8᭶ ᩥ⁇ᇽ ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿᪂ᣦᑟせ㘓ࢆᇶ本ᤣ࠼
 ࠋゎㄝࢆ教育ホ౯のᇶ♏知㆑ⓗな⏝ㄒࡓ
㸿4∧  264㡫 
ඹⴭ⪅㸸Ლ田ཿ一ࠊ加⸨明ࠊ㛗㇂ᾈஓࠊ吉村
ᕼ⮳ࠊᅵ田ᆂ子ࠊ▼井雅ᖾୖࠊ之ᅬබ子ࠊ尾
ᓮ友美ࠊ松田智子ࠊ㙊田㤳治ᮁࠊぢᘓ史ࠊ
金ἑ⥳ࠊ᭷本昌弘ࠊ木ୗ博⩏ྂࠊᕝ治ࠊ⊷田
祐Ⴙࠊᑠᗣࠊ❧田裕ࠊᅵ田ᆂ子ࠊ⎼弘
善野八ࠊᑎ本㈗ၨࠊ松ᾆᣅஓࠊ田中博史ࠊ⾜
千子ࠊゅ㇂㔜ᶞࠊ⡿田㇏ࠊᕝ㐩夫ࠊᑠᴋᚭࠊ
ෆ田和ᑑࠊ林⩏ᶞࠊⳢ千⣴ࠊ森ᩄࠊᕝᓮ弘 
本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ学ᰯホ౯ࠖ188㸫189㡫ࢆ༢
ⴭࠋ 
学ᰯホ౯ࠊ࡚࠸ࡘ学ᰯホ౯のࣛࢻ࢞ン
のᨵゞかࡽ㐍ࡵ᪉࡛ࡲゎㄝࠋ 
 

     

     ࠖ✏౫㢗原ࠕ

㸯㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

ಖᗂᑠ㐃ᦠϨࡄなࡘࢆ

᥋⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟సᡂ

の࣏ンࢺ 

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 22年 11᭶ ᪥本教育⥈ྜ研究

ᡤ 

㐌ห教育 PRO 

➨ 40ᕳ➨ 43ྕ 

 

ᗂ⛶ᅬ教育ᑠ学ᰯࠕ⏕ά⛉ࠖ教育࠸ࡘ

᳨ࡽどⅬか࠺࠸ࠖࡧ学ࡽかࡧ㐟ࠕࠊࢆ࡚

ウࢆ加ࠋࡓ࠼㸯Ⅼ目ࠊⓎ㐩༶しࠕࡓ育࡚

㸰Ⅼ目ࠋࡇࡿタᐃすࢆෆᐜࠖࠕጼࠖ࠸ࡓ

知ࢆ࠸㐪ࡸの⎔ቃのኚ࡚ࡗࡶ子ࠊ

の᪂し࡚ࡗࡶ子ࠊࡣ㸱Ⅼ目ࠋࡇࡿ

間・✵間・௰間ࠖࠕࢆ࠸㐪ࡸቃのኚ⎔࠸

࡛ᩚ⌮すࢆࡇࡿㄞࡳゎࠋࡓ࠸特ࠊᑵ学๓

㸳ṓඣ㸰᭶ᮎかࠊࡽධ学ᚋ㸯年⏕ 4᭶・㸳᭶

➨㸯㐌࡛ࡲのࠕ᥋⥆ᮇ㸵㐌間ࣔࢹルࠖの࠺

ࢺ࣮ࢱᑠ学ᰯධ学ᚋ➨㸯㐌の⏕ά⛉スࠊのࡕ

カ࣒ࣜࣛࣗ࢟の一かࡑࠊࡽの㔜せᛶࢆ♧し

 ࠋ༢ⴭࢆ本人ᢸᙜ部ศ㸸36㹼 38 㡫ࠋࡓ

 

㸰㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

࡛ࡽ㹼明᪥かࡄなࡘࢆ

ࣗ࢟ᗂᑠ᥋⥆カࣜࡿࡁ

 ձ࣒ࣛ

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 5᭶ ᪥本教育⥈ྜ研究

ᡤ㐌ห教育 PRO 

➨ 42ᕳ➨ 11ྕ 

 

␗ᰯ✀のಖ育・教育⌧ሙࡘࢆなࡂなࠊࡽࡀ

子ࡶの育ࡘࢆࡕなࡄ研究ᐇ㊶の 㑏ࢆ

ᐇ⌧し࡚ࡃ࠸⨨し࡚の⤌⧊㛤Ⓨ࠸ࡘ

ᡭし╔ࡽ2009年かࠊ࡛ࡲࢀࡇࠋࡓ၀し♧ࠊ࡚

 ࠋࡓし♧ࢆᒎᮃㄢ㢟ࠊし⌮ᩚࢆ研究⥆⥅ࡓ

ᗂࠕࡄなࡘࢆᑠ学ᰯ教育ᗂඣ教育ࠊࡓࡲ

ᑠ᥋⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟（ᑵ学๓）（ᑵ学ᚋ）ࠖ の

カࣜࢆ࣒ࣛࣗ࢟సᡂすࣉࡿロࢭスࢆ♧၀ࠋ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸32㹼37㡫ࢆ༢ⴭࠋ 

 

㸱㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

࡛ࡽ㹼明᪥かࡄなࡘࢆ

ࣗ࢟ᗂᑠ᥋⥆カࣜࡿࡁ

 մ࣒ࣛ

 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 7᭶ ᪥本教育⥈ྜ研究

ᡤ㐌ห教育 PRO 

➨ 42ᕳ➨ 15ྕ 

 

᪂ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿のᇶ本⌮ᛕ࡛あࠕࠊࡿ⏕

ᗂඣ教ࠊࡽかࡇࡴࡃࡄࡣࢆ♏ຊࠖのᇶࡿࡁ

育⤊ẁ㝵࡛㌟ࠕ࠸ࡓࡅ知・ᚨ・య ࠊࠖ

学ࡧのᇶ♏ຊのᇶ本㡯ࢆゎㄝࠋᗂᑠ᥋⥆カ

目ᶆࠊࡾࡓあのసᡂ（ᑵ学๓）࣒ࣛࣗ࢟ࣜ

࢟カࣜࡿࡀなࡘ⛉ά⏕ࠊࡽࡉࠋࡓし♧ࢆ

人ࠊ間✵ࠊ間ࠕࢆのどⅬࡵࡓసᡂの࣒ࣛࣗ

間ࡶࠊのࠊᢏ⬟ࠊᚰࠖの 6㡯目࡛あࡿ♧

しࠊ⦪㍈ࠕࠊ知・ᚨ・య ࠊ間ࠕࠊᶓ㍈ࠊࠖ

✵間ࠊ人間ࡶࠊのࠊᢏ⬟ࠊᚰࠖのマࢡࣜࢺ

スࢆ⪃ࠕࠊࡓࡲࠋ学ᰯࠖࡇࡗࡈᑵ学ᚋの

子ࡶのయ㦂㐟ࡧの㔜せᛶࡲ࡚࠸ࡘ

 ࠋࡓࡵ

本人ᢸᙜ部ศ㸸33㹼37㡫ࢆ༢ⴭࠋ 

 

人間－84



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸲㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

࡛ࡽ㹼明᪥かࡄなࡘࢆ

ࣗ࢟ᗂᑠ᥋⥆カࣜࡿࡁ

 յ࣒ࣛ

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 7᭶ ᪥本教育⥈ྜ研究

ᡤ 

㐌ห教育 PRO 

➨ 42ᕳ➨ 16ྕ 

 

ධ学๓のࠕ一᪥య㦂ධ学かࠊࡽ学ᰯࡇࡗࡈ

ࡘ⥆ά⛉の᥋⏕ᗂඣ教育ࠊ࡚࠸ࡘࠖ

ࠊࡣせᅉ࠸ࡲධ学๓ᚋのࠋࡓᐹし⪄ࠊ࡚࠸

6Ⅼあࢆࡇࡿ♧しࠋࡓ間・✵間・人間・

のᑠ学ᰯධ学Ⅼࠊ࡚࠸ࡘ࠸ࡀࡕののࡶ

┦㐪Ⅼࠊ࡚࠸ࡘゎㄝࡾࡼࠕࠋព⩏のあࡿ一

᪥య㦂ධ学ࠖのάືࠊ࡚࠸ࡘᗂඣ教育のࡡ

目ࠊ記し࡚ేࢆ࠸ࡽࡡᑠ学ᰯ⏕ά⛉の࠸ࡽ

ᶆᑐᛂしࡓάືし࡚のホ౯᳨ࢆウしࠋࡓ

άື ࠸ࡏࢇࡡࡕ࠸ࡄす࠺ࡶࠕྡ ༢元ࠊࠖ あࠕྡ

࠸しࡽࡓ 1年⏕ࢆし࠸ࡓ࠺ࡻしࠖ࠺ࡼ㛵㐃

し࡚ᥦ♧しࠋࡓ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸34㹼37㡫ࢆ༢ⴭࠋ 

5㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

࡛ࡽ㹼明᪥かࡄなࡘࢆ

ࣗ࢟ᗂᑠ᥋⥆カࣜࡿࡁ

 ն࣒ࣛ

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 8᭶ ᪥本教育⥈ྜ研究

ᡤ 

㐌ห教育 PRO 

➨ 42ᕳ➨ 17ྕ 

 

➹⪅のᥦࢆ元ࠕᗂᑠ᥋⥆カࣜࣛࣗ࢟

のࡽ八尾ᕷ❧東山本ᗂ⛶ᅬかࡓᐇしࢆ࣒ࠖ

し⪃ᐹ♧ࢆᐇ㊶ࠊ㏻し࡚ࢆ記㘓ࡾྲྀࡁ⪺

しࠊࡓࡲࠋࡓ学ᰯᅬの⤌⧊し࡚㐃ᦠࢆ⥅⥆

すࡵࡓࡿᗂᑠ᥋⥆ࠊࡣ⟶⌮職のၥ㢟ព㆑ࡸ

ᙺࡀ㠀ᖖ大ࡇ࠸ࡁかࠊࡽಖ育ᡤかࡽᑠ

学ᰯ㐃ᦠࢆ⏦しฟࡿᡭ⥆ࠊࡣࡁ子ࡶのධ

学ඛྍࡸ⬟な┦ᡭᰯࢆ㑅ᢥし࡚ࠊయⓗാ

⚾බࠋࡓᥦゝしࢆのᚲせᛶࡇࡃ࠸࡚ࡅࡁ

❧のᅬᑠ学ᰯのὶ㝈ᐃなのไ⣙ᐇែ

教職ဨのὶかࡎࡲࠊのὶの๓ࡶ子ࡸ

 ࠋࡓし♧ࢆ⟇᪉ࡿࡵጞࡽ
本人ᢸᙜ部ศ㸸34㹼37㡫ࢆ༢ⴭࠋ 

 

6㸬ࡸࡇࠕかなࢵࢱࣁ

チ࡛ࡘなࠖࡄ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 3᭶ ᅜබ❧ᑠ・中学ᰯ

ዪᛶᰯ㛗本部ࡔ

 ࡾࡼ

➨ 63ᅇᅜබ❧ᑠ・中学ᰯዪᛶᰯ㛗

ᅜ研究༠㆟大（ዉⰋ┴㛤ദ）おࡿࡅዪᛶ

⟶⌮職のマ࣓ࢪࢿンࢺのあࡾ᪉᳨ࢆウしࠊෆ

㛶ᗓࠗࡓࡗ⾜ࡀ⏨ዪඹྠཧ⏬♫㛵すࡿୡ

ㄽㄪᰝ （࠘ᖹᡂ 24年）➼のࢱ࣮ࢹなࢆ根ᣐ

し࡚の人ᮦ育ᡂのあルࢹロ࣮ルࣔࠊし࡚

 ࠋࡓᥦ♧しࢆ᪉ࡾ

本人ᢸᙜ部ศ㸸㸯㡫（⾲⣬）ࢆᢸᙜࠋ 

 
7㸬⏕ά⛉おࠕࡿࡅ῝

ࡧ学࠸ ࡵࡓࡿᐇ⌧すࠖࢆ

の⌮ㄽ授業࡙ࡾࡃの

 ࢺン࣏

 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 1᭶ 学ᰯ教育 NO.1205 

広島大学ᒓᑠ学

ᰯ 学ᰯ教育研究

 

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿のᨵゞ（ᖹᡂ 29年 3᭶࿌

♧）の特ᚩ࡛あࠕࠊࡿ学ࡧの㉁╔目しࡓ授

業ᨵ善のྲྀ⤌のάᛶࢆ目ᣦしࡓᵓ㐀のኚ

᭦ࠖかࡽㄽ࠸῝ࠕࠋࡓࡌ学ࢆࠖࡧᐇ⌧すࡓࡿ

⥆の㐃ࡵࡓのࡧ学࠸῝の⏕ά⛉のㄢ㢟ࡵ

Ⓨᒎすࡿ㸲ほⅬ(1)ᗂඣ教育ࡘな(2)ࡄ次

のάືࡘな(3)ࡄᐙᗞ・ᆅᇦࡘな(4)ࡄ中

学年のྛ教⛉ࡘなࠊ࡚࠼ࡲࡩࢆࡄᐇ㊶

 ࠋࡓㄽ⪃し元ࢆ

本人ᢸᙜ部ศ㸸14㹼21㡫ࢆᢸᙜࠋ 

 
8㸬ᮍ᮶ࢆࡿ子ࡶ

ᰁࡳ㎸ࠕࡴ౯್ࠖ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 8᭶ 㜰ᛴ学ᅬ教育広ሗ

ㄅ 8 ᭶ྕ 
ᮍ᮶ࢆࡿ子ࡶᰁࡳ㎸ࠕࡴ౯್ࠖࡘ

2ࠊࡽᅜᘚㄽ大のయ㦂かࡣ1Ⅼ目ࠊ࡚࠸

Ⅼ目ࠊࡣయ㦂ⓗ学⩦の౯್ࠕぶ子࡛࢟ࢵࢡン

学⛉ࡣ⌮ᩱࠕࠊの中࡛ࠖࢢ 美学ࡣ⌮ᩱࠕࠖ ᩱࠕࠖ

ឤຊࡣ⌮ 講ヰ࠺࠸ຊࠖࡾẁྲྀࡣ⌮ᩱࠕࠖ

のか3ࠊࡽⅬ目ࡣ本学の学⏕育ᡂの᰾ࡘ

 ࠋࡓࡌㄽ࡚࠸

本人ᢸᙜ部ศ㸸㸯㡫（⾲⣬）ࢆᢸᙜࠋ 

人間－85



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

9.学ࡘࢆࡧなࡄձࠕ育ࡕ

のࢺࣂン㈓金⟽ ࢣスࠖࢆ

ルࢺン࡛ࡿ 

༢ⴭ ᖹᡂ 31年 3᭶ ᪥本教育⥈ྜ研究

ᡤ 

㐌ห教育 PRO 

➨ 49ᕳ➨㸵ྕ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ育ࡕのࢺࣂン㈓金⟽ࠖࢆ

スࢣルࢺン࡛ࡿ 35㡫ࢆᢸᙜࠋ 

10.学ࡘࢆࡧなࡄղࢀࡔ

大ࡉࡿࡩࠕࡀࡶ ࠖ

なࡵࡓࡿ 

༢ⴭ 令和元年 5᭶ ᪥本教育⥈ྜ研究

ᡤ 

㐌ห教育 PRO 

➨ 49ᕳ➨ 11ྕ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࡉࡿࡩࠕࡀࡶࢀࡔ大ࠖ

ࡵࡓࡿな 35㡫ࢆᢸᙜࠋ 

11.学ࡘࢆࡧなࡄճࠕ人

⏕ 100年௦のᅜ㝿人

 ࠖࡵࡓࡿ育࡚ࢆ

༢ⴭ 令和元年 7᭶ ᪥本教育⥈ྜ研究

ᡤ 

㐌ห教育 PRO 

➨ 49ᕳ➨ 15ྕ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ人⏕ 100年௦のᅜ㝿人

 ࠋᢸᙜࢆ35㡫ࠖࡵࡓࡿ育࡚ࢆ

12.学ࡘࢆࡧなࡄմࠕ⮬

❧し⏕άࢆ㇏かすࡿ

㈨㉁・⬟ຊࢆ育࡚ࠖࡿ 

༢ⴭ 令和元年 10᭶ ᪥本教育⥈ྜ研究

ᡤ 

㐌ห教育 PRO 

➨ 49ᕳ➨ 22ྕ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ⮬❧し⏕άࢆ㇏かすࡿ

㈨㉁・⬟ຊࢆ育࡚35ࠖࡿ㡫ࢆᢸᙜࠋ 

13.学ࡘࢆࡧなࡄյ࣎ࠕ

㸫ルࡘࢆな࣮ࣅࢢࣛࡄ

㠀ㄆ知ࡄなࡘࢆࡧ学

⬟ຊࠖ 

༢ⴭ 令和元年 12᭶ ᪥本教育⥈ྜ研究

ᡤ 

㐌ห教育 PRO 

➨ 49ᕳ➨ 27ྕ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸࣎ࠕ㸫ルࡘࢆな࣮ࣅࢢࣛࡄ

 ࠋᢸᙜࢆ㠀ㄆ知⬟ຊࠖ35㡫ࡄなࡘࢆࡧ学

14.学ࡘࢆࡧなࡄնࠕホ

౯のカࡿࢆ࣋ 㹼ࠖᗂᑠ

᥋⥆ᮇの㠀ㄆ知⬟ຊ㹼 

༢ⴭ 令和 2年 2᭶ ᪥本教育⥈ྜ研究

ᡤ 

㐌ห教育 PRO 

➨ 50ᕳ➨ 3ྕ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕホ౯のカࠖࡿࢆ࣋㹼ᗂ

ᑠ᥋⥆ᮇの㠀ㄆ知⬟ຊ㹼21㡫ࢆᢸᙜࠋ 

     

     ࠖ⾲学Ⓨࠕ

㸯㸬ᗂ⛶ᅬおࡿࡅ学ᰯ

ホ౯㡯目సᡂのヨࡳ 

ඹྠ ᖹᡂ 22年 6᭶ ᪥本教育⤒Ⴀ学

➨ 50ᅇ大 

（:㟼岡大学） 

ᗂ⛶ᅬおࡿࡅ学ᰯホ౯㡯目సᡂࢆ目ⓗ

教ဨ・ಖࡧ職ᑠ学ᰯ・ᗂ⛶ᅬ教ㅍཬ⌧ࠊし

育ኈ㣴ᡂᰯ学⏕ᑐし࡚ㄪᰝしࠋࡓ㡯目ࢆศ

㢮しࠊࡽࡉࠊᮃࡲし࠸ 88のホ౯㡯目ࢆᥦ

♧しࠋࡓᗂ⛶ᅬ満㊊度ホ౯㡯目カテ࣮ࣜࢦ

ホ౯㡯目ࠋࡓドし᳨ࠊᅉ子ศᯒしࢆの㛵ಀ

సᡂのンࢺ࣮ࢣㄪᰝ研究ཬࡧ⪃ᐹしࠋࡓ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ᗂ⛶ᅬおࡿࡅ学ᰯホ౯㡯目

సᡂࢆ目ⓗしࡓ⌧職ᑠ学ᰯ・ᗂ⛶ᅬ教ㅍཬ

ࡓᑐし࡚ᐇし⏕教ဨ・ಖ育ኈ㣴ᡂᰯ学ࡧ

ㄪᰝ᪉ἲཷࠊ࡚࠸ࡘ┈⪅ഃかࡽ㡯目ࢆసᡂ

すࡿ知ぢࢆ㏙ࠊホ౯㡯目సᡂのンࢺ࣮ࢣ

ㄪᰝ⤖ᯝࢆ⪃ᐹかࡽᚓࡓ⤖ᯝࠊ࡚࠸ࡘヲ㏙

しࠋࡓ 

ඹྠⓎ⾲⪅㸸善野八千子ࠊ๓田ὒ一 

 

人間－86



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸰㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

ᗂᑠ᥋⥆ᮇࡄなࡘࢆ

おࡿࡅカ࣒ࣜࣛࣗ࢟の

㛤Ⓨ 

ಶ人 ᖹᡂ 22年 6᭶ ᪥本⏕ά⛉・⥲ྜⓗ

学⩦教育学➨ 19

ᅇ大 

(:❧㤋ᑠ学ᰯ） 

ᗂᑠࡿࡼ教育ㄢ⛬の⌮ゎࢆ中ᚰ᥎㐍

すࡇࡿのព⩏ཬࡧ子ࡶの育ࡕ学ࡧの

㐃⥆ಖドࢆ目ⓗし࡚ࠕࠊỗ⏝ᛶのあࡿᗂᑠ

᥋⥆ᮇのカ࣒ࣜࣛࣗ࢟のసᡂࠖࢆヨ࣏ࠋࡓࡳ

スࣙࢩࢵࢭ࣮ࢱンᆺᐇ㊶ὶࢆ᥎㐍しྲྀࡓ

༊の特ᛶᰯࠊᯝ⤖ࡓし⌮ᩚࢆのၥ㢟Ⅼࡳ⤌ࡾ

のࡵࡓࡿゎỴすࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡿな␗࡚ࡗࡼ

カ࣒ࣜࣛࣗ࢟సᡂのᚲせᛶࢆㄝࡑࠋࡓ࠸のᵓ

ᡂせ⣲సᡂのᡭ࡚࠸ࡘ࡚ࡔ明ࡽかしࠊ

教職ဨの⌮ゎ子ࡶ⌮ゎྠࢆすすࡵ

なࠊࡽࡀᗂᑠ㐃ᦠࢆ᥎㐍すࡵࡓࡿの⤌⧊㛤Ⓨ

 ࠋࡓᥦしࢆ

 

㸱㸬ࢢロ࣮ࣂル♫௦

の学ᰯ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ

౯ࢆᇶ㍈しࡓ教育

ሗのྍど࣮カ

 㹼ࣈ

 

ಶ人 ᖹᡂ 22年 9᭶ ᪥本ࢢロ࣮ࣂル教

育学➨ 18ᅇ大 

(:㬆㛛教育大学） 

ル♫ࣂロ࣮ࢢࠊ࡚࠸お࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ

௦の学ᰯ࡙ࡾࡃ㹼学ᰯホ౯ࢆᇶ㍈しࡓ教

育ሗのྍど࣮カࣈ㹼㢟し࡚ࠊ

㸯㸬 ࢢロ࣮ࣂル♫௦の子ࡶ育ᡂす

ࡸㄽ⌮ࡓ࠼ࡲࡩࢆ㈨㉁⬟ຊ 㸰㸬 ⤒㦂知ࡿ

ලయⓗᥦ 㸱㸬学ᰯ࡙ࡾࡃのᇶ㍈なࡿ学

ᰯホ౯㹼教育ሗのྍど࣮カࣈ

㹼 㸲㸬 ࢢロ࣮ࣂル♫௦ᑐᛂしࡓ

学ᰯ࡙ࡾࡃ教師のຊ㔞ᙧᡂࠊ࡚࠸ࡘᥦ

し♧၀しࠊࡅࢃࡾࠋࡓ教師のຊ㔞ᙧᡂお

し࡚学⪅⏬学ᰯホ౯のཧࠊし࡚知ぢࡿࡅ

ࡘ教ဨの育ᡂࡓࡗᣢࢆࡾ╔のឡᰯ

 ࠋࡓᥦし࡚࠸

 

㸲㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

ᗂᑠ᥋⥆ᮇࡄなࡘࢆ

おࡿࡅカ࣒ࣜࣛࣗ࢟の

㛤Ⓨ㹼ࠕᗂᑠ᥋⥆㸵㐌間

ࠖル（➨㸰次）ࢹࣔ స

ᡂࢆ㏻し࡚㹼 

 

ಶ人 ᖹᡂ 23年 6᭶ ᪥本⏕ά⛉・⥲ྜⓗ

学⩦教育学➨ 20

ᅇ大（:ᒱ㜧⪷

ᚨ大学） 

ᗂᑠ㐃ᦠかかࡿ子ࡶほ・ホ౯ほの㐪ࢆ࠸

ᩚ⌮しࠊࡓࡲࠋࡓ教育ㄢ⛬の⌮ゎࢆ中ᚰ᥎

㐍すࡇࡿのព⩏ཬࡧ子ࡶの育ࡕ学ࡧ

の㐃⥆ಖドࢆ目ⓗすࡿし࡚ࠕࠊỗ⏝ᛶの

あࡿᗂᑠ᥋⥆ᮇのカ࣒ࣜࣛࣗ࢟ᗂᑠ᥋⥆㸵

㐌間ࣔࢹル（➨㸰次）ࠖ సᡂしࠋࡓసᡂの

ᡭ㡰ཬ࡛ࡲࢀࡇࡧのカ࣒ࣜࣛࣗ࢟ᨵ善のど

Ⅼ࡚࠸ࡘ知ぢࢆ㏙ࠋࡓලయⓗࠊࡣᑵ学

ᚋの 18᪥ࠊ➨ 1㐌㹼5㐌࡛ࡲの⏕ά⛉ࢆᇶ

㍈しࡓᐇ㊶ࢆᥦ♧しࠋࡓ㐺ᛂᣦᑟのࡳ

の⪃࡛࠼な࠸ᗂඣ教育の育ࡘࢆࡕなࡵࡓࡄ

の᪂ࡓなスࢺ࣮ࢱカ࣒ࣜࣛࣗ࢟の⪃ࢆ࠼ᥦ

しࠋࡓ 

 

㸳㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

ᗂᑠ᥋⥆ᮇࡄなࡘࢆ

おࡿࡅカ࣒ࣜࣛࣗ࢟の

㛤ⓎϪ㹼ࠕධ学ᚋの子

࠸ࡲのࡶ 目し╔ࠖ

࡚㹼 

 

ಶ人 ᖹᡂ 24年 6᭶ ᪥本⏕ά⛉・⥲ྜⓗ

学⩦教育学➨ 21

ᅇ大（:ᚨ島大

学） 

子ࡶの育ࡕ学ࡧの㐃⥆ಖドࢆ目ⓗ

し࡚ࠕࠊᗂᑠ᥋⥆カ࣒ࣜࣛࣗ࢟（ᑵ学๓）ࠖ ࢆ

సᡂࠋᣦᑟ⪅ࡀᅔࡿ࠸࡚ࡗ≧ἣかࡣ࡛ࡽな

ࡗᡞᝨධ学ᚋࠕࡀࡶ子ࡿ学⩦⪅࡛あࠊࡃ

ࣜࢺマࠖ࠸ࡲࠕࠊ目し╔ἣࠖ≦ࡿ࠸࡚

ᗂඣ教育ࢆせᅉ࠸ࡲࠋࡓᥦ♧しࢆスࢡ

ᑠ学ᰯ教育の᪉࡛ゎỴすࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿ

ࣛࣗ࢟カࣜࡄなࡘࢆࡧ学ࡕの育ࡶ子ࠕ

ᗂඣ教育ࠊし࡚࡚❧ᨵ善ᡭࡧసᡂཬࢆ࣒ࠖ

ࣉル࣮ࢢ教ဨのΰྜࡿࢃ㛵ᑠ学ᰯ教育

࡛⏝άࡶ研ಟ࡛ࠊ࡚࠸おࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡

 ࠋࡓ၀し♧ࢆࡇࡿࡁ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼の

ྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸴㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

ᗂᑠ᥋⥆カࣜࡄなࡘࢆ

 の㛤Ⓨ（ϫ）࣒ࣛࣗ࢟

㹼ࠕධ学ᚋの子ࡶのᡞ

ᝨ࠸ 一᪥యࡓぢ㏻しࠖࢆ

㦂ධ学㹼 

 

ಶ人 ᖹᡂ 25年 6᭶ ᪥本⏕ά⛉・⥲ྜⓗ

学⩦教育学➨ 22

ᅇ大（: ⚄ᡞ大

学㝃ᒓᑠ学ᰯ・㝃ᒓ

明▼ᑠ学ᰯ） 

⥅⥆研究の㸲年目お࠸ࡲࠕࠊ࡚࠸マ

ࣛࣗ࢟ᗂᑠ᥋⥆カࣜࠕࡓά⏝しࢆスࠖࢡࣜࢺ

一ࠕし࡚の一ࡑࡧスཬࢭロࣉのసᡂ࣒ࠖ

᪥య㦂ධ学 のࠖάືࢆᥦ♧しࠊࡅࢃࡾࠋࡓ

㊶ᐇࢆスࠖά⏝の᭷ຠᛶࢡࣜࢺマ࠸ࡲࠕ

᳨ドしࠋࡓ 

㸵㸬ࠕ子ࡶの育ࡕ学

ᗂᑠ中の̿ࡄなࡘࢆࡧ

᥋⥆㸫ࠖ 

ಶ人 ᖹᡂ 26年 8᭶  ᪥本人間教育学

⛉学ᰯ間᥋⥆ศࠕ

 （ࠖ:ዉⰋ学ᅬ大

学） 

 

ᗂ・ᑠ・中学ᰯかかࡿ子ࡶほ・ホ౯ほ

の㐪ᩚࢆ࠸⌮しࠊࡓࡲࠋࡓ教育ㄢ⛬の⌮ゎࢆ

中ᚰ᥋⥆ࢆ᥎㐍すࡇࡿのព⩏ཬࡧ子

ࠊᐹし⪄目ⓗࢆの㐃⥆ಖドࡧ学ࡕの育ࡶ

ࢹ࣒ࣔࣛࣗ࢟᥋⥆ᮇのカࣜࡿỗ⏝ᛶࠖのあࠕ

ルసᡂのᡭ㡰ཬ࡛ࡲࢀࡇࡧのカ࣒ࣜࣛࣗ࢟

ᨵ善のどⅬࠊ࡚࠸ࡘ᪂ࡓな知ぢࢆ㏙ࠋࡓ 

 

㸶㸬子ࡶの育ࡕ学ࡧ

ᗂᑠ᥋⥆カࣜࡄなࡘࢆ

 の㛤Ⓨ（Ϭ）࣒ࣛࣗ࢟

㹼࠸ࡲࠕマࢡࣜࢺ

ス 一᪥యࠕࡓά⏝しࠖࢆ

㦂ධ学ࠖのᨵ善 

 

ඹྠ ᖹᡂ 28年 6᭶ ᪥本⏕ά⛉・⥲ྜⓗ

学⩦教育学➨ 24

ᅇ大（:ᐑᇛ学

㝔ዪ子大学） 

⥅⥆研究の 5年目お࠸ࡲࠕࠊ࡚࠸マ

ࣛࣗ࢟ᗂᑠ᥋⥆カࣜࠕࡓά⏝しࢆスࠖࢡࣜࢺ

一᪥ࠕᥦ♧しࢆ研ಟྠྜࡓά⏝しࢆ࣒ࠖ

య㦂ධ学ࠖのᨵ善ࢆ⪃ᐹしࠊࡅࢃࡾࠋࡓ

ᒱ㜧┴山┴ᕷ❧ᑠ学ᰯお࠸ࡲࠕࡿࡅマ

 ࠋࡓᐇ㊶᳨ドしࢆスࠖά⏝の᭷ຠᛶࢡࣜࢺ

㸷㸬ᗂᑠ᥋⥆ᮇおࡿࡅ

育ࡕ学ࡧの㐃⥆ 

ᑵ学๓ࣉ࣮ࢥスࣁࠕ

教育ࣉロ࣒ࣛࢢ ࡀᡭࠖࢆ

かࡾ  

 

ඹྠ ᖹᡂ 30年 12᭶ ᪥本人間教育学

➨ 4 ᅇ大（:᱈

山学㝔教育大学） 

ᗂᑠ᥋⥆ᮇの㠀ㄆ知⬟ຊのྥୖのࣁࠕࡵࡓ

ᑟධしࢆ࣒ࠖࣛࢢロࣉᑵ学๓教育ࣉ࣮ࢥス

Ⓨ㐩ࣞ࣋ルのホ౯ᇶ‽ࡸᗂඣの⬟ຊࢆ高ࡵ

教育どⅬのྍࠊࡓࡲࠋࡓかし⏕␎ᣦᑟᡓࡿ

どඹࠊᗂඣ教育おࡿࡅᇶ‽ࡸホ౯

ホ౯スࠋࡓࡵ㐍ࢆ教ဨのಖ育ほのὶ࡚࠸ࡘ

ࣅㄢ㢟のエのᡂᯝ⤌ྲྀࠊࡾࡼルసᡂ࣮ࢣ

ᑠ学ᰯࡧ༞ᅬඣのಖㆤ⪅ཬ࡚ࡗࡶࢆンスࢹ

 ࠋࡓࡗなዎᶵࡿ࠼ఏ
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2 年  3 ᭶ 31 ᪥ 

Ặྡ  高岡 昌子   

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

ಖ育ᚰ⌮学 Ⓨ㐩ᚰ⌮学 教育ᚰ⌮学  

ᗂඣ教育・ಖ育 
 ᗂඣ教育・ಖ育 ᚰ⌮ Ⓨ㐩 ᨭ ⎔ቃ 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶  

 

 

 

 

  

 

 

 

（㸯）┦ឡ大学お࡚࠸ᑠ学ᰯ教ㅍ㣴ᡂㄢ⛬ಖ

育⪅㣴ᡂㄢ⛬の教ဨし࡚のᐇ㊶（ᶍᨃಖ育・教

育ᐇ㊶訓⦎・ࢢル࣮ࢹࣉスカࣙࢩࢵンࠊどぬ教

ᮦのά⏝ࠊࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇᑠテスࢺのᐇな） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（㸰）ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部お

し࡚のᐇ㊶（ᶍᨃಖಖ育⪅㣴ᡂㄢ⛬の教ဨ࡚࠸

育・教育ᐇ㊶訓⦎・ࢢル࣮ࢹࣉスカࣙࢩࢵンࠊ

どぬ教ᮦのά⏝ࠊᑠテスࢺのᐇࠊ学ෆ・学እ࡛

のᐇ㊶య㦂ࠊ⊂⮬のࣜࣙࢩࢡࣞࣇンࢺ࣮ࢩのά⏝

な） 
 
 
 
 
 
 
 
（㸱）ዉⰋ学ᅬ大学お࡚࠸ಖ育⪅㣴ᡂㄢ⛬の教

ဨし࡚のᐇ㊶（ᶍᨃಖ育・学ෆ・学እ࡛のᐇ㊶

య㦂ࠊ⊂⮬のࣜࣙࢩࢡࣞࣇンࢺ࣮ࢩのά⏝な） 

ᖹᡂ 20
年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ
26 年 3
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 26
年 4᭶ 
㹼平成

31 年 3

月 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31

年 4 月

～現在 

┦ឡ大学࡛⣙ 8年間ࠕ）ࡾࡓࢃ教育ᐇ⩦（ᗂ⛶ᅬ）ࠖ

⌮ಖ育原ࠕࠖ教育ᐇ⩦のᣦᑟ（ᗂ⛶ᅬ）ࠕ ಖ育ෆᐜࠕࠖ

C（人間㛵ಀ）ࠖࠕンࢱ㸫ンࣉࢵࢩᐇ⩦ A 学ࡶ子ࠕࠖ

ᇶ♏₇⩦ 教ࠕ特ࠋࡓᣦᑟし࡛（༞業研究ࠖなࠕࠖ

育ᐇ⩦（ᗂ⛶ᅬ）ࠖ ᗂ⛶ᅬ᥇ࡽᐇ⩦‽ഛẁ㝵かࠊࡣ࡛

⏝ヨ㦂かかࡿࢃᣦᑟࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡛ࡲ授業の中࡛

ࠋࡓࡗ⾜ࡶᶍᨃಖ育のᣦᑟࠊࡽᣦᑟのᣦᑟかࠊࡣ

学⏕のᶍᨃಖ育ࢹࣅࢆオࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇ࡚ࡗ

しࢡࠊテࢽ࣮ࣛࣈンࢢすࡿ中࡛ࠊ学⏕⮬㌟ࡀ┬

ᐹし⮬ࡽẼ࡙࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡃᣦᑟしࠋࡓ 

 

 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部࡛⣙㸳年間

⌮ಖ育原ࠕࡾࡓࢃ ಖࠕࠖಖ育ෆᐜ₇⩦（人間㛵ಀ）ࠕࠖ

育のᚰ⌮Ϩ ஙᗂඣᚰ⌮学ࠕࠖ な࣑ࠖࢮ学ࡶ子ࠕࠖ

し࡚のᐇ㊶教育（ᶍᨃಖ育⪅㣴ᡂㄢ⛬の教ဨࠊ࡛

ಖ育ࠊ学ෆ・学እ࡛のᐇ㊶య㦂ࠊ⊂⮬のࣜࢩࢡࣞࣇ

ࣙンࢺ࣮ࢩのά⏝➼ࠊ࠸⾜ࢆ（ࠎ学⏕のពḧྥୖ

ᮃࡲし࠸ಖ育⪅㣴ᡂࡊࡵࢆし࡚ᣦᑟすࠊ࡛ࡇࡿ

し⪅ಖ育ࢆ⏕の༞業ࡃከࠊࡾࡲỴࡀဨのᑵ職ࡰ

࡚㏦ࡔࡾし࡚ࡓࡲࠋࡓࡁᐇ⩦ᢸᙜし࡚ࠕࠊᐇ⩦のᡭ

ᘬࡁ㹼ಖ育ᡤ・ᗂ⛶ᅬ・タ㹼ࠖࢆసᡂしࠊな

ᐇ⩦ᣦᑟࡀᐇ⌧す࠺ࡼࡿᕤ夫しࠋࡓ 
 
 
ዉⰋ学ᅬ大学࡛ࠕಖ育原⌮ ಖ育のᚰ⌮学ࠕࠖ 子ࠕࠖ

人間㛵ಀࡶ ⩦ಖ育ᐇ㊶₇ࠕࠖ ⩦教職ᐇ㊶₇ࠕࠖ 教ࠕࠖ

育ᐇ⩦๓ᚋᣦᑟ（ᗂ）ࠖࠕಖ育ᡤᐇ⩦ᣦᑟϨ 人ࠕࠖ

間教育学࣮ࢼ࣑ࢮルࠖなࠊ࡛ಖ育⪅㣴ᡂㄢ⛬の教

ဨし࡚ᐇ㊶教育ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ 

 

  

子育࡚ᨭ子育࡚ᨭ学 㸫ಖㆤ⪅ᨭ・ࡕ子育ࠕ
の⌮ㄽᐇ㝿㸫ࠖಖ育ฟ∧♫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ23

年4᭶ 

 
 

 

 

 

 

 

⪅ಖ育ࠊㄝ明し࡚࡚࠸ࡘఱかࠖࡣ子育࡚ᨭࠕ

ࠋࡿ本࡛あࡓゎㄝし࡚࠸ࡘ➼᪉ࡾᨭのᅾࡿࡼ

B5ุ 174 㡫㹙⦅ⴭ⪅㹛ᑎぢ㝧子㹙ⴭ⪅㹛高岡昌子・

 47ྡ（ᢸᙜ㸸➨㸴章 ➨㸯⠇ ࠕ子ࡶのⓎ㐩㞀

ᐖの⌮ゎ （ࠖpp:80㹼81）子ࡶのⓎ㐩㞀ᐖࡸ㐺ษな

㛵ࡾࢃ᪉࡚࠸ࡘㄝ明し࡚ࠋࡿ࠸） 

 

 ಖ育のᚰ⌮学Ϩࠖ一⸤♫ 

 
ᖹᡂ24

年4᭶ 

 

 

 

 

ಖ育⪅なࡵࡓࡿᚲせなᚰ⌮学のᇶ♏ⓗなෆᐜ

A5ุࠋࡿ学ၥ書࡛あࡓゎㄝし࡚࠸ࡘ 216㡫㹙┘ಟ㹛

林㑥雄・㇂田㈅බ㹙⦅ⴭ⪅㹛西᪉Ẏ・㇂口明子㹙

ⴭ⪅㹛高岡昌子・ 13ྡ（ᢸᙜ㸸➨ 15章 ᆅᇦの中

࡛の子ࡶᨭ（pp:193㹼207） ᆅᇦの中࡛の子

 （ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘᨭࡶ
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㹼ಖ育ᡤ・ᗂ⛶ᅬ・タ㹼ࠖዉⰋ学ᅬࡁᐇ⩦のᡭᘬࠕ

大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部Ⓨ⾜ 
 

ᖹᡂ 27

年 3᭶ 

 

 

 

 

B5ุ 254 㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨ 3章ࠕᗂ⛶ᅬᐇ

⩦ࠖ（P.128㹼186） 

ࡵࡓࡿすࡃࡼࡾࡼࢆ教育ᚰ⌮学̿ಖ育・学ᰯ⌧ሙࠕ
̿ࠖᔢᓚ野書㝔 
 

ᖹᡂ 28

年 4᭶ 

 

 

 

 

A5ุ 137 㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨ 7章 㐺ᛂᨭ

ᚰ⌮ࢭス࣓ンࢺ 㸯㸬㐺ᛂのしࡳࡃ 㸰㸬ᚰ⌮

 ᚰ⌮⒪ἲ（P.60㹼68）㸱㸬㐺ᛂᨭ ࢺス࣓ンࢭ

しࠖかࡓࢃࠕ̿ 人間㛵ಀࡿࡃࡘ࡛⪅ಖ育ࡶ子ࠕ
 ♫∧ಖ育ฟࠖ̿ࠖࡕࡓしࡓࢃࠕࡽ
 

ᖹᡂ 29

年 4᭶ 

 

 

 

 

B5ุ 180 㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨ 11章 1 ⠇ࠕ༠ຊ

し࡚ࡓࢃࠕし࠺ࡼࡆࡾࡸ࡛ࠖࡕࡓすࡿ 6 ṓඣࠖ

（P.133㹼136）➨ 12章 3⠇ ࠕᑠ学ᰯのな᥋

   㸽ࠖ（P.152㹼155）ࡣ⥆

ࢬ࣮ࠗࣜࢩಖ育ෆᐜ_∧ࢺࢡࣃンࢥࠕ ಖ育のᚰ⌮学Ϩ࠘ࠖ

一⸤♫ 
 

ᖹᡂ 30

年 3᭶ 

 

 

 

A5ุ 145 㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛 ➨ 15章 ᆅᇦ♫

おࡿࡅ子ࡶᨭ（P.121㹼P.128） 1㸬ᐙᗞ・

ᆅᇦの㐃ᦠ  2㸬子育࡚ᨭ  3㸬ࢀࡇかࡽの

子ࡶᨭ 

ࢬ࣮ࠗࣜࢩಖ育ෆᐜ_∧ࢺࢡࣃンࢥࠕ ಖ育のᚰ⌮学ϩ࠘ࠖ

一⸤♫ 
 
 
ಖ育ෆᐜ—人間㛵ಀ̿ࡿࡵࡌࡣࡽάか⏕ࠕ 青ࠖ
㋃♫ 
 
 
 ♫⸥ಖ育のᚰ⌮学ࠖ一ࠕ

 

 

 ♫⸥ᐙᗞᨭのᚰ⌮学ࠖ一ࡶ子ࠕ

 

 

 ♫⸥ຓࠖ一の⌮ゎࡶ子ࠕ

 

 

ᖹᡂ 30

年 3᭶ 

 

 

ᖹᡂ 30

年 3᭶ 

 

 

令和 2

年 3᭶ 

 

令和 2

年 3᭶ 

 

令和 2

年 3᭶ 

 

 

A5ุ 145 㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨㸶章 㐟ࡧの中

おࡿࡅ学ࡧ（P.65㹼P.72） 1㸬⮬Ⓨⓗな㐟ࡧᇶ࡙

ࢆࡧの㐟ࡶⓎ㐩 3㸬⌧௦の子ࡧಖ育 2㸬㐟ࡓ࠸

 ၥ㢟ࡿࡄࡵ

 

B5ุ 214 㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨㸴章ࡉࡸࠕしࡉ

 ಖ育ࠖ（P.77㹼84）ࡿ育࡚ࢆ

 

 

A5ุ㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨ 14章ࠕஙᗂඣᮇの学ࡧ

の㐣⛬特ᛶࠖ 

 

A5ุ㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛 ➨ 6章 子育࡚ࡾྲྀࢆᕳ

  ⓗ≧ἣ♫ࡃ

 

A5ุ㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨㸶章 Ẽなࡿ子ࡶ⌮

ゎຓ 

 

 
㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯  

 
 

（㸯）┦ឡ大学おࡿࡅ授業ホ౯ ᖹᡂ 20
年4᭶㹼
ᖹᡂ 26
年3᭶ 
 
 

 

授業ホ౯⤖ᯝࠊࡣẖ年す࡚の授業ホ౯ࡓࡗ⾜ࢆ授業

お࡚࠸ᖖ学ෆᖹ均௨ୖ࡛あ2013ࠕࠋࡓࡗ年度ࠓ学⏕

ᯝሗ࿌書⤖ࠔࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ ࡇࠕࠊࡶ࡚࠸おࠖ

の授業満㊊し࡚࠺࠸ࠖࡿ࠸㡯目࡛ࡰࠊ ࢭ࣮ࣃ100

ンࢺの学⏕ࡀ満㊊し࡚ࠋࡓ࠸ 

（㸰）ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部おࡿࡅ
授業ホ౯ 
 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ26

年4᭶㹼

⌧ᅾ

 ࡿ⮳

 

 

 

授業ホ౯⤖ᯝࠊࡣẖ年す࡚の授業ホ౯ࡓࡗ⾜ࢆ授業

お࡚࠸ᖖ学ෆᖹ均௨ୖ࡛あࠋࡓࡗᖹᡂ 28年度ᚋᮇの授

業ホ౯お4ࠊࡣ࡚࠸Ⅼ満Ⅼ中2ࠊCࣛࢡス࡛ 2Dࠊ3.81

ス࡛ࣛࢡ ・知㆑ࠕࠊࡣルホ౯࣋ࣞࠊࡃ高యⓗ3.91

⌮ゎ ⌧⾲・⬟ᢏࠕࠊࠖ ุ᩿・⪄ᛮࠕࠊࠖ 㛵ᚰ・ពḧ・ែࠕࠊࠖ

度ࠖのす࡚お࡚࠸目ᶆ್のࣞ࣋ル㸰௨ୖの㐩ᡂ࡛ࡀ

ࡣ⏕学ࡿすࡓࡁ 100㸣࡛あࠋࡓࡗ 

 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯 
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㸳 ࡑの 

 

  

  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
（㸯）┦ឡ中学ᰯ᪂ධ⏕࢛ࣇロ࣮ࣉࢵ講₇ 
 
 
 
 
（㸰）ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部බ㛤講ᗙ 
 
 
 
（㸱）ᗂ⛶ᅬࠊᑠ学ᰯࠊ特ูᨭ学ᰯ（ᗂ⛶部・

ᑠ学部）の教職ဨᑐ㇟のዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ

子▷ᮇ大学部ᗂඣ教育講ᗙ 

ᖹᡂ24

年3᭶ 

 

 

ᖹᡂ26

年9᭶ 

 

 

ᖹᡂ 27

年 9᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

᮶年度中学一年⏕のಖㆤ⪅ し࡚᪂ධ㇟ᑐࢆ⛬80ྡ

࠘࠺ྜࡁྥࡶࡇ講₇ࠗᛮᮇのࣉࢵロ࣮࢛ࣇ⏕

 ࠋࡓࡗ⾜࡚ឡ中学ᰯ講ᇽ┦ࢆ

 

ᆅᇦのᗂඣぶࢆᑐ㇟し࡚ࠗⱥㄒ࡛㐟࠘࠺ࡰ㢟

し࡚ࠊබ㛤講ᗙࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

 

ᆅᇦのᗂ⛶ᅬࠊᑠ学ᰯࠊ特ูᨭ学ᰯ（ᗂ⛶部・ᑠ

学部）の教職ဨࢆᑐ㇟し࡚ࠗࠊಖ育⪅・教育⪅の

のྛࡶ㸟㹼子࠺ࡼ࠼⪄࡚࠸ࡘなゝືࣈテ࢞ࢿ

Ⓨ㐩のᮇ࡚ࡗࡼ㹼࠘࠺࠸㢟目࡛බ㛤講ᗙࢆ⾜

 ࠋࡓࡗ

 
 

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

㸯） ᑠ学ᰯ教ㅍ 1✀චチ     

 

 

㸰） 中学ᰯ教ㅍ 1✀චチ（ᅜㄒ）   

 

 

㸱） ಟኈ（ᩥ学）    

 

 

 

㸲） 博ኈ（学⾡）     

 

 

 

㸳） 学ᰯᚰ⌮ኈ    

 

 

 

㸴） ⮫ᗋⓎ㐩ᚰ⌮ኈ  

    

 

ᖹᡂ 4

年 3᭶ 

 

ᖹᡂ 4

年 3᭶ 

 

ᖹᡂ 7

年 3᭶ 

 

 

ᖹᡂ 13

年 3᭶ 

 

 

ᖹᡂ 16

年 1᭶ 

 

 

 

ᖹᡂ 16

年 4᭶ 

 

ᖹ୕ᑠ一ࡵ➨ 238 ྕ(ி㒔ᗓ教育ጤဨ)  

 

 

ᖹ୕中一ࡵ➨ 569 ྕ（ி㒔ᗓ教育ጤဨ）  

 

 

⚄ᡞ大学大学㝔ᩥ学研究⛉♫学（ᚰ⌮学）ᑓᨷ（ಟ

ኈㄢ⛬）ಟ（ಟኈ（ᩥ学）ಟ➨ ༳㇟ᙧᡂࠕ467ྕ

㐣⛬のศᯒࠖ） 

  

ዉⰋዪ子大学大学㝔人間ᩥ研究⛉ẚ㍑ᩥ学ᑓᨷ

（博ኈㄢ⛬）ಟ（博ኈ（学⾡）博ㄢ➨ 135 人ࠕྕ

≀ሗの記᠈おࡿࡅㄆ知ⓗせᅉの研究ࠖ） 

  

➨ 72362ྕ（᪥本学ᰯᚰ⌮ኈ 学ᰯᚰ⌮ኈㄆᐃ㐠

Ⴀᶵᵓ）  

 

 

➨ 00865ྕ（᪥本⮫ᗋⓎ㐩ᚰ⌮ኈ ⮫ᗋⓎ㐩ᚰ⌮

ኈㄆᐃ㐠Ⴀᶵᵓ）  

 

 
㸰 特チ➼   

なし   

   㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

なし   
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㸲 ࡑの   

   

㸯）研究㈝     

ᖹᡂ 15年度ᩥ部⛉学┬⚾❧大学教育研究高度᥎㐍

特ู⿵ຓ学⾡研究᥎㐍特ู⤒㈝ 

 

 

 

 

㸰）研究㈝     

ᖹᡂ 20年度⛉学研究㈝ຓᡂ業特ู᥎㐍研究ᇶ┙研

究（㹀）20330149 

 

 

 

 

㸱）研究㈝     

ᖹᡂ 24年度⛉学研究㈝ຓᡂ業（学⾡研究ຓᡂᇶ金

ຓᡂ金）ᣮᡓⓗⴌⱆ研究                      

 

 

   

㸲）研究㈝                                                                                                                                                           

ᖹᡂ 24年度┦ឡ大学学ෆ研究⏦ㄳಶ人研究㈝                            

 

     

 

 

㸳）研究㈝                                                                                                                                                           

ᖹᡂ 29年度ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部学

ෆඹྠ研究⏦ㄳඹྠ研究㈝                            

 

 

 

 

㸳）研究㈝                                                                                                                                                           

ᖹᡂ 30年度ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部学

ෆඹྠ研究⏦ㄳඹྠ研究㈝                            

 

 

 

㸴）┦ឡ大学おࡿࡅ学ෆ業ົ 

 

 

 

 

㸵）ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部おࡿࡅ

学ෆ業ົ 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ15年

4᭶㹼ᖹ

ᡂ16年3

᭶ 

 

 

 

 

ᖹᡂ20年

4᭶㹼ᖹ

ᡂ23年3

᭶ 

 

 

 

 

ᖹᡂ24年

4᭶㹼ᖹ

ᡂ28年3

᭶ 

 

 

 

ᖹᡂ24年

4᭶㹼ᖹ

ᡂ24年3

᭶ 

 

 

 

ᖹᡂ29年

4᭶㹼ᖹ

ᡂ30年3

᭶ 

 

 

 

ᖹᡂ30年

4᭶㹼ᖹ

ᡂ31年3

᭶ 

 

 

ᖹᡂ18

年4᭶                                                        

㹼ᖹᡂ

25年3᭶ 

 

 

ᖹᡂ26

年4᭶                                                        

㹼ᖹᡂ

31年3᭶ 

 

 

 

 

おのಖ育⪅㣴ᡂ࡚ࡅྥࡾࡃᆅᇦの子育࡚⎔ቃ࡙ࠕ

学㝿ⓗᇶ♏研究ࡿ㛵すᑗ᮶ᒎᮃᛶ⬟ྍࡿࡅ （ࠖ๓㏕

智原江美・高岡昌子・▼田ៅ・中田ዉ᭶・⚟田・ࡾࡺ

බ教） 

 

 

 

ᶵ⬟の研究大⬻どぬ野のᵓ㐀ࡿ㛵す㐠ືどࠕ （ࠖ⸼

田ᏹ・ୖᓮ㯞⾰子・岡明ె・村ୖ㑳ஓ・久᪉⍠美・ᰩ

木一㑻・ANDREW T, Smith・MATT, Wall・ANGELIKA, 

Lingnau・KRISH, Singh （ຓᡂ金㢠ྜィ 17,160,000））

の㐃ᦠ研究⪅ 高岡昌子 

 

 

研究ࡿ㛵す⫈㸱次元ᫎീどࡿࡅおࡶ子ࠕ （ࠖ⥲㢠

2,990,000） 

 

 

 

 

 （230,000）࡚ࠖ࠸ࡘ研究ࡿ࠼ᨭࢆのⓎ㐩ࡶ子ࠕ

 

 

 

 

 

ᚲせな⥆⥅ャࣜ࢟ዪᛶのࡿࡅお高➼教育ᶵ㛵ࠕ

ㄢ㢟̿ಖ育⪅㣴ᡂᰯし࡚の▷ᮇ大学のᙺ̿ࠖ

（600,000）（高岡昌子・林悠子・高橋千香子・岩本

健一） 

 

 

 

⥆⥅ャࣜ࢟し࡚の⪅ಖ育ࡿࡅお高➼教育ᶵ㛵ࠕ

し࡚のᙺ̿ㄢ㢟̿ಖ育⪅㣴ᡂᰯࡿࢃ㛵 （ࠖ200,000

）（高岡昌子・林悠子・高橋千香子・岩本健一） 

 

 

 

ᐇ⩦ᢸᙜ㸪ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ጤဨ㸪人ᶒጤဨ㸪教ົጤဨ㸪

学教ົጤဨ㸪人ጤဨ㸪美ጤဨ㢳ၥ㸪ࣛࢡスᢸ任業ົ 

 

 

 

ධヨ広ሗጤဨ(㹼ᖹᡂ 28年度)㸪ເ㞟ᙉ学ෆᑐ⟇ጤဨ

（オ࣮ࣉン࢟ャンࣃスጤဨ）(㹼ᖹᡂ 28年度)㸪学⏕ᑵ

職ጤဨ(ᖹᡂ 29年度㹼)カ࣒ࣜࣛࣗ࢟ጤဨ㸪研究᥎㐍

ጤဨ㸪紀せ⦅㞟ጤဨ㸪IRጤဨ㸪ᐇ⩦ᢸᙜ㸪ࣛࢡス AGH

ᢸ任 
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研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

  ⌮᪂・ಖ育原ࠕ(1

㸫すࡽࡤしࡁಖ育のୡ⏺

➨㸫ࠖ㹙 2∧㹛      

ඹⴭ 
ᖹᡂ 24年 4

᭶  
ᰴᘧ♫࠸ࡽࡳ 

➨㸰∧㸸B5ุ 239㡫                                                                                                                                                                                                                                                                 

㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨ 10章  ಖ育⪅

子育࡚ᐙᗞᨭ（P.171㹼ࡿࢀࡽࡵồ

183） 

 

  ⌮᪂・ಖ育原ࠕ(2

㸫すࡽࡤしࡁಖ育のୡ⏺

➨㸫ࠖ㹙 3∧㹛         

ඹⴭ 
ᖹᡂ 28年 4

᭶ 
ᰴᘧ♫࠸ࡽࡳ 

➨㸱∧㸸B5ุ 245㡫   

㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨ 10章 ಖ育⪅

子育࡚ᐙᗞᨭ（P.166㹼ࡿࢀࡽࡵồ

P.178） 

 

  ⌮᪂・ಖ育原ࠕ(3

㸫すࡽࡤしࡁಖ育のୡ⏺

➨㸫ࠖ㹙 4∧㹛 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 30年 4

᭶ 
ᰴᘧ♫࠸ࡽࡳ 

➨㸲∧㸸B5ุ 239㡫   

㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨㸷章 ಖ育⪅

ồࡿࢀࡽࡵ子育࡚ᨭ（P.178㹼P.193） 

 

 子育࡚ᨭ学・ࡕ子育ࠕ(4

㸫ಖㆤ⪅ᨭ子育࡚ᨭ

の⌮ㄽᐇ㝿㸫ࠖ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 23年 4

᭶ 
ಖ育ฟ∧♫ 

B5ุ 174㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛 ➨㸴

章 ➨㸯⠇ 子ࡶのⓎ㐩㞀ᐖの⌮ゎ 

（P.80㹼P.81） 

 

 ಖ育のᚰ⌮学Ϩࠖ ඹⴭࠕ(5
ᖹᡂ 24年 4

᭶ 
一⸤♫ 

A5ุ 216㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛 ➨

15章 ᆅᇦの中࡛の子ࡶᨭ（P.193

㹼P.207） 1㸬ᐙᗞ・ᆅᇦの㐃ᦠ  2㸬

子育࡚ᨭ  3㸬ࢀࡇかࡽの子ࡶᨭ

  

 

 ಖ育のᚰ⌮学ϩࠖ ඹⴭࠕ(6
ᖹᡂ 24年 4

᭶ 
一⸤♫ 

A5ุ 208㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨ 9 章 

子ࡶの㐟ࡧ学ࠊࡧ⌧௦♫の子ࡶ

の㐟ࡑࠊࡧの特ᛶၥ㢟 （P.113㹼

P.124） 1㸬子ࡶの㐟ࠊࡧಖ育ⓗព

⩏ 2㸬⌧௦♫特᭷の子ࡶの㐟3 ࡧ㸬

⌧௦の子ࡶの㐟ࡑࡧのၥ㢟ࠊಖ育

おࡿࡅᑐᛂ 

 

㹼ಖ育ࡁᐇ⩦のᡭᘬࠕ(7

ᡤ・ᗂ⛶ᅬ・タ㹼ࠖ 
ඹⴭ 

ᖹᡂ 27年 3

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部Ⓨ

⾜ 

B5ุ 254㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨ 3章

 ᗂ⛶ᅬᐇ⩦ࠖ（P.128㹼186）ࠕ

 

㹼ಖ育ࡁᐇ⩦のᡭᘬࠕ(8

ᡤ・ᗂ⛶ᅬ・タ㹼ࠖ 
ඹⴭ 

ᖹᡂ 27年 3

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部Ⓨ

⾜ 

B5ุ 254㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨ 3章

 ᗂ⛶ᅬᐇ⩦ࠖ（P.128㹼186）ࠕ

・教育ᚰ⌮学 ̿ಖ育ࠕ(9

学ᰯ⌧ሙࡃࡼࡾࡼࢆすࡿ

 ࠖ̿ࡵࡓ

 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 28年 4

᭶ 
ᔢᓚ野書㝔 

A5ุ 137㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨ 7章 

㐺ᛂᨭᚰ⌮ࢭス࣓ンࢺ 㸯㸬㐺ᛂ

のしࡳࡃ 㸰㸬ᚰ⌮ࢭス࣓ンࢺ 㸱㸬

㐺ᛂᨭᚰ⌮⒪ἲ（P.60㹼68） 

                              

ࡘ࡛⪅ಖ育ࡶ子ࠕ(10

ࡓࢃࠕ̿ 人間㛵ಀࡿࡃ

しࠖかࡓࢃࠕࡽしࠖࡕࡓ

̿ࠖ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 29年 4

᭶ 
ಖ育ฟ∧♫ 

B5ุ 180㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨ 11

章 1⠇ࠕ༠ຊし࡚ࡓࢃࠕしࡾࡸ࡛ࠖࡕࡓ

ࡿす࠺ࡼࡆ 6ṓඣࠖ（P.133㹼136） 

➨ 12章 3⠇ ࠕᑠ学ᰯのな᥋⥆

                                                                           㸽ࠖ（P.152㹼155）ࡣ

 

 
ࡵࡌࡣࡽάか⏕ࠕ(11

 ಖ育ෆᐜ—人間㛵ಀࠖ̿ࡿ
ඹⴭ 

ᖹᡂ 30年 3

᭶ 
青㠪♫ 

B5ุ 214㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨㸴章

 ಖ育ࠖ（P.77㹼84）ࡿ育࡚ࢆࡉしࡉࡸࠕ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

ಖ育ෆ_∧ࢺࢡࣃンࢥࠕ(12

ᐜࠗࢬ࣮ࣜࢩಖ育のᚰ⌮学

Ϩ࠘ࠖ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 30年 3

᭶ 
一⸤♫ 

A5ุ 145㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛 ➨

15章 ᆅᇦ♫おࡿࡅ子ࡶᨭ

（P.121㹼P.128） 1㸬ᐙᗞ・ᆅᇦの

㐃ᦠ  2㸬子育࡚ᨭ  3㸬ࢀࡇかࡽ

の子ࡶᨭ  

 

ಖ育ෆ_∧ࢺࢡࣃンࢥࠕ(13

ᐜࠗࢬ࣮ࣜࢩಖ育のᚰ⌮学

ϩ࠘ࠖ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 30年 3

᭶ 
一⸤♫ 

A5ุ 145㡫㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨㸶章 

㐟ࡧの中おࡿࡅ学ࡧ（P.65㹼P.72） 1㸬

⮬Ⓨⓗな㐟ࡧᇶ࡙ࡓ࠸ಖ育 2㸬㐟ࡧ

Ⓨ㐩 3㸬⌧௦の子ࡶの㐟ࡿࡄࡵࢆࡧၥ

㢟 

 

ಖ育のᚰ⌮学ࠖ ඹⴭ 令和ࠕ(14 2年 3᭶ 一⸤♫ 

A5ุ㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨ 14章ࠕங

ᗂඣᮇの学ࡧの㐣⛬特ᛶࠖ 

 

ᐙᗞᨭのᚰࡶ子ࠕ(15

⌮学ࠖ 
ඹⴭ 令和 2年 3᭶ 一⸤♫ 

A5ุ㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛 ➨ 6章 子

育࡚ࡾྲྀࢆᕳࡃ♫ⓗ≧ἣ  

 

ຓの⌮ゎࡶ子ࠕ(16  ࠖ ඹⴭ 令和 2年 3᭶ 一⸤♫ 

A5ุ㹙本人༢⊂ᢸᙜ部ศ㹛➨㸶章 Ẽ

なࡿ子ࡶ⌮ゎຓ 

 

（学⾡ㄽᩥ）     

1)ᐇ⩦ᣦᑟのຠᯝࢆ高ࡵ

のࡑ）教育᪉ἲの研究ࡿ

㸱） 

̿ᗂ⛶ᅬࠊಖ育ᡤ࡛のᐇ⩦

学⏕の⮬ᕫホ౯ࡿࡅお

ሙホ౯のẚ㍑᳨ウか⌧

 ̿ࡽ

 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 24年 3

᭶ 

┦ឡ大学研究ㄽ㞟 ➨

28ᕳ 

P.167㹼P.180㹙ඹⴭ⪅ྡ㹛中西恵ࠊ大

森雅人ࠊ᭤田ᫎୡࠊ高岡昌子ࠊ山口美智

子 

2)研究ሗ࿌ ኚの௦

おࡿࡅಖ育⪅㣴ᡂ教育の

あࡾ᪉㸫特学እᐇ⩦の

おࡿࡅຠᯝⓗな教育᪉ἲ

の᳨ウ㸫 㹙ᰝㄞࡁ㹛 

 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 25年 3

᭶ 

┦ឡ大学研究ㄽ㞟 ➨

29ᕳ 

p.73㹼p.79 㹙ඹⴭ⪅ྡ㹛中西恵ࠊ᭤

田ᫎୡࠊ⸨本㯞子ࠊ山口美智子ࠊ岩口ᦤ

子ࠊ木村久⏨ࠊ⣽ᕝ㏿ぢࠊ山本和明ࠊΏ

部美✑子ࠊᕝ中美ὠ子ࠊ高岡昌子 

 

ᦠᖏᆺ࣒࣮ࢤᶵのࣛࢢス

ࣞス㸱Dᫎീど⫈ࡿࡼᙳ

㡪 㹙ᰝㄞࡁ㹛 

 

༢ⴭ 

ᖹᡂ 26年 11

᭶ 

 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学 紀

せ  ➨ 45ᕳ 

P.63㹼P.70（本研究ࡣ JSPS⛉研㈝ 

24653187のຓᡂࡓࡅཷࢆ研究࡛あࠋࡿ） 

ᗂᑡᮇお࣒࣮ࢤࡿࡅ⤒

㦂࣒࣮ࢤయ㦂ࡿࡼ⑂

ປឤの㛵ಀ                           

㹙ᰝㄞࡁ㹛 

 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 27年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

 ዪ 子 ▷ ᮇ 大 学 部 

紀せ  ➨ 46ᕳ 

P.27㹼P.32（本研究ࡣ JSPS⛉研㈝ 

24653187のຓᡂࡓࡅཷࢆ研究࡛あࠋࡿ） 

ྛⓎ㐩のᮇおࠕࡿࡅඛ

⏕ࠖの࢞ࢿテࣈなゝື

 ࡚࠸ࡘ

ඹⴭ 
ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

 ዪ 子 ▷ ᮇ 大 学 部 

紀せ  ➨ 47ᕳ  

P.31㹼P.40  

㹙ඹⴭ⪅ྡ㹛高岡昌子ࠊ高橋千香子ࠊ林

悠子ࠊ岩本健一 

 

ಖ育⪅㣴ᡂồࡿࢀࡽࡵ

ಖ育⪅の㈨㉁࡚࠸ࡘ

（㸰）̿ᑵ職ඛのンࢣ

のㄪᰝの๓ᅇㄪᰝࢺ࣮

ẚ㍑か̿ࡽ㹙ᰝㄞࡁ㹛 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

 ዪ 子 ▷ ᮇ 大 学 部 

紀せ  ➨ 47ᕳ  

P.71㹼P.80㹙ඹⴭ⪅ྡ㹛林悠子ࠊ高橋千

香子ࠊ高岡昌子ࠊ岩本健一 

ಖ育⪅㣴ᡂᰯの学⏕のᛶ

᱁特ᛶおࡧࡼ㐍㊰≧ἣ

の㛵㐃࡚࠸ࡘ㹙ᰝㄞ

 㹛ࡁ

ඹⴭ 
ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

 ዪ 子 ▷ ᮇ 大 学 部 

紀せ  ➨ 47ᕳ  

P.41㹼P.48㹙ඹⴭ⪅ྡ㹛高橋千香子 ࠊ 高

岡昌子 ࠊ 林悠子 ࠊ 岩本健一 

人間－94



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

᪂人ಖ育⪅ᚲせな㈨㉁

⪅᪂人ಖ育࡚̿࠸ࡘ

ᑐすࡿ⥲ྜⓗなホ౯ࡘ

なࡿࡀලయⓗな㈨㉁̿㹙ᰝ

ㄞࡁ㹛 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 29年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

 ዪ 子 ▷ ᮇ 大 学 部 

紀せ  ➨ 48ᕳ  

P.41㹼P.49㹙ඹⴭ⪅ྡ㹛高岡昌子ࠊ林悠

子ࠊ高橋千香子ࠊ岩本健一 

タᐇ⩦おࡿࡅ学⏕の

安ࢆ㍍ῶすࡿ๓学⩦

の研究 㹙ᰝㄞ࡚࠸ࡘ

 㹛ࡁ

ඹⴭ 
ᖹᡂ 29年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

 ዪ 子 ▷ ᮇ 大 学 部 

紀せ  ➨ 48ᕳ 

P.31㹼P.40㹙ඹⴭ⪅ྡ㹛岩本健一 ࠊ 高

岡昌子 ࠊ 高橋千香子 ࠊ 林悠子 

᪂人ಖ育⪅ᑐ 

すࡿホ౯ 㹼๓年 

度のẚ㍑ࢆ㏻し 

࡚㹼㹙ᰝㄞࡁ㹛 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 30年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

 ዪ 子 ▷ ᮇ 大 学 部 

紀せ  ➨ 49ྕ 

P.49㹼P.59㹙ඹⴭ⪅ྡ㹛高岡昌子ࠊ㣤田

惠美子ࠊ岩本健一ࠊᑠᕝ⣧子ࠊ高橋千香

子ࠊ林悠子 

教学ሗ࿌ ඹⴭ 
ᖹᡂ 31年 3

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部 

☾㎶ࠊ࠺ࡺᜏ岡᐀ྖࠊ中田章子ࠊ高岡昌

子ࠊ㣤田惠美子ࠊ岩本健一ࠊᑠᕝ⣧子ࠊ

高橋千香子ࠊ林悠子ࠊ吉田明史 

యⓗなࠕࠖ⛬教育ㄢࠕ

ィ⏬࡚ࠖ࠸ࡘの一⪃ᐹ 

̿ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿㸪ಖ育ᡤ

ಖ育ᣦ㔪㸪ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃ

ᅬ教育・ಖ育せ㡿かࡶࡇ

 ̿ࡽ

ඹⴭ 
令和元年 10

᭶ 

人間教育 ➨ 2ᕳ ➨

9ྕ  

P.221㹼P.229㹙ඹⴭ⪅ྡ㹛中田章子ࠊ高

岡昌子ࠊ矢野正ࠊ加奥満紀子 

᪂人ಖ育⪅ᑐすࡿホ౯

㹼๓ࠎ年度๓年度の

ẚ㍑ࢆ㏻し࡚㹼 

 

ඹⴭ 令和 2年 3᭶ 
ዉ Ⰻ 学 ᅬ 大 学 紀 せ 

➨ 12ᕳ 

P.51㹼P.60㹙ඹⴭ⪅ྡ㹛高岡 昌子ࠊ岩

本 健一ࠊ高橋 千香子ࠊ林 悠子 

     （のࡑ）

【ᅜ㝿学Ⓨ⾲】     

Assessment of Glassless 

3D Viewing on a Portable 

Game Machine                             

ඹྠ 
ᖹᡂ 24年 9

᭶ 

㸫 

 

ECVP2012 European Conference on 

Visual Perception（Alghero, Sardinia, 

Italy）Perception 2012 41, P.72（本

研究ࡣJSPS⛉研㈝ 24653187のຓᡂཷࢆ

 （ࠋࡿ研究࡛あࡓࡅ

The effect of video game 

experience in earlier 

childhood on fatigue with 

a portable 3D game 

machine.                                                    

ඹྠ 
ᖹᡂ 26年 8

᭶ 
㸫 

ECVP2014 European Conference on 

Visual Perception（Belgrade, Serbia）

Perception 2014 43, P.160       

（本研究ࡣJSPS⛉研㈝ 24653187のຓᡂ

                            （ࠋࡿ研究࡛あࡓࡅཷࢆ

How does Video Game 

Experience in Early 

Childhood Affect 

Attitude and Fatigue 

Related to Portable 3D 

Game Machines?  

ඹྠ 
ᖹᡂ 28年 7

᭶ 
㸫 

International Congress of Psychology 

2016 (ICP2016), (PACIFICO Yokohama in 

Yokohama, Japan) （本研究ࡣ JSPS⛉研

㈝ 24653187のຓᡂࡓࡅཷࢆ研究࡛あ

 （ࠋࡿ

人間－95



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

Possible mislocalisation 

of a moving ickering 

target. 

ඹྠ 
ᖹᡂ 29年 8

᭶ 
㸫 

ECVP2017 European Conference on 

Visual Perception（Berlin,Germany）

Perception 2017 P.243 

【ᅜෆ学Ⓨ⾲】     

ኚの௦おࡿࡅಖ育

⪅㣴ᡂ教育のあࡾ᪉（㸯）

̿特学እᐇ⩦ᣦᑟお

ࢻ࣮࣮࣡࢟ࢆ༠ാࠖࠕ࡚࠸

 教育᪉ἲのᕤ夫̿

ඹྠ 
ᖹᡂ 24年 9

᭶ 
㸫 

┿᐀ಖ育学 ➨ 19ᅇ大（大㜰ᗓ・┦

ឡ大学） 

ኚの௦おࡿࡅಖ育

⪅㣴ᡂ教育のあࡾ᪉（㸰）

̿ಖ育ᐇ⩦おࡿࡅຠᯝ

ⓗなಶูᚋᣦᑟᐇの

᳨ウ̿ 

ඹྠ 
ᖹᡂ 24年 9

᭶ 
㸫 

┿᐀ಖ育学 ➨ 19ᅇ大（大㜰ᗓ・┦

ឡ大学） 

ᦠᖏᆺ࣒࣮ࢤᶵのࣛࢢス

ࣞス㸱㹂ᫎീど⫈ࡿࡼ

ᙳ㡪 

ඹྠ 
ᖹᡂ 25年 7

᭶ 
㸫 

᪥本どぬ学 2013年ኟ季大(ᾏ

㐨・ᮐᖠᕷ❧大学） 学ㄅࠗVISION࠘

25ᕳ 3ྕ㸪P.149-P.150 

ᗂᑡᮇお࣒࣮ࢤࡿࡅ⤒

㦂࣒࣮ࢤయ㦂ࡿࡼ⑂

ປឤの㛵ಀ 

༢⊂ 
ᖹᡂ 26年 3

᭶ 
㸫 ᪥本Ⓨ㐩ᚰ⌮学 ➨ 25ᅇ大  

ᗂ⛶ᅬඣのಖㆤ⪅ᑐす

のព࡚࠸ࡘඣ❺ᚅࡿ

㆑ㄪᰝ 

ඹྠ 令和 2年 3᭶ 㸫 
᪥本ಖ育⪅㣴ᡂ教育学➨㸲ᅇ研究大
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和㸰年㸱᭶㸱㸯᪥ 

Ặྡ  中島 栄之介  

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

特ูᨭ教育 
ྜ⌮ⓗ㓄៖ࠊᙅ教育ࠊ㔜ᚰ㌟㞀ᐖ教育ࠊ知ⓗ㞀ᐖ教育ࠊ⫥య⮬由教

育ࠊⓎ㐩㞀ᐖࠊICT教育 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

教育ㄢ⛬の特Ⰽあࡿ⦅ᡂ 

 

 

  

(1)特ูᨭ学 （ᰯ知ⓗ㞀ᐖ）࡛ の教育ㄢ⛬の
⦅ᡂ 

ᖹᡂ 22 年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ 31 年 3
᭶ 

知ⓗ㞀ᐖ教育（ᬑ㏻⛉）おࡓࡏࢃྜࠊࡿࡅᣦᑟࠊ⮬❧
άື中ᚰのㄢ⛬ࠊゼၥ教育の教育ㄢ⛬ཬࡏేࡧ᭷すࡿ⫥
య⮬由ࠊ㔜度・㔜」㞀ᐖの教育ㄢ⛬の⦅ᡂࠋ知ⓗ㞀ᐖ
教育（高➼部職業⛉）おࡿࡅ教⛉中ᚰの教育ㄢ⛬ࠊᑓ
㛛学⛉の教育ㄢ⛬の⦅ᡂࠋ 
（රᗜ┴❧㜰⚄᪻㝧特ูᨭ学ᰯࠊⰱᒇ特ูᨭ学ᰯ࡛
のᐇ㊶） 

   

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

(1)教育ᐇ⩦   

・教育ᐇ⩦のᡭᘬࡁ（༢ⴭ） 
Ⓨ⾜㸸රᗜ┴❧ⰱᒇ特ูᨭ学ᰯ 
 

ᖹᡂ 23年 7᭶ 

 

特ูᨭ学ᰯ教育ᐇ⩦⏕のᡭᘬࠋࡁᐇ⩦の᪥⛬ෆᐜࠊ
㞀ᐖࠊ教育ㄢ⛬ࠊ授業研究ࠊ特ูᨭ教育のṔ史ࠊ特ู
ᨭ教育人ᶒ࡚࠸ࡘな教育ᐇ⩦⯡ࡲ࡚࠸ࡘ
ᖹᡂࡵ 30年࡛ࡲ⏝しࠋࡓ 

・教育ᐇ⩦のᚰᚓ（༢ⴭ） 
Ⓨ⾜㸸රᗜ┴❧㜰⚄᪻㝧特ูᨭ学ᰯ 
 

ᖹᡂ 24年 5᭶ 

 

特ูᨭ教育ᐇ⩦⏕のᡭᘬࠋࡁᐇ⩦の᪥⛬ෆᐜࠊὶ
ཬࡧඹྠ学⩦ࠊᑓ㛛学⛉（職業⛉）の教育ㄢ⛬の特Ⰽࠊ
授業研究࡚࠸ࡘ教育ᐇ⩦⯡ࡵࡲ࡚࠸ࡘᖹᡂ 30
年࡛ࡲᐇ⩦⏕ᑐ㇟⏝ࠋ 

(2)介ㆤ➼య㦂 
・介ㆤ➼య㦂のᡭᘬࡁ（༢ⴭ） 
・介ㆤ➼య㦂講ヰ㈨ᩱ（༢ⴭ） 

ᖹᡂ 20 年 4 ᭶
㹼25年 4᭶ 

රᗜ┴❧ୖ野ࣨ原特ูᨭ学ᰯࠊරᗜ┴❧ⰱᒇ特ูᨭ
学ᰯࠊරᗜ┴❧㜰⚄᪻㝧特ูᨭ学ᰯ࡛సᡂしࠊᖹᡂ 30
年࡛ࡲᐇ⩦⏕ᑐ㇟⏝中ࠋ 

(3)་⒪㛵ಀ⪅య㦂ᐇ⩦ 
・特ูᨭ教育ࡣ（༢ⴭ） 

ᖹᡂ 25年 4᭶

㹼ᖹᡂ 31年 3

᭶ 

ᐆሯ大学┳ㆤ学部ࠊ⚄ᡞ大学་学部ࠊරᗜ་⛉大学་学
部の学⏕ᑐし࡚ࠊ㞀ᐖඣ人ᶒࠊ特ูᨭ学ᰯの教育
ㄢ⛬ྜࠊ⌮ⓗ㓄៖ᇶ♏ⓗ⎔ቃᩚഛࠊICF  ICIDHࠊⓎ
㐩㞀ᐖの⮫ᗋᡤぢ➼ࠊ་師┳ㆤ師なࡓࡗ㝿ᚲせな知
㆑のᣦᑟ子ࠋ 

(4)研ಟ➼の㈨ᩱ子 
・᪂任特ูᨭ学⣭ᢸᙜ教ဨ➼研ಟᙅ学⣭
ᢸᙜ（༢ⴭ） 
 

ᖹᡂ 21 年 8 ᭶
㹼22年 8᭶（㐃
⥆ 3ᅇ） 

ᙅ特ูᨭ学⣭࡚ࡵึࢆᢸᙜすࡿ教ဨᑐ㇟の┴教育

ጤဨദࠕᙅ学⣭᪂任ᢸᙜࠖ講ᗙの㈨ᩱ子ࠋᙅ

教育の教育ㄢ⛬ࠊᙅ教育のኚ㑄ࠊ㝔の㐃ᦠࠊᙅ

教育のᣦᑟ特Ⰽࠊᙅඣのᚰ⌮➼ࠋࡓࡵࡲࢆ 

(5)特ูᨭ教育⥲ㄽ（ඹⴭ） 
   【ᥖ】 

ᖹᡂ 31年 ධ㛛⪅ᑐし࡚特ูᨭ教育のᴫせࠊ࡚࠸ࡘ特ูᨭ

教育の⌮ᛕࠊไ度ࠊṔ史加࡚࠼どぬࠊ⫈ぬࠊ知ⓗࠊ⫥

య⮬由ࠊᙅࠊⓎ㐩㞀ᐖࠊ学⩦㞀ᐖ➼࡚࠸ࡘᚰ⌮

ࠋࡓ記㏙し࡚࠸ࡘ⯡ᣦᑟἲ➼⛬教育ㄢࠊ⌮ࠊ⌮⏕

❧⮬ࠊṔ史ࠊไ度ᛕ⌮）࡚࠸ࡘ特ูᨭ教育ࠊࡓࡲ

άືಶูの教育ᨭィ⏬ཬࡧಶูのᣦᑟィ⏬）ࠊᣦᑟ

のᐇ㝿（特ูᨭ学ᰯ特ูᨭ学⣭➼）ࠊ⌮ゎᣦᑟ

（Ⓨ㐩㞀ᐖࠊ学⩦㞀ᐖࠊ⮬㛢ス࣒ࣛࢺࢡ࣌➼）ࠊㄢ㢟

授業のࣘࠊ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ⬟ⓗᶵ࣮ࢱンࢭ）ᒎᮃ

ࠊ⩦ඹྠ学ࡧὶཬࠊ⏝ITCのάࠊンࢨࢹルࢧ࣮ࣂࢽ

་ࠊ㔜度・㔜」㞀ᐖのከᵝࠊ教育ࣈࢩル࣮ࢡン

⒪ⓗࠊࢣ༴ᶵ⟶⌮ࠊᆅᇦࡸ㛵㐃ᶵ㛵の㐃ᦠ࢟ࠊャࣜ

 ࠋࡓしෆᐜࡓ༶しሙ⌧ࠊ教育）な

   

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

(1)ዉⰋ教育大学ࢤスࢺ講師 学⏕ン࣮ࢣ
 ホ౯ࢺ

ᖹᡂ 23年 12᭶ 

 

ᙅ教育࡚࠸ࡘ教育ㄢ⛬ࠊṔ史ࠊ≦⌧ᙅඣのᚰ⌮ࠊ
ᙅ教育のᣦᑟㄽࠊᙅ教育のኚ㑄ࠊᙅ教育の特Ⰽࢆ
講⩏し  ࠋዲホ（4Ⅼ満Ⅼ）3.5
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(2)ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部の学⏕ンࢣ
 ࢺ࣮

 

ᖹᡂ 30年 6᭶ 

 
知ⓗ㞀ᐖ特ࠊ人間教育学ࠖの講⩏࡛特ูᨭ教育ᴫㄽࠕ

ูᨭ学ᰯのᐇ㝿ࠊ知ⓗ㞀ᐖ特ูᨭ学ᰯの教育ㄢ⛬ࠊ

知ⓗ㞀ᐖ特ูᨭ学ᰯのᣦᑟのᐇ㝿ࢆヰしࠋࡓ満㊊度ࡣ

4Ⅼ満Ⅼ࡛ 3.7࡛あࠋࡓࡗ 

 

(3)ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部の学⏕ンࢣ

 ࢺ࣮

ᖹᡂ 31年 6᭶ ࠕ⌧௦教育ㄢ㢟 B(特ูᨭ)ࠖおࠊ࡚࠸講⩏ෆᐜ㛵

すࡿンཷࠋࡓࡗ⾜ࢆࢺ࣮ࢣ講⪅ 13人ဨࡾࡼᅇ⟅ࡀ

あࠊࡾ講⩏ෆᐜࡣ࡚࠸ࡘᴫࡡ⌮ゎ࡛ࡿࡁなࠊ高ホ౯

࡛あࠋࡓࡗ 

    

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記

㡯 

 研ಟ講師し࡚教ဨのᣦᑟࠊ教育ᐇ⩦➼大学⏕のᣦ
ᑟࠊ教育ጤဨ㛵ಀ⪅・大学㛵ಀ⪅のどᐹ࡛の教育ㄢ
⛬➼のㄝ明➼ࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆ 
 

 (1)特ูᨭ教育おࡿࡅሗ教育（ICT）の
ᵓ⠏ 
 

ᖹᡂ 6年 4᭶㹼
⌧ᅾࡿ⮳ 
 

රᗜ┴㜰⚄ᆅ༊学ᰯ࡛特ูᨭ教育ሗ教育ᢸᙜ⪅ࢆ

ᖹᡂࠋࡿࡵົ 17年㹼18年ࡣරᗜ┴教育ጤဨሗ教育

ᑓ㛛᥎㐍ဨࠋ令和元年度ࡣරᗜ┴❧ⰱᒇ特ูᨭ学ᰯ

ඹྠ࡛マࢡロࢺࣇࢯ♫のᨭࢆᚓ࡚特ูᨭ学ᰯ

おࣉࡿࡅロ࣑ࣛࢢンࢢ教育のᅾࡾ᪉᳨࡚࠸ࡘウし࡚

 ࠋࡓࡁ

 
(2)㞀ᐖูの教育ㄢ⛬の⦅ᡂ 
 

ᖹᡂ 19 年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ 31 年 3
᭶ 

特ูᨭ教育おࡓࡌ‽ࡿࡅᣦᑟࡓࡏࢃྜࠊᣦᑟࠊ⮬❧
άື中ᚰのᣦᑟࠊゼၥ教育な教育ㄢ⛬の⦅ᡂ࡚ࡗ⾜ࢆ
 （「㔜度・㔜ࠊᙅࠊయ⮬由⊫ࠊ知ⓗ㞀ᐖ）ࡓࡁ
 

(3)特ูᨭ学ᰯおࡿࡅ教育ᐇ⩦⏕のᣦᑟ 

 

ᖹᡂ 19 年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ 31 年 3
᭶ 

ẖ年ᐇ⩦⏕ࡅཷࢆධࠋࡓࢀᐇ⩦の᪥⛬ෆᐜࠊ㞀ᐖࠊ教
育ㄢ⛬ࠊ授業研究ࠊ特ูᨭ教育のṔ史な教育ᐇ⩦
 ࠋᣦᑟ࡚࠸ࡘ⯡
 

(4)特ูᨭ学ᰯおࡿࡅ介ㆤ➼య㦂のᣦᑟ 

 
ᖹᡂ 19年 4᭶

㹼ᖹᡂ 31年 3

᭶ 

介ㆤ➼య㦂の学⏕ࢆẖ年⣙ 30 大学ࡾࡼ 250 ྡ⛬度ཷࡅ
ධࠋࡓࢀ特ูᨭ教育のព࡚࠸ࡘᐇ㊶ⓗᣦᑟࢆ⾜
 ࠋࡓࡗ
 

(5)᪂任特ูᨭᙅ学⣭ᢸᙜ教ဨ➼研ಟ講
師（රᗜ┴教育ጤဨദ） 

 

ᖹᡂ 24 年 4 ᭶
㹼28年 3᭶ 

 

㜰⚄᪻㝧特ูᨭ学 （ᰯ᪂タᰯ࡛高➼学ᰯのὶཬࡧ
ඹྠ学⩦ࠊ職業⛉࠺࠸特Ⰽࢆᣢࡘ）のどᐹ⪅ࢆᑐ㇟教
育ㄢ⛬の特Ⰽࠊὶཬࡧඹྠ学⩦࡚࠸ࡘ講ヰࡗ⾜ࢆ
教育ጤဨࠊ㛵ಀ（ࡴྵ⏕大学⏕大学㝔）大学ࠊᾏእࠋࡓ
㛵ಀな 16 ᅋయᑐᛂࠋ特ูᨭ学ᰯ㛵ಀࠊ研
ಟ㛵ಀなࢆ加ࡿ࠼㏙⣙  ࠋᐇ௳150
 

(7)་⒪㛵ಀ⪅య㦂ᐇ⩦➼講師 
 

ᖹᡂ 19年 4᭶

㹼ᖹᡂ 31年 3

᭶ 

ᐆሯ大学┳ㆤ学部ࠊ⚄ᡞ大学་学部ࠊරᗜ་⛉大学་学

部の 3大学ᘏ 60人の学⏕ᑐし࡚ࠊ㞀ᐖඣ人ᶒࠊ

特ูᨭ教育ᴫㄽࠊⓎ㐩㞀ᐖの⮫ᗋᡤぢ➼࡚࠸ࡘᣦᑟ 

 
(8)රᗜ┴❧ⰱᒇ特ูᨭ学ᰯദࠊ㜰⚄間特

ูᨭ学ᰯ研ಟ講師 

令和元年 8᭶ රᗜ┴❧ⰱᒇ特ูᨭ学ᰯ職ဨࢆᑐ㇟し࡚ࠊ高➼部࡛

のඹྠ研究のᵝ子ࢆ⤂介しなࠊࡽࡀ特ูᨭ学ᰯおࡅ

次年ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ᪉ࡵ教育の㐍ࢢン࣑ࣛࢢロࣉࡿ

度ࡾࡼ㛤ጞࣉࡿࢀࡉロ࣑ࣛࢢンࢢ教育の㐍ࡵ᪉࠸ࡘ

 ࠋࡓࡗዲホ࡛あࡓࡗな⪄ཧࠊ࡚

 

(9)ዉⰋ┴次ୡ௦教ဨ㣴ᡂሿ➨ 2ᅇ講ᗙ 講

師 

令和元年 11᭶ ዉⰋ┴ୗのᑠ学ᰯ教ဨࢆ目ᣦす高ᰯ 2年⏕⣙ 40人授

業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㐨ᚨࢆ中ᚰࠊఏࡇࡿ࠼の㞴し࣑ࢥࢆࡉ

㞀ᐖのࠊࡾࡓウ㆟し࡛ࣉル࣮ࢢ࡚࠸ࡘンࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ

あࡿ子ࡾࡓ࠼⪄࡚࠸ࡘࡕࡓࡶしなࠋࡓࡗ⾜ࡽࡀዉⰋ

┴教育ጤဨの࣓࣮ルマࢪ࢞ンなࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡶ

 ࠋࡓࡗዲホ࡛あ㠀ᖖなࡿ

 
(10)රᗜ┴ゝㄒ⫈ぬኈᑠඣጤဨ 学⩦

講師 

令和元年 12᭶ 㞀ᐖのあࡿ子ࡕࡓࡶのᑵ学ඛࠊ࡚࠸ࡘරᗜ┴ୗのᑠ

ඣࢆᑐ㇟し࡚ࡿ࠸ゝㄒ⫈ぬኈᑐし࡚講₇しࠋࡓ༞業

ᚋの⏕ά➼ࡓࡵྵࡶ講₇࠸⾜ࢆዲホ࡛あࠋࡓࡗ 
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(11)රᗜ┴❧ࡸࡇの㔛特ูᨭ学ᰯᰯෆ研ಟ

講師 

令和元年 12᭶ ࣉロ࣑ࣛࢢンࢢ教育の᥎㐍㛵す࡚ࠥ࠸ࡘ⤌ྲྀࡿⰱ

ᒇ特ูᨭ学ᰯ職業⌜のྲྀ⤌ࠥ㢟し࡚ࠊ特ูᨭ学ᰯ

講₇し࡚࠸ࡘ᪉ࡵ教育の㐍ࢢン࣑ࣛࢢロࣉࡿࡅお

ࡓࢀධࢆලయⓗなෆᐜᰯ࡛のඹྠ研究のなࠋࡓ

の࡛㠀ᖖศかࡸࡾすかࡓࡗゝ࠺ホ౯ࠋࡓࡅཷࢆ 

 

(12)රᗜ┴特ูᨭ教育ㅖ学ᰯ㛗 研ಟ

講師 

令和 2年 1᭶ 特ูᨭ学ᰯおࡿࡅ ICT教育Ѹࣉロ࣑ࣛࢢンࢢ教育ࢆ

ጞࡿࡵỴពѸ㢟し࡚රᗜ┴ୗの特ูᨭ学ᰯのᰯ㛗ඛ

⏕᪉講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ次年度௨㝆ᑠ学部࡛ጞࣉࡿࡲロࢢ

ࠊ᪉ྀྲ࠼⪄ࡿなᬒ⫼࡚࠸ࡘ教育ࢢン࣑ࣛ の㐍ࡳ⤌ࡾ

高ホ౯࡛なࡃ⥆ࡀ㉁ၥࡶ講₇ᚋࠋࡓ講₇しࢆ᪉なࡵ

あࠋࡓࡗ 

   

㸳 ࡑの   

(1)රᗜ┴❧ⰱᒇ特ูᨭ学ᰯ 学ᰯホ㆟ဨ 令和元年6᭶ࠥ

⌧ᅾࡿ⮳ 

රᗜ┴❧ⰱᒇ特ูᨭ学ᰯの学ᰯホ㆟ဨし࡚ࠊホ㆟ဨ

ฟᖍしࠊពぢࢆ㏙ࠋࡓ 

(2)රᗜ┴ゝㄒ⫈ぬኈᑠඣጤဨ ጤဨ ᖹᡂ 29年度 6

᭶ࠥ⌧ᅾ⮳

 ࡿ

රᗜ┴ゝㄒ⫈ぬኈᑠඣጤဨጤဨし࡚ࠊ┴ෆᑠඣ㡿

ᇦᢸᙜのゝㄒ⫈ぬኈの研ಟࢆィ⏬ࠊ㐠Ⴀし࡚ࡿ࠸ 

   

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

(1)㣴ㆤ学ᰯ教ㅍ 1⣭ᬑ㏻චチ≧ 和 59年 3᭶ චチ≧␒ྕ㸸㸳㸶㣴学㸯ᬑ➨㸶㸮ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ
） 

(2)ᑠ学ᰯ教ㅍ 1⣭ᬑ㏻චチ≧ 和 59年 3᭶ 
 

චチ≧␒ྕ㸸㸳㸶ᑠ㸯ᬑ➨㸯㸲㸶㸮ྕ（大㜰ᗓ教育ጤ
ဨ） 

 
(3)ᗂ⛶ᅬ教ㅍ 2⣭ᬑ㏻චチ≧ 

 

和 59年 3᭶ 

 

චチ≧␒ྕ㸸㸳㸶ᗂ㸰ᬑ➨㸲㸳㸱㸯ྕ（大㜰ᗓ教育ጤ
ဨ） 
 

(4)ಟኈ（学ᰯ教育学） ᖹᡂ 8年 3᭶ 

 
රᗜ教育大学大学㝔 

ㄽ㢟ࠕ㔜ᚰ㌟㞀ᐖඣ・⪅のࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥンᡭẁの

⋓ᚓ࡚࠸ࡘの研究㸫ࢩンࣉルテࣀࢡロࢯ࣮ࣃ࣮ࢪ

 㸫࡚ࠖ࠸⏝ࢆ࣮ࢱ࣮ࣗࣆンࢥルࢼ

(5)㣴ㆤ学ᰯ教ㅍᑓಟචチ≧ 

 

ᖹᡂ 8年 3᭶ 

 
චチ≧␒ྕ㸸ᖹ㸶㣴学ᑓ➨㸯ྕ（රᗜ┴教育ጤဨ） 

(6)ᑠ学ᰯ教ㅍᑓಟචチ≧ 

 

ᖹᡂ 8年 3᭶ 

 

චチ≧␒ྕ㸸ᖹ㸶ᑠᑓ➨㸰㸯ྕ（රᗜ┴教育ጤဨ） 

 (7)ゝㄒ⫈ぬኈ ᖹᡂ 16年 3᭶ Ⓩ㘓␒ྕ➨㸳㸳㸲㸷ྕ 

   

㸰 特チ➼   

・特なし   

   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記

㡯 

 ┴❧特ูᨭ学ᰯ࡛ᙅࠊ知ⓗ㞀ᐖࠊ⫥య⮬由ࠊ㔜度
㔜」㞀ᐖのඣ❺⏕ᚐのᣦᑟᙜࡿࡓ 
 

 (1)රᗜ┴❧ୖ野ࣨ原特ูᨭ学ᰯ教ㅍし
࡚ 

 

ᖹᡂ 21 年 4 ᭶
㹼22年 3᭶ 

 

ᙅ教育学⣭（⫥య⮬由・知ⓗ㞀ᐖの㔜」ࣛࢡス）
ᢸ任ࢆすࠋࡿ教ົ部部㛗し࡚ࠊす࡚の教育ㄢ⛬⦅
ᡂࢆᢸᙜしࠋࡓ教⛉学⩦ࢢル࣮ࣉ㛗ࠊᲷゼၥ（㔜ᚰ
㌟㞀ᐖࢢル࣮ࢆ（ࣉᢸᙜࠋ 
 

(2)රᗜ┴❧ⰱᒇ特ูᨭ学ᰯ教ㅍし࡚ 
 

ᖹᡂ 22 年 4 ᭶
㹼23年 12᭶ 

 

知ⓗ㞀ᐖ学⣭ᢸ任ࠊሗᅗ書部㛗ࠊ教ົ部㛗 教育ㄢ⛬
ጤဨ㛗ࠊࡵົࢆ教育ㄢ⛬のⅬ᳨ࠋࡓࡗ⾜ࢆ特ูᨭ教育
άື中ᚰのᣦ❧⮬ࠊᣦᑟࡓࡏࢃྜࠊᣦᑟࡓࡌ‽ࡿࡅお
ᑟࠊゼၥ教育な教育ㄢ⛬の⦅ᡂࢆᐇ㊶ࠋ 
 

(3)රᗜ┴❧㜰⚄᪻㝧特ูᨭ学ᰯ教ㅍし
࡚ 

ᖹᡂ 24 年 1 ᭶
㹼26年 3᭶ 

 

⥲ົ部㛗ࠊ教育ㄢ⛬⦅ᡂのᢸᙜ・ධ学㑅⪃ࢆᢸᙜしࠋࡓ
しᖹᡂࡔࡓ 24年 1᭶᪂タᰯ㛤講のࡵࡓ 1㹼3᭶ࡣ㛤ᰯ‽
ഛᐊࢆවົしࠋࡓ 
 

(4)රᗜ┴❧㜰⚄᪻㝧高➼学ᰯ教ㅍවົし
࡚ 

 

ᖹᡂ 29 年 4 ᭶
㹼28年 3᭶ 

ከ部ไ༢ไ高➼学ᰯのරᗜ┴❧㜰⚄᪻㝧高➼学ᰯ教
ㅍࢆවົしࠊ特ูᨭ学ᰯの㐃⤡ㄪᩚࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
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(5)රᗜ┴❧㜰⚄᪻㝧特ูᨭ学ᰯᖿ教ㅍ
 し࡚

 

ᖹᡂ 26年 4᭶
㹼28年 3᭶ 

⥲ົ部㛗ࠊ教育ㄢ⛬の⦅ᡂࠊධ学㑅⪃業ົࠊ高➼学ᰯ
の㐃⤡ㄪᩚࠊሗ教育ࠊ人ᶒ教育ࠊPTA のタ❧ึࠊ任⪅
研ಟ➼⾜ࠋࡓࡗ 

(6)රᗜ┴❧ࡸࡇの㔛特ูᨭ学ᰯᖿ教ㅍ
 し࡚

 

ᖹᡂ 28年 4᭶
㹼29年 3᭶ 

教ົ部㛗ࠊ教育ㄢ⛬の⦅ᡂࠊධ学㑅⪃業ົࠊ人ᶒ教育ࠊ
ሗ教育ึࠊ任⪅研ಟࠊ教育ᐇ⩦➼ࢆᢸᙜ 

(7)රᗜ┴❧ⰱᒇ特ูᨭ学ᰯ教㢌し࡚ 

 

ᖹᡂ 29 年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ 31 年 3
᭶ 

┴❧特ูᨭ学ᰯ⟶⌮職し࡚の業 （ົ高➼部ࠊ⥲ົ部ࠊ
⏕ᚐᣦᑟ部）රᗜ┴❧特ูᨭ学ᰯ教㢌ᙺဨࡵົࢆ
 ࠋࡿ

(8)ᆅᇦබ㛤講ᗙ講師 
 

ᖹᡂ 30年㸵᭶ 
 

教ㅍ 30 人ࢆᑐ㇟ࠊ特ูᨭ教育おࡿࡅ ICT のά⏝
Ⓨ㐩ẁ㝵⛬教育ㄢࠕ ICTの㛵ಀࢆ⪃すࡿ テ࣮ࠖࢆ
マ講ヰࠋ 

    

㸲 ࡑの   

රᗜ┴ゝㄒ⫈ぬኈᑠඣጤဨጤဨ ᖹᡂ 30年 4᭶

㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

රᗜ┴ゝㄒ⫈ぬኈᑠඣጤဨࡀദすࡿ年4ᅇの

し࡚ᑠඣ㡿ᇦのゝㄒ⫈ぬኈࢆᑐ㇟しࡓ研ಟの㛤ദࠋ

学ᰯゝㄒ⫈ぬኈのሗの㐃⤡ᢸᙜࠋ 
   

研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

1 特ูᨭ教育⥲ㄽ 

 

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ 31 年 3
᭶ 

 

ERPฟ∧ 

 

ධ㛛⪅ᑐし࡚特ูᨭ教育のᴫせ
Ṕࠊไ度ࠊ特ูᨭ教育の⌮ᛕࠊ࡚࠸ࡘ
史加࡚࠼どぬࠊ⫈ぬࠊ知ⓗࠊ⫥య⮬
由ࠊᙅࠊⓎ㐩㞀ᐖࠊ学⩦㞀ᐖ➼࠸ࡘ
࡚ᚰ⌮ࠊ⌮⏕⌮ࠊ教育ㄢ⛬ᣦᑟἲ
➼⯡࡚࠸ࡘ記㏙しࠊࡓࡲࠋࡓ特ูᨭ
教育࡚࠸ࡘ（⌮ᛕไ度ࠊṔ史ࠊ⮬
❧άືಶูの教育ᨭィ⏬ཬࡧಶู
のᣦᑟィ⏬）ࠊᣦᑟのᐇ㝿（特ูᨭ学
ᣦᑟ（Ⓨゎ⌮ࠊ（➼特ูᨭ学⣭ᰯ
㐩㞀ᐖࠊ学⩦㞀ᐖࠊ⮬㛢ス࣒ࣛࢺࢡ࣌
ࢥ⬟ⓗᶵ࣮ࢱンࢭ）ᒎᮃㄢ㢟ࠊ（➼
ࢹルࢧ࣮ࣂࢽ授業のࣘࠊ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮
ITCࠊンࢨ のά⏝ࠊὶཬࡧඹྠ学
㞀ᐖのከᵝࠊ教育ࣈࢩル࣮ࢡンࠊ⩦
ࠊ⌮⟶༴ᶵࠊࢣ་⒪ⓗࠊ㔜度・㔜」
ᆅᇦࡸ㛵㐃ᶵ㛵の㐃ᦠ࢟ࠊャࣜ教
育）なࠊ⌧ሙ༶しࡓෆᐜしࠋࡓ 
ⴭ⪅ 中島栄之介 岡野由美子 

 
     

（学⾡ㄽᩥ）     

1. 㸬特ูᨭ教育おࡅ
 人ᶒ教育ࡿ

㸫㞀ᐖ⪅ᕪูࢆ㢟ᮦす

 㸫࡛ࡲࡿ

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ 30 年 9
᭶ 

 

ዉⰋ学ᅬ大学ࢪャ࣮
➨人間教育ࠖࠕルࢼ 1
ᕳ➨ 7ྕ pp 211 - 219 
 

 

රᗜ┴❧㸿特ูᨭ学ᰯ࡛のᐇ㊶ࢆ
᳨ウࠋ特ูᨭ学ᰯ࡛ࡣᅾ⡠⏕ᚐࡀᕪู
なࡶഃࡿすࢆᕪูྠࡿࡅཷࢆ
ᚐ⏕ࠋࡿあࡀ人ᶒ教育の特ᚩ࠺࠸ࡿ
㐣ཤࡣࡇࡿㄆ㆑すࢆ㞀ᐖ⪅ᕪูࡾ
⮬ࠊࡾあ࡛ࡇ࠺ྜࡁྥᕪูࡓࡅཷ
㌟の㞀ᐖࡽࡉࠊࡇ࠺ྜࡁྥᚋの
ᕪูࡑࠊし࡚ࡽ⮬ࠊのᣢࡘᕪูᛶࡁྥ
 ࠋࡓࡌㄽࡿあࡶ࡛ࡇ࠺ྜ

2. 特ูᨭ教育のどⅬࢆ

⏕かしࡓ授業ᨵ善（㸯） 

Ⓨ㐩㞀ᐖのどⅬかࡽぢࡓ

ンࢨࢹルࢧ࣮ࣂࢽࣘ

 授業のᨵ善ࡿࡼ

 

༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 30 年 9

᭶ 

 

教育 PRO pp.14-15 特ู ᨭ教育のどⅬࢆ⏕かしࡓ授業ᨵ善࠸࡚ࡘ ㏙

࠸࡚ࡘ（Ⓨ㐩㞀ᐖࡃ）㞀ᐖ特ᛶࠋࡓ 介ㆤࠊ

➼య㦂ᐇ⩦᮶ࡓ学⏕のㄝ明ࡶࢆᨭの᪉

ᛶྥの☜ㄆࠋࡓࡗ⾜ࢆ㞀ᐖ特ᛶ㓄៖しࡓ授業ࢆ⾜

࡚❧のᡭᨭな教ᐊ⎔ቃなࡸࡇ࠺ ࡇ࠺⾜ࢆ

ࡗ࡚ㄡࡲࡲのࡑࡣ ࠸すࣘࡸࡾかࢃࡶ ࣂ࣮ࢽ ࢧ

ルࢨࢹンの授業なࡾ授業ᨵ善ࡘなࡇࡿࡀ

ゝ ཬしࠋࡓ 

人間－100



 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

3㸬特ูᨭ教育おࡿࡅ

スࢩ教育ࣈࢩル࣮ࢡン

テ࣒ᵓ⠏࡚࠸ࡘ 

㸫ンࢡル࣮ࣈࢩ教育ࢩ

ステ࣒ᵓ⠏ྜ⌮ⓗ㓄៖

のᐇ㝿㸫 

 

༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 30 年 10

᭶ 

 

ዉⰋ学ᅬ大学研究紀

せ 9㞟 pp.111㹼118 

 

 

特ู ᨭ教育お࡚࠸ ル࣮ࢡンࠊ ステࢩ教育ࣈࢩ

のɔ࣒ ⠏ࡸὶཬࡧඹྠ 学⩦の᥎㐍ྜࠊ ⌮ⓗ㓄៖の

ᥦ౪ࡣ次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ 中ᚰのㄢ㢟࡛ࡶ あࠋࡿර

ᗜ┴ෆᖹᡂ 24 年ྠ 一ᩜ ᆅෆ㛤ᰯ しࡓ高➼部

༢⊂タ⨨の特ู ᨭ学ᰯ ከ部ไ༢ไの高➼学ᰯ

ඹྠࡧὶཬࡾࡼタ❧‽ഛẁ㝵ࠊࡣ 学⩦ࢆᛕ㢌⨨

࠸࡚ ィ⏬࡚ࢀࡉ おࠊࡾ次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿のෆᐜࢆඛ

㐍ⓗྀྲ ࡛ࢇ⤌ࡾ ୧ᰯࠊᅇࠋࡿ࠼࠸ࡓࡁ の㛤ᰯ

ᙜึ 㔜ࢆᕤ夫ࡓ目し╔Ⓨ㐩㞀ᐖの特ᛶࡓࢀࢃ⾜

࡛ࡇࡿࡡ 授業ᨵ善ࡸ⏕ᚐ⌮ゎࡘなࡗ࡚ࡀ ᐇࡓࡁ

᳨ࢆ㊶ ウしᥦしࠋࡓ 

4㸬特ูᨭ教育のどⅬࢆ

⏕かしࡓ授業ᨵ善（㸰） 

ྜ⌮ⓗ㓄៖ᇶ♏ⓗ⎔ቃ

ᩚഛの᪉ྥ授業のᨵ善 

 

༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 30年 10

᭶ 

教育 PRO pp.14-15 特ู ᨭ学ᰯ ྜࡿࡅお ⌮ⓗ㓄៖ᇶ♏ⓗ⎔ቃᩚ ഛ

の᪉ྥ ᛶලయ࠸࡚ࡘ ㏙ࠋࡓ㞀ᐖ特ᛶ（間ࠊ

㡢ኌゝ ㄒࠊル࣮ ル・ሙの✵Ẽ）ࡶࢆし࡚ のᑐᛂ

（授業࡛ ࠺スࣛ ༞業ᘧ࡛ࠊࢻ ࠺スࣛ ࠊࢻ

教ᐊ⎔ቃのᩚ ഛ）ࡾࡼ子ࡣࡕࡓࡶఱᅔࡾのࡼ

᳨ࢆか࠸ࡼࡤࢀ㓄៖す࠺ ウしࠋࡓ㞀ᐖ特ᛶࢆ㋃ࡲ

࡛ࡇࡿ࠼ す࡚ の子ࡗ࡚ࡶ 学ࡸࡧす࠸授業

ゝࡇࡿなቃ⎔ࡸ ཬしࠋࡓ 

5.特ูᨭ学ᰯおࡿࡅ

ឤᰁᛶ⫶⭠⅖の㞟ᅋⓎ⏕

のせᅉࡑのᣑ大ண㜵

㛵す᳨ࡿウ 

 

ඹⴭ 

 
ᖹᡂ 30 年 10

᭶ 

 

ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ 

➨9㞟 PP119 - 126 

特ู ᨭ学ᰯ ࠸お࡚ ឤᰁᛶ⫶⭠⅖の㞟ᅋⓎ⏕かࡽ

⤊ᜥ࡛ࡲ のḞᖍ・学⣭㛢㙐の≧ἣࠊᑐᛂ⟇➼の記㘓

ឤᰁル࣮ࠊศᯒしࢆ ➼⟇ᑐᛂࠊឤᰁᣑ大の原ᅉࠊࢺ

࠸࡚ࡘ ウ᳨しࠋࡓឤᰁ⤒㊰の特ᐃ࡛ ࡾࡀ広࠸なࡁ

学ᰯࠊࡾあࡶ ་のຓゝ ཱྀྲࢆ ⯡一ࠋࡓࡗ⾜ࢆ➼ᾘẘࡅ

ⓗᑐᛂࡅ࡛ࡔ ࢡࣛࠊࡃⴭຠなࡣ スࡀᮇࡽࡎࢆし

学࡚⣭㛢㙐なࡿឤᰁᣑ大ࠊಖㆤ⪅のឤᰁࡀ

あࠋࡓࡗᣑ大の⫼ᬒし࡚ ࠊ࠼加ࡉឤᰁຊのᙉࠊ

タタഛࠊඣ❺⏕ᚐᩘ のቑ大ࡿࡼ㐣ᐦࠎ✀ࠊの

㞟ᅋのᙧᡂな特ู ᨭ学ᰯ 特᭷のせᅉࡀ♧၀ࢀࡉ

᭷ຠࡶឤᰁᣑ大ࡣのሗᥦ౪⪅ಖㆤࠊࡓࡲࠋࡓ

あ࡛ࠋࡓࢀࡽ࠼⪄ࡓࡗ 

ඹⴭ⪅㸸中島 栄之介ࠊ 森一弘 

ᢸᙜ部ศ㸸ᩥ ᇳ➹  

6㸬⫥య⮬由⪅教育お
教育ⓗᑐ㇟のኚ㑄ࡿࡅ
ᑐᛂୖのㄢ㢟(1) 㸫⬻ᛶ
㯞⑷╔目し࡚㸫 

 

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ 31 年 1
᭶ 

 

ዉⰋ学ᅬ大学ࢪャ࣮

➨人間教育ࠖࠕルࢼ 2

ᕳ➨ 1ྕ pp11-16 
 

 

⫥య⮬由ඣの記載のኚ㑄⫥య⮬由の一ᅉ

なࡿ⬻ᛶ㯞⑷࠸࡚ࡘ ⌮ᩚすࢆࡇࡿ目ⓗしࠋࡓ

㏆年の学⩦ᣦᑟせ㡿のᨵゞ ࡗ࡚ࡼ 㸪⬻ᛶᝈ㉳

ᅉすࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿㄆ知・⾜ື のୖ特ᚩの⪃៖のᚲ

せᛶࡀ༠ㄪࠋࡓࡗ⮳ࡿࢀࡉ᪥の㞀ᐖの㔜度㔜」

ࡓࡗ࠸せᅉࡾࡼ㸪ಶࠎ人の≧ែീࡸ教育ୖ の

ࢽ࣮ ⡆༢࡛ࡣのᢕᥱࢬ ࡗな࡚ࡃなࡣ ಶࡀࢀࡑࠋࡿ࠸

の࣮ࢽ ࡗな࡚ᣦᑟィ⏬సᡂの㞀ቨࡓࡌᛂࢬ ࠸

 ࠋࡿ

ඹⴭ⪅㸸 松㷂Ὀ・中島栄之介・荻布優子・ᕝ㷂聡

大 

ᢸᙜ部ศ㸸⫥య⮬由教育࠸࡚ࡘ 学ᰯ ⌧ሙの教育

ㄢ⛬ᣦᑟの部ศ ࠊ㔜度・㔜」㞀ᐖの部ศ 

7㸬⫥య⮬由⪅教育おࡿࡅᑐ㇟

のኚ㑄教育ⓗᑐᛂୖ のㄢ㢟(2)  

㸫㔜度・㔜」㞀ᐖ╔目し࡚ 㸫 

ඹⴭ 
 

ᖹᡂ31年1᭶ ዉⰋ学ᅬ大学ࢪャ࣮ 人ࠕルࢼ

間教育ࠖ➨ 2 ᕳ➨ 1 ྕ

PP.17-27 

⫥య⮬由⪅教育おࡿࡅᑐ㇟のኚ㑄教育ⓗᑐᛂ

のୖㄢ㢟ࠕࢆ㔜度・㔜」㞀ᐖࠖ ࠺ゝ࠸ ⴥ╔目し

ᐃ࡚⩏ࡑのኚ㑄ࠊ学⩦ᣦᑟせ㡿ୖ の⨨࡙ 中ࢆࡅ

ᚰ教育ㄢ⛬ࡸᣦᑟἲ᳨ࢆ ウしࠕࡿࡺࢃ࠸ࠋࡓ㔜度・

㔜」㞀ᐖࠖ ᡓᚋす࡛ࠊࡣの教育ࡕࡓࡶ子ࡿ᭷すࢆ

ࡗな࡚ၥ㢟 おࡾไ度ᨵ㠉ࡸ学⩦ᣦᑟせ㡿のᨵゞ

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿の㛤ጞࠊࡓࡲࠋࡓࡗㄢ㢟なࡈ

௨㝆࡛ Ⓨ㐩㞀ᐖࠖࠕࡣ 㔜度・㔜」㞀ᐖࠖࠕࡀ ࠼⪄ࢆ

ୖࡿ  ࠋࡿなࢺン࡛࣏

ඹⴭ⪅㸸 中島栄之介・松㷂Ὀ 
ᢸᙜ部ศ㸸ᩥ ᇳ➹  
 

人間－101



 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

8㸬特ูᨭ教育Ⓩᰯ
 ࡚࠸ࡘ
㸫ࠕ学業 ᑐᒃሙᡤࠖࠕࠖ
すࡿ特ูᨭ教育のどⅬ
かࡽの᳨ウ㸫 
 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ 31 年 3
᭶ 
 

ዉⰋ学ᅬ大学研究紀
せ➨ 10㞟 PP109 - 112 
 

特ูᨭ教育のどⅬかࡽⓏᰯ࠸ࡘ
࡚ศᯒしࠊⓏᰯのせᅉし࡚⪃ࢀࡽ࠼
ᐹし⪄どⅬࢆ学⩦㞀ᐖࠊⓎ㐩㞀ᐖࡿ
のᖐࡕࡓࡶ子ࡣ㛵し࡚Ⓨ㐩㞀ᐖࠋࡓ
ᒓすࡿ㞟ᅋのᑡなࠊࡉ学⩦㞀ᐖ࡚࠸ࡘ
ࠋࡓࢀࡽ࠼⪄ࡿࡀなࡘ学ຊのၥ㢟ࡣ
特ูᨭのどⅬࢆධࠊࡓࢀ㞟ᅋసࠊࡾ学
 ࠋࡓࢀࡉᚲせࡀのྜ⌮ⓗ㓄៖⩦

9㸬⫥య⮬由⪅ཬࡧ㔜度・㔜」㞀

ᐖ⪅教育おࡿࡅ教育ㄢ⛬ᣦᑟ 

㸫Ⓨ㐩ẁ㝵ICT ჾƫのά⏝╔

目し࡚ 㸫 

༢ⴭ 

 
ᖹᡂ31年3᭶ ዉⰋ学ᅬ大学ࢪャ࣮ 人ࠕルࢼ

間教育ࠖ ➨2ᕳ➨2  ྕ

PP.61 - 65 

 

⫥య⮬由⪅教育ཬࡧ㔜度・㔜」㞀ᐖ⪅教育おࡅ

࠸࡚ࡘᣦᑟ⛬教育ㄢࡿ Ⓨ㐩ẁ㝵ICT ჾƫのά

目し࡚╔⏝ 学⩦ᣦᑟせ㡿ࠊICT ჾƫのⓎᒎཬࡧⓎ

㐩ẁ㝵ࢆ中ᚰ᳨ ウしࠋࡓ⫥య⮬由⪅教育࡛ の㟁

ࣛࣉࢱື ࢱ࣮ ࣑ࣗࢥᑓ⏝のࡸ ࢣ࣮ࢽ ࢩࣙ ンƫ ჾ

なጞࡓࡗࡲICTのᑟධࠊࡣ㏆年のࣞࣈࢱ ➃ࢺࢵ

ᮎࡸど⥺ධຊなのICT ჾƫのⓎ㐩ࡾࡼ㔜度・㔜

」㞀ᐖࢆ᭷すࡿ子ࡶࡕࡓࡶ✚ᴟⓗά⏝ࡿࢀࡉ

ࡗな࡚࠺ࡼ ࡇ࡛ࡑࠋࡓࡁ ICTࠊ ჾƫのᑟධ࠸ࡘ

学࡚⩦ᣦᑟせ㡿ࠊ子ࡕࡓࡶのⓎ㐩のẁ㝵ࡸ㞀ᐖの

⛬度教育ㄢ⛬ƫ ჾのά⏝࠸࡚ࡘ ╔目し࡚ ⪃ᐹ

しࡑࠋࡓの⤖ᯝࠊICT ჾƫ௨እࢩࡶンࣉルテࣀࢡ

ロ࣮ࢪ ゝ ྀྲࢆ᪉ἲࡿࢀࢃ ࣑ࣗࢥかࡿࢀධࡾ ࢣࢽ

ࢩ࣮ࣙ ンࡸ⮬ᑛឤなの㛵㐃ᛶ᳨ࢆ ウすࡇࡿ

ࡿࡅお㔜度・㔜」㞀ᐖ⪅教育ࡧయ⮬由⪅ཬ⊫ࡀ

教育ㄢ⛬ᣦᑟ࠸࡚ࡘ ࢀࡽ࠼⪄ࡿなࢺン࣏

 ࠋࡓ

 
10㸬ᙅ教育おࡿࡅ教育ㄢ⛬

ᣦᑟ 

㸫ᑐ㇟ᝈのኚ㑄ᙅ教育特ู

ᨭ学ᰯ ཬࡧᙅ教育特ู ᨭ学

⣭╔目し࡚ 㸫 

༢ⴭ 

 
ᖹᡂ31年3᭶ ዉⰋ学ᅬ大学ࢪャ࣮ 人ࠕルࢼ

間教育ࠖ ➨2ᕳ➨2  ྕ

PP.67 - 74 

 

ᙅ⪅教育おࡿࡅ教育ㄢ⛬ᣦᑟ࠸࡚ࡘ ㇟ᑐࠊ

ᝈのኚ㑄ࡿࡼᙅ教育特ู ᨭ学ᰯ ཬࡧᙅ

ᙅ特ู ᨭ学⣭おࡿࡅ教育ㄢ⛬ᣦᑟのᅾࡾ᪉の

ኚ࠸࡚ࡘ ウ᳨しࠋࡓᙅ教育࡛ ➼་⒪の㐍Ṍࡣ

ධ㝔ᮇ間のࡿࡼࡇࡓኚしࡀձᑐ㇟ᝈࡾࡼ

ከβ ղ高➼部༞業ᚋ࢛ࣇࡃ⥆ࡶロ࣮ ࠸ࣉࢵ

ᙅ教育特ูࠊࡵࡓのࡇࠋࡓࢀ⌧ࡀኚ࠺ ᨭ学ᰯ

ᙅ教育特ูࠊᚐのῶᑡ⏕ࡿᅾ⡠す ᨭ学⣭のቑ

加ࡽࡉࠊᙅ教育特ู ᨭ学ᰯ ᩘ「ࡣ࡛ 㞀ᐖ✀の

学ᰯなࢀධࡅྲཱྀ のᅾࡾ᪉࡛ࡲ ኚࡀぢࠋࡓࢀࡽ

しかしࡇࠊの࠺ࡼなኚࡣᙅ教育࠺⾜ࢆ学ᰯ ⌧ሙ

ࡵࡌࡣࢆ᪉ࡾ教育ㄢ⛬のᅾࡸ教ဨのᑓ㛛ᛶの☜ಖ

し࡚ࡽࡓࡶࢆなㄢ㢟ࡓ᪂ࡿす ࢀࡉ၀♧ࡀࡇࡿ࠸

 松田智子ࠊඹⴭ⪅㸸中島栄之介ࠋࡓ

ᢸᙜ部ศ㸸ᩥᇳ➹ 

     

     （のࡑ）

1(教育ᐇ㊶記㘓➼) 
1.㹇㹁㹒ࢆά⏝しࡓ授業
ᐇ㊶（Web∧） 

 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ 22 年 8
᭶ 
 

රᗜ┴教育ጤဨ教
育⏬ㄢ Web∧（A4∧
5ᯛ） 
 

 

ᖹᡂ22年度රᗜ┴教育ጤဨࡾࡼICT
ά⏝しࡓ特ูᨭ学ᰯの授業ᐇ㊶
ⰱᒇ特ูᨭࠋබ㛤中ࡶᅾ⌧ࠋ記載࡚࠸ࡘ
学ᰯのࢆᥦ౪しࠋࡓ特ูᨭ学ᰯ
࡛の༞業ᘧおࡿࡅ ICTのά⏝（ど
ぬᨭࠊス࣮ࣗࢪࢣルのᥦ♧ࠊᘧ㎡➼の
 ࠋ༢ⴭࢆル⏝➼）部ศ࣎ンࢩ

 
2㸬ITᶵჾࢆά⏝しࡓ授業

ᮎ➃ࢺࢵࣞࣈࢱ㸫ࡾࡃ࡙

のά⏝㸫 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ 27 年 8
᭶ 

 

රᗜ┴❧ⰱᒇ特ูᨭ
学ᰯ A4∧  ࢪ࣮࣌20

 

ࠋᑓ㛛ᛶྥୖᣦᑟ⪅講⩦ࠖᣦᑟ子ࠕ
ึᚰ⪅ྥࡅ㞀ᐖᇶ♏ㄽࠊⓎ㐩㞀ᐖ学
⩦㞀ᐖの特ᛶࠊAAC ATࢩ࣮ࢣࣜࣉࠊ
ࣙンࢺࣇࢯのᑟධᐇ⩦ࠊᐇ㊶の⤂介
㞀ࠊࡃなࡣ࡛ࡅࡔ⏝のࣜࣉࠋࡓしࢆ
ᐖの特ᛶ࠼⪄ࠊ᪉ࠊᨭの᪉ྥᛶࢆ研ಟ
し༢なࡿᶵჾࣜࣉࡸの⤂介࡛なࡃά
 ࠋࡓし子ࡿࡁ࡛ࡀ⏝
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

3㸬᪂任ᙅ学⣭ᢸ任研ಟ

子 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ 20 年 21
年22ࠊ年 8᭶ 
（㸱年⏝） 

රᗜ┴教育ጤဨ A4

ุ 

10㡫 

රᗜ┴教育ጤဨࡀദすࠕࡿ᪂任特ู
ᨭ学⣭ᢸᙜ教ဨ➼研ಟᙅ学⣭ᢸᙜࠖ
講ᗙの 3年間の子ࠋᙅ教育の教育ㄢ
ࠊᙅ教育のᣦᑟἲࠊᙅ教育のኚ㑄ࠊ⛬
㝔の㐃ᦠࠊᙅ教育のᣦᑟ特Ⰽࠊ
ᙅඣのᚰ⌮➼ࠋࡓࡵࡲࢆ 

 
2(研究ࢺ࣮ࣀ)     

1.教ဨ㣴ᡂおࡿࡅ⫥య

⮬由教育のᚰ⌮・⏕⌮・

⌮࡚࠸ࡘѸ⮬❧άື

の㛵ಀ╔目し࡚Ѹ 

༢ⴭ 

 
令和元年 9᭶ ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨

11㞟 PP.193Ѹ198 

教ဨ㣴ᡂおࡿࡅ⫥య⮬由教育のᚰ
⌮・⏕⌮・⌮࡚࠸ࡘ⮬❧άືの㛵
ಀ╔目し࡚教ဨ㣴ᡂおࡿࡅあࡾ᪉
⮬ࡿࡅおయ⮬由教育⊫ࠋࡓᐹし⪄ࢆ
❧άືࡣయのືࡁのᨵ善ྜࠊ⌮ⓗ㓄៖
㐍㊰ࡸὶࠊຠᯝⓗな（学⩦）άືࡿࡼ
なのཧ加ࡀ中ᚰなࡑࠋࡿのࠊࡵࡓ
་⒪ᶵ㛵なかࡽのሗࢆ⮬❧άື➼
の教育ㄢ⛬の⦅ᡂ⏕かすᚲせࡀあࠋࡿ
㏆年ࠊ㑇ఏ子᳨ᰝのⓎᒎなࡿࡼデ᩿
ᢏ⾡の㐍Ṍ➼࡚ࡗࡼデ᩿ྡࡸሗࡣ
ከᵝ」㞧すࡿなのᐇែࡀあࠋࡿし
かし᳨ࠊᰝࢆ中ᚰしࡓᚰ⌮ࠊయのືࡁ
のᨵ善ࡸணᚋࡓ࠼⪄ࢆ教育ㄢ⛬の⦅ᡂ
のࡵࡓ⏕⌮・⌮のᇶ本ⓗな知㆑ࢆ⏕
かす࠺࠸ᇶ本ⓗなࢆࡇ⏕かすࡇ
 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪄ࡿᚲせ࡛あ࡚ࡵࡓࡽあࡀ

2.特ูᨭ学ᰯおࡿࡅ

教育の㛤ࢢン࣑ࣛࢢロࣉ

ጞᙜ࡚ࡗࡓ 

㸫学⩦ᣦᑟせ㡿の⨨࡙

 㸫中ᚰࢆ᮲௳ᩚഛࡅ

 

༢ⴭ 
 

令和 2年 3᭶ ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨

12㞟 PP.151Ѹ157 

᮶年度ࠊࡾࡼᑠ学ᰯ࡛ࣉロ࣑ࣛࢢンࢢ教
育ࡀጞࠋࡿࡲ特ูᨭ学ᰯᑠ学部࡛ྠࡶ
ᵝ࡛あࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿᑠ学ᰯ学⩦ᣦᑟせ㡿
ࡿࡅお特ูᨭ学ᰯ学⩦ᣦᑟせ㡿
ሗᶵჾのྲྀࡧ教育ཬࢢン࣑ࣛࢢロࣉ
特ูᨭ学ᰯ学ࠋࡓし⌮ᩚ࡚࠸ࡘ࠸ᢅ
⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࠊࡣᨭᢏ⾡のほⅬࢥࡾࡼ
ンࢱ࣮ࣗࣆ➼のሗᶵჾのྲྀᢅࡘ࠸
࡚ࢀࡉ♧ࡀࡇࡿ⏝すᴟⓗ✚࡚࠸
⏕❺ඣࡿ知ⓗ㞀ᐖ⪅࡛あࠊしかしࠋࡿ࠸
ᚐᑐすࡿ教育࠺⾜ࢆ特ูᨭ学ᰯの
教育ㄢ⛬おࣉࠊࡣ࡚࠸ロ࣑ࣛࢢンࢢ教
育࠺⾜ࢆ教⛉➼のලయⓗな♧ࡀな࠸
⾜ࢆ教育ࢢン࣑ࣛࢢロࣉᴟⓗ✚ࡵࡓ
なࡽࡼࢺン࣓ࢪࢿマ࣒ࣛࣗ࢟カࣜ࠺
ࡲࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀࡇ࠸なࡅ࠸ࡤࢀࡅ
のሗᶵࡵࡓᡂ❧のࢢン࣑ࣛࢢロࣉࠊࡓ
ჾࡸ㏻ಙࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿなの⎔ቃࠊሗ
ᶵჾのᇶ本ⓗ᧯సの⩦ᚓなㄢ㢟ࡣ大
 ࠋࡓ࠼ࡽ࠼⪄࠸ࡁ

     

 

人間－103



教  育  研  究  業  績  書 

令和 㸰年 㸱᭶ 㸱㸯᪥ 

Ặྡ  根岸 章  

研 究 ศ 野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

ᩘ学ࠊሗ学ࠊ⤒῭学 స⏝⣲ㄽࠊ㔞子ࣇࣛࢢࠊࢡ࣮࢛࢘⌮ㄽࠊᆶ┤㍈㢼㌴ࢽࢪࠊಀᩘ 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯

㡯 年᭶᪥ ᴫ せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 

（㸯）ᩘ学⏝ᩘࡓ࠸⏝ࢆ࢙࢘ࢺࣇࢯ学教育

ᖹᡂ 19

年 9 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 29

年 3᭶ 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）ሗ学部のᑓ㛛⛉目ࠕ

ሗᩘ学ϩࠖおࠊ࡚࠸KNOPPIX/Mathの CDࢆ㓄布しࣇࠊ

࣮ࣜのᩘᘧฎ⌮࢙࢘ࢺࣇࢯ Maxima 学の学ᩘࡓ࠸⏝ࢆ

⩦άືࠊ࡚ࡗࡼࢀࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆ㛵ᩘの࣓ࣛࣃࢆࣇࣛࢢ

㛵ᩘのಀࠊࡾなᐜ᫆ࡀࡾࡓかしືⓗື࡚ࡗࢆࢱ࣮

ᩘのពࢆᢕᥱしࡀ⌮ࡓᐜ᫆なࡿなの教育ຠᯝࡀ

あࠋࡓࡗ

ᖹᡂ 22年度かࠊࡣࡽ学ෆのࢥࢯࣃンࡀ CDかࡽ㉳ື࡛ࡁ

なࡃなࠊࡾWindows∧の wxMaximaࢆ⏝す࠺ࡼࡿኚ᭦

しࠋࡓ

ᖹᡂ 25年度かࡣࡽ᪂つ⛉目ࠖ⌮ᩘ࣒࣮ࢤࠕおࠊࡶ࡚࠸

3 次元᭤⥺のࢱ࣮࣓ࣛࣃ⾲♧なのどぬᙺ❧࡚ࠊᖹ

ᡂ 26 年度かࠊࡣࡽ᪂ㄢ⛬⛉目ࠕሗᩘ学ϩ࡛ࠖࠊࡶ

ኚᩘ㛵ᩘのᚤ✚ศの学⩦࡛ά⏝す࠺ࡼࡿなࠋࡓࡗ

（㸰）⬟ຊูࣛࢡス⦅ᡂのᐇ㊶

ᖹᡂ 22

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 23

年 3᭶ 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）ሗ学部㸯年次⏕ᑐ

し㸲᭶ᙜึᩘ学࡚࠸ࡘの࣮ࣞࣉス࣓ンࢺテスࢆࢺ

スศࣛࢡከ႐正ᇛ教授ࠊࡣ㛵し࡚⏕᪥本人学ࠊ࠸⾜

ࡗࡼࢀࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆሗᩘ学Ϩࠖࠕし࡚ᑓ㛛⛉目ࢆࡅ

ࡸ学⏕のࠊࡾなࡃすࡸしࡀ授業ࡓࡌᛂ学⏕の≧ἣࠊ࡚

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࡵ高ࢆẼࡿ

（㸱）ࠕᇶ♏ᩘ学ࠖの⛉目タ⨨

ᖹᡂ 23

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 28

年 3᭶ 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）の学ඹ㏻のᑟධᇶ♏

⛉目ࠕᇶ♏ᩘ学Ϩࠖࠕᇶ♏ᩘ学ϩࠖࢆタ⨨し4ࠊ ᭶ධ学

学ⓗᩘ学࡚࠸ࡘの࣮ࣞࣉス࣓ンࢺテスࢆࢺ

ࠊᒚಟࡽᇶ♏ᩘ学ϩࠖかࠕࠊᒚಟࡽᇶ♏ᩘ学Ϩࠖかࠕ࠸⾜

ࢡᩘ「学部࡛ྛࢆの⛉目ࢀࡒࢀࡑࠊࡅࢃᒚಟච㝖ࠖࠕ

ࣛス㛤講し࡚ᑡ人ᩘ教育しࠊ࡚ࡗࡼࢀࡑࠋࡓ大部ศ

の学⏕ᩘࡣ学ຊのྥୖࡀぢࡿࢀࡽな教育ຠᯝࡀあࡗ

ࠋࡓ

（㸲）講⩏⛉目ࠕሗᩘ学 Iࠖ₇⩦⛉目ࠕሗᩘ学

₇⩦ Iࠖのྠཷ講 

ᖹᡂ 24

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 28

年 3᭶ 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）ሗ学部のᖹᡂ 23 年

度のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟ᨵ㠉࡛ࠊせ⛉目お࡚࠸講⩏⛉目

₇⩦⛉目ేࢆタし࡚ྠཷ講࠺ࡼࡿࡏࡉしࠋࡓᖹᡂ 24

年度かࡽ 2年次㓄ᙜ⛉目し࡚ࠕሗᩘ学Ϩࠖࠕሗ

ᩘ学₇⩦ϩࠖྠࢆཷ講ࠊࡏࡉ୧⛉目ࢆ㐃ᦠࡇࡿࡏࡉ

ࡏࡉࡅࡘࢆィ⟬ຊࡶ学ⓗෆᐜの⌮ゎᩘ࡚ࡗࡼ

 ࠋࡓᕤ夫し࠺ࡼࡿ

（㸳）講⩏⛉目ࠕゎᯒ学ᇶ♏ࠖおࡿࡅၥ㢟సᡂ₇

⩦

ᖹᡂ 30

年 4 ᭶

㹼 

⌧ᅾ

 ࡿ⮳

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部の講⩏⛉目ࠕゎᯒ学ᇶ♏ࠖ

おࠊ࡚࠸中学・高➼学ᰯᩘ学ࢆ⠊ᅖしࡓၥ㢟సᡂࢆ⾜

ゎ⟆ゎࠊ㞴᫆度ࡸᑐ㇟学年ྠၥ㢟సᡂࠋࡓࡏࢃ

ㄝࠊࡏࢃ⾜ࡶᑗ᮶中学ᰯࡸ高➼学ᰯのᩘ学教ဨなࡿ㝿

 ࠋࡓࡏࡤ学ࢆ᪉࠼⪄ࡸ知㆑ࡿࢀࡉᚲせ

（㸴）ᩘࠕ学㐨ሙࠖおࡿࡅ学࠸ྜࡧのᐇ㊶

ᖹᡂ 30

年 4 ᭶

㹼 

⌧ᅾ

 ࡿ⮳

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部中➼（ᩘ学・㡢ᴦ）ᑓᨷᩘ学

ᑓಟの学⏕ᑐしࠊ┦の学ࢆ࠸ྜࡧᇶ本すࡿ学⩦の

ሙᩘࠕ学㐨ሙࠖࢆ㛤ࠊࡁ学⏕ྠኈの学ࢆ࠸ྜࡧ᥎㐍し࡚

 ࠋࡿ࠸
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㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

（㸯）ࠕ⤫ィ学ධ㛛ࠖ 

ᖹᡂ 19

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 24

年 3᭶ 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）ࢿࢪࣅス学部࡛වᆠし

༙ࠊ㸯年次㓄ᙜࠊィ学ධ㛛ࠖ（学部ඹ㏻ᇶ♏⛉目⤫ࠕࡓ

ᮇ㸰༢）࡛⏝しࡓテ࢟スࠋࢺ 

記㏙⤫ィ࡚࠸ࡘᖹ均ࡸศᩓࠊ┦㛵ಀᩘなᢅࢆ࡛ࡲ

ᖹᡂࠋ࠺ 20 年度かࡣࡽ␃学⏕ᑐᛂし࡚ルࡼࡿࡩࢆࣅ

ィ学のᴫᛕの⌮ゎ⤫ࡎࢃࢆᘧᩘࡃࡿなࠋࡓし࠺

ⱞᡭな学ࡀ学ᩘࠊ࡚ࡗࡼࢀࡑࠊᕤ夫し࠺ࡼࡿࡏࡉࢆ

あࡀ教育ຠᯝࡿࡁゎ࡛⌮ࡀィのᇶ♏ⓗなᴫᛕ⤫ࡶ࡛⏕

A㸲ࠋࡓࡗ  ࠋࡿあ࡛ࢪ࣮࣌29

 

（㸰）ࠕ⤒῭⤫ィධ㛛ࠖ 

 

ᖹᡂ 19

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 24

年 3᭶ 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）ࢿࢪࣅス学部࡛වᆠし

ࠊ㸯年次㓄ᙜࠊィධ㛛ࠖ（学部ඹ㏻ᇶ♏⛉目⤫῭⤒ࠕࡓ

༙ᮇ㸰༢）࡛⏝しࡓテ࢟スࠋࢺ 

࠸ࡘࢱ࣮ࢹィの⤫῭⤒ࡿࡁධᡭ࡛࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱン

ධᡭࡽࡀᙉㄪしなࢆの㛵㐃ロ⤒῭学のㅖᴫᛕࢡマࠊ࡚

᪉ἲࡸពࠋ࠺ᢅࢆᐇ㝿のࢆࢱ࣮ࢹධᡭしࢆࢀࡑࠊࡾࡓ

加ᕤ࠺ࡼࡿࡉなㄢ㢟ࢆㄢすࢱ࣮ࢹ῭⤒ࠊ࡚ࡗࡼࡇの

ศᯒᡭἲࢆ学ࡿࡏࡤ教育ຠᯝࡀあࠋࡓࡗ⤒῭⤫ィの࣮ࢹ

ࡗ⿵࡛ࢺンࣜࣉࡣィㄪᰝのྡ⛠ኚ᭦な⤫ࡸの᭦᪂ࢱ

A4ࠋࡓ  ࠋࡿあ࡛ࢪ࣮࣌28

（㸱）ࠕሗᩘ学Ϩࠖ 

 

ᖹᡂ 24

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 24

年 9᭶ 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）ሗ学部のᑓ任教ဨ

し࡚ࠊᖹᡂ 23 年度かࡽᨵ㠉ࡓࢀࡉカ࣒ࣜࣛࣗ࢟のࠕ

ሗᩘ学Ϩࠖ（ᑓ㛛⛉目ࠊ㸰年次㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊ㸰༢）࡛

㓄布しࣜࣉࡓンࠋࢺᖹᡂ 23 年度のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟ᨵ㠉࡛

タ⨨ࠕࡓࢀࡉᇶ♏ᩘ学ϩࠖࢆಟᚓしࡓ学⏕ࢆᑐ㇟しࡓ

⛉目ෆᐜᨵࠋࡓࡵ授業中のࢮࣞࣉンテ࣮ࣙࢩン࡛ࡣカ

࣮ࣛしࡶࡓのࢆ⏝ពしࡾࡼࠊ⯆ࡸࡁࡦࢆす࠺ࡼ࠸

すࠊࡶࡿ㓄布ࣜࣉンࣀࣔࡣࢺ㯮ࢆᇶㄪし࡚ㄞࡳ

ࠋࡿ࠸し࡚≀࠸すࡸ  ࠋࡿあ࡛ࢺ࣮ࢩ95

 

（㸲）ࠕሗᩘ学ϩࠖ 

ᖹᡂ 25

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 29

年 9᭶ 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）ሗ学部のᑓ任教ဨ

し࡚ࠊᖹᡂ 23 年度かࡽᨵ㠉ࡓࢀࡉカ࣒ࣜࣛࣗ࢟のࠕ

ሗᩘ学ϩࠖ（ᑓ㛛⛉目ࠊ㸱年次㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊ㸰༢）࡛

㓄布しࣜࣉࡓン2ࠋࢺ ኚᩘ㛵ᩘのᚤ✚ศࢆ中ᚰし࡚ࠊ

ኚᩘኚࡸ㏆ఝィ⟬ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢅࡶMaxima の⏝ࡼ

ࡇࡿ࠼⪄ࢆのពࡑࡾࡼ⟭ᚤ✚ศのලయⓗなィࠊࡾ

㞟中࡛2ࠊࡓࡲࠊࡁ ኚᩘ㛵ᩘのࣇࣛࢢなࡀどぬࢀࡉ

A4ࠋࡓࡗあࡀの教育ຠᯝなࡿなࡃすࡸࡾかࢃ ุ 28

㡫ࠋ 

 

（㸳）ᩘ࣒࣮ࢤࠕ⌮ࠖ 

ᖹᡂ 25

年 10᭶

㹼 

ᖹᡂ 29

年 3᭶ 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）ሗ学部のᑓ任教ဨ

し࡚ࠊᖹᡂ 23 年度かࡽᨵ㠉ࡓࢀࡉカ࣒ࣜࣛࣗ࢟のࢤࠕ

࡛（㸰༢ࠊᮇ༙ࠊ㸱年次㓄ᙜࠊᑓ㛛⛉目）ࠖ⌮ᩘ࣒࣮

㓄布しࣜࣉࡓンࠋࢺᖹᡂ 23 年度のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟ᨵ㠉࡛

タ⨨࣒࣮ࢤࡓࢀࡉไస࡛⌧ᩘࡿࢀ学のࠊࡕ࠺CGのኚの

ᇶ♏なᩘࡿ学㡯特しࡓෆᐜࠋࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆ授業

中のࢮࣞࣉンテ࣮ࣙࢩン࡛ࡣカ࣮ࣛしࡶࡓのࢆ⏝ព

しࡾࡼࠊ⯆ࡸࡁࡦࢆす࠺ࡼ࠸すࠊࡶࡿ㓄布ࣉ

ࣜンࣀࣔࡣࢺ㯮ࢆᇶㄪし࡚ㄞࡸࡳす≀࠸し࡚ࠋࡿ࠸

  ࠋࡿあ࡛ࢺ࣮ࢩ111

（㸴）ᩘࠕ学のୡ⏺ࠖ 

ᖹᡂ 27

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 30

年 9᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学お࡚࠸ᖹᡂ 26 年度かࡽタ⨨ᩘࠕࡓࢀࡉ

学のୡ⏺ （ࠖඹ㏻教育⛉目1ࠊ年次㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊ㸰༢）

࡛㓄布しࣜࣉࡓンࠋࢺᗄఱࠊ௦ᩘࠊゎᯒの 3ศ野ࢆ中ᚰ

ィࠕࠊࠖ⏺ᙧのୡࠕࠊࠖ⏺㔞のୡࠕࠊࠖ⏺のୡᩘࠕࠊ

⟬のୡ⏺ࠖࠕࠊኚのୡ⏺ࠖ㢟し࡚ᩘ学のㅖศ野のෆ

ᐜࢆ⤂介すࠋᩚࡿ ᩘの㞟ྜな⡆༢なᮦᩱࡇࡿ࠸⏝ࢆ

࠸ẚ㍑ⓗ᪂し࠸なࡇ࡚࡛ࡣのᩘ学࡛࡛ࡲ高ᰯࠊ࡚ࡗࡼ

ᩘ学のᴫᛕ࠼⪄ࡸ᪉ࠊࢆ⯆࡚ࡗࡶࢆ学⩦࡛࠺ࡼࡿࡁ

ᕤ夫しࠋࡓ  ࠋࢺ࣮ࢩ99

人間－105



（㸵）ࠕ᪥ᖖᩘ学ࢆ㸫ᩥ⌮ࡘࢆなᩘࡄ学教ᐊかࡽ

㸫ࠖ 

ᖹᡂ 27

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 30

年 9᭶ 

ྠᚿ♫大学ᩥሗ学部の㠀ᖖკクし࡚ᢸᙜのᩘࠕ

学ධ㛛ࠖ（ᑓ㛛⛉目ࠊ㸯年次㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊ㸰༢）࡛

⏝し࡚ࡓ࠸教⛉書ࠋ᪥ᖖ⏕ά㏆࠸ሙ㠃࡛のᩘ学のά⏝

ࢆ中ᚰࠊ㛵ᩘࠊิᩘࠊ⾜ิのᇶ♏知㆑学ࡧなࡽࡀ

ᛂ⏝᪉ἲࡶ学ࠋࡃ࠸࡛ࢇ 

≀యのືࡁᚤศࠊࡸ金ࠊิᩘ人ᩘのኚ⾜ิな

࠸࡛ࢇ学ࡽࡀฟしなࡁᘬࢆ学⩦⪅の⯆ࠊࡅࡧ⤖ࢆ

ྜ⥲大田㟹Ặ（岡山⌮⛉大学ࠋࡿ࠸ᕤ夫し࡚࠺ࡼࡿࡅ

ሗ学部准教授）のඹⴭ࡛ A㸳 学⾡ᅗ࡛ࢪ࣮࣌169

書ฟ∧ࡾࡼⓎ⾜ࡓࢀࡉ（ISBN978-4-7806-0464-1）ࠋ根

岸のᢸᙜศࡣ➨ 2部  ࠋࡿあ࡛ࢪ࣮࣌101

（㸶）ࠕሗᩘ学₇⩦ϩࠖ 

ᖹᡂ 27

年 9 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 28

年 3᭶ 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）ሗ学部のᑓ任教ဨ

し࡚ࠊᖹᡂ 23 年度かࡽᨵ㠉ࡓࢀࡉカ࣒ࣜࣛࣗ࢟のࠕ

ሗᩘ学₇⩦ϩ （ࠖᑓ㛛⛉目ࠊ㸱年次㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊ㸯༢）

࡛㓄布しࣜࣉࡓンࠋࢺᖹᡂ 23 年度のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟ᨵ㠉

࡛タ⨨ࡓࢀࡉሗ⣔࡛ᚲせᩘࡿࢀࡉ学ෆᐜのࢢࠊࡕ࠺

ࣇࣛࢢࠊࡘࡘᒎ㛤し中ᚰ⩦₇ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆㄽ⌮ࣇࣛ

⌮ㄽのᇶ♏⏝ㄒのㄝ明ࡲࡊࡲࡉࠊࡸなᐃ⌮のド明ࢆᐇ

ࡿす࠺ࡼ࠸すࡸࡁࡦࢆ⯆ࡾࡼࠊ࠸⾜ࡘࡘ࠼ࢆ

≀࠸すࡸࡳし࡚ㄞᇶㄪࢆ㯮ࣀࣔࡣࢺンࣜࣉ㓄布ࠊࡶ

ࠋࡿ࠸し࡚  ࠋࡿあ࡛ࢺ࣮ࢩ84

（㸷）ࠕゎᯒ学ᇶ♏ࠖ 

 

ᖹᡂ 30

年 4 ᭶

㹼 

⌧ ᅾ

 ࡿ⮳

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部の講⩏⛉目ࠕゎᯒ学ᇶ♏࡛ࠖ

㓄布しࣜࣉࡓンࠋࢺ㞟ྜㄽのᇶ♏かࡽᚤศのロࢱࣆルの

ᐃ⌮ࡰࢆ࡛ࡲす࡚ヲし࠸ド明࡚ࡅࡘࢆ㏙ࠋࡓ高

ᰯᩘ学࡛ࡣ༢なࡿィ⟬࡛⤊ࡕࡀࡾࢃなᚤศࠊࢆᐇᩘのᇶ

♏かࡽ☜ㄆし࡚ࢆࡇࡃ࠸目ⓗし࡚ࠋࡿ࠸A4 ࡛ ࣌38

 ࠋࡿあ࡛ࢪ࣮

 ࠖ∧学ධ㛛 ➨㸱ᩘࠕ（10）
ᖹᡂ 31

年 3᭶ 

ྠᚿ♫大学ᩥሗ学部の㠀ᖖკクし࡚ᢸᙜのᩘࠕ

学ධ㛛ࠖ（ᑓ㛛⛉目ࠊ㸯年次㓄ᙜ༙ࠊᮇࠊ㸰༢）࡛

⏝中の教⛉書ᩘࠋ の㞟ྜのᣑᙇࢀࡒࢀࡑの㛵ಀかࡽጞ

ࠊึࡵ ➼ⓗな᪉⛬ᘧのゎἲࡸ㸯ኚᩘ㛵ᩘのึṌⓗ㡯か

ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆ࡛ࡲศ✚್ᩘࡸテ࣮࣮ࣛᒎ㛤ࠊᚤ✚ศࠊࡽ

➨㸰∧࡛ࡣ㞟ྜࡸ㢟ㄽ⌮ࢆ㘓し࡚㏣加しࠋࡓ➨

㸱∧್࡛ᩘࠊࡣ✚ศࢆ๐ࠊࡾ」⣲ᩘのᢅࢆิᩘ࠸㏣加

しࠋࡓ 

⮬↛ᩘかࡽ᭷⌮ᩘࢆᑟฟす࠼⪄ࡿ᪉ࠊᣦᩘࡀ⮬↛ᩘの

࠸ࠊし࡚なࡿࡏࡉᑐẚࢆのᑟฟ࢟࣋ᑠᩘのࡽか࢟࣋

ࡃ࠸学⩦し࡚ࡽࡀなࡏࡉ㛵㐃ࡃࡿなࢆな㡯ࢁ࠸ࢁ

学ࢆ㸯ኚᩘのゎᯒ⏕学ࠊ࡚ࡗࡼࢀࡑࠊᕤ夫し࠺ࡼ

⩦しࡸすࡃすࡿ教育ຠᯝࡀあࠋࡓࡗ 

A㸳 153 ࠋࡓࢀࡉ⾜Ⓨࡾࡼ∧学⾡ᅗ書ฟ࡛ࢪ࣮࣌

（ISBN978-4-7806-0003-2） 

 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

（㸯）学⏕の授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣの⤖ᯝ 

ᖹᡂ 27

年度๓

ᮇ 

᭱高Ⅼ ࡣ学のୡ⏺ࠖの⥲ྜⓗ満㊊度ᩘࠕࠊ4.00࡛ 2.85

࡛あࠊࡾయᖹ均の ࠸࡚ࡗな್࠸పࡪ࠸ࡔࡾࡼ3.29

ࡣの㡯目の⛉目ᖹ均࡚࠸ࡘ講⩏ෆᐜ・᪉ἲࠋࡓ 2.31

㹼3.92なࠊࡾయᖹ均ẚప࠸㡯目ࡶ高࠸㡯目ࡶあ

ࡓࡗ高かࠊ࡛➼授業間እのᣦᑟࠊࡣのࡓࡗపかࠋࡓࡗ

のࠊࡣ授業中の⚾ㄒᑐ⟇な࡛あࡑࠋࡓࡗののᢸᙜ⛉

目ཷࡣ࡚࠸ࡘ講⏕ࡀ 10ྡᮍ満ࠊࡵࡓࡓࡗࡔン࣮ࢣ

 ࠋࡓࡗࡔのᑐ㇟እࢺ

 

 

ᖹᡂ 27

年度ᚋ

ᮇ 

ࡣάの中のᩘ学ࠖの⥲ྜⓗ満㊊度⏕ࠕ 3.33࡛あࠊࡾ

యᖹ均の ・講⩏ෆᐜࠋࡓ࠸࡚ࡗな್࠸ⱝᖸ高ࡾࡼ3.24

᪉ἲ࡚࠸ࡘの㡯目の⛉目ᖹ均ࡶ 3.33㹼3.56なࠊࡾ

ののࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗな್࠸高ࡾࡼయᖹ均ࡶの㡯目

ᢸᙜ⛉目ཷࡣ࡚࠸ࡘ講⏕ࡀ 10ྡᮍ満ࠊࡵࡓࡓࡗࡔ

ンࢺ࣮ࢣのᑐ㇟እࠋࡓࡗࡔ 

 

人間－106



㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

（㸯）ࠕሗฎ⌮学ࠖࡣ 
ᖹᡂ 22

年 4᭶ 

⚾❧ዉⰋᩥ高ᰯ࡛⾜ࠕࡓࢀࢃዉⰋᩥ高ᰯศ野ู࢞

ሗฎࠋࡓࡵົࢆᶆ記のテ࣮マ࡛講師࡚࠸おンスࠖࢲ

⌮学࠺࠸学ၥศ野のᴫㄝࠊ࡚ࡏࢃྜࠊ࠸⾜ࢆዉⰋ⏘業

大学ሗ学部の特ᚩࢆ㏙ࠋࡓ 

（⫈講⪅ࡣዉⰋᩥ高ᰯの⏕ᚐ 2ྡ） 

（㸰）ࠕ♫⏕άの中のᩘ学ࠖ 
ᖹᡂ 22

年 7᭶ 

ዉⰋ┴⋤ᑎ⏫ࡿ࣮ࡾ⋤ᑎおࠊ࡚࠸⋤ᑎ⏫ዉⰋ⏘業

大学のദ࡛⾜ࠕࡓࢀࢃ⋤ᑎ⏫ࡾ㹼ࡿカࣞࠖࢪࢵお

ࡀ学ᩘ⏕ά♫ࠋࡓࡵົࢆᶆ記のテ࣮マ࡛講師࡚࠸

2ࠊし࡚ࡿ࠸࡚ࢀࢃ ゎㄝし࡚ࡆୖࡾྲྀࢆのලయࡘ

⏝㏫⾜ิのᛂࡣ学ⓗᩘࠊ業㐃㛵ศᯒ࡛⏘ࠊࡣࡘ㸯ࠋࡓ

ࢵࣃࡿࢀࢃカ࣓࡛ࢪࢹࡣࡘ一࠺ࡶࠊࡇࡿ࠸࡚ࡗな

᪉の࠼⪄ᕪศのࠊ࡛⌮カスの原࣮࢛ࣇࢺ᪉ᘧのオ࣮ࣈࢩ

ᛂ⏝なࢆࡇࡿ࠸࡚ࡗ㏙ࠋࡓ 

（⫈講⪅ࡣᆅᇦの高㱋⪅の᪉ࢆ中ᚰ 30ྡ⛬度） 

（㸱）ࠕExcel VBAのά⏝ࠖ 
ᖹᡂ 22

年 8᭶ 

ዉⰋ⏘業大学࡛⾜ࠕࡓࢀࢃዉⰋ⏘業大学教職ဨのࡵࡓの

බ㛤講ᗙ ࠋࡓࡵົࢆᶆ記のテ࣮マ࡛講師࡚࠸お2010ࠖ

MS-Excel の࠸᪉のᐇし࡚ࠊマࢡロの⏝᪉ἲ

VBA の࠸᪉ࢆ講₇しࠋࡓマࢡロの⏝᪉ἲし࡚ࠊࡣ

一ࡘ一ࡘのⅬの記ྕࡀ␗なࡿᩓ布ᅗのసࡾ᪉ࠊ࠸ᢅࢆ

VBA の࠸᪉し࡚ࠊࡓࡲࡣฟᖍ⡙ࢆカテู࣮ࣜࢦの⾲

ࣉࡓ⏝しࢆࣉFORル࣮ࡸᐃ⩏㛵ᩘの࣮ࢨ࣮ࣘࡿᖐ

ロ࣑ࣛࢢンࢆ࡚࠸ࡘࢢ講₇しࠋࡓ 

（ཷ講⪅ࡣ大㜰ࠊዉⰋの中高のඛ⏕ࢆ中ᚰ 20ྡ⛬度） 

（㸲）ࠕExcel VBAのά⏝ࠖ 
ᖹᡂ 22

年 12᭶ 

ዉⰋ⏘業大学࡛⾜2010ࠕࡓࢀࢃ 年度季 教職ဨのࡵࡓ

のබ㛤講ᗙࠖお࡚࠸ᶆ記のテ࣮マ࡛講師ࠋࡓࡵົࢆ

MS-Excel の࠸᪉のᐇし࡚ࠊマࢡロの⏝᪉ἲ

VBA の࠸᪉ࢆ講₇しࠋࡓマࢡロの⏝᪉ἲし࡚ࠊࡣ

一ࡘ一ࡘのⅬの記ྕࡀ␗なࡿᩓ布ᅗのసࡾ᪉ࠊ࠸ᢅࢆ

VBA の࠸᪉し࡚ࠊࡓࡲࡣฟᖍ⡙ࢆカテู࣮ࣜࢦの⾲

ࣉࡓ⏝しࢆࣉFORル࣮ࡸᐃ⩏㛵ᩘの࣮ࢨ࣮ࣘࡿᖐ

ロ࣑ࣛࢢンࢆ࡚࠸ࡘࢢ講₇しࠋࡓ 

（ཷ講⪅ࡣ大㜰ࠊዉⰋの中高のඛ⏕ࢆ中ᚰ 20ྡᙅ） 

（㸳）ࠕExcel VBAのά⏝ࠖ 
ᖹᡂ 23

年 8᭶ 

ዉⰋ⏘業大学࡛⾜ࠕࡓࢀࢃዉⰋ⏘業大学教職ဨのࡵࡓの

බ㛤講ᗙ ࠋࡓࡵົࢆᶆ記のテ࣮マ࡛講師࡚࠸お2011ࠖ

MS-Excel の࠸᪉のᐇし࡚ࠊマࢡロの⏝᪉ἲ

VBA の࠸᪉ࢆ講₇しࠋࡓマࢡロの⏝᪉ἲし࡚ࠊࡣ

一ࡘ一ࡘのⅬの記ྕࡀ␗なࡿᩓ布ᅗのసࡾ᪉ࠊ࠸ᢅࢆ

VBA の࠸᪉し࡚ࠊࡓࡲࡣฟᖍ⡙ࢆカテู࣮ࣜࢦの⾲

ࣉࡓ⏝しࢆࣉFORル࣮ࡸᐃ⩏㛵ᩘの࣮ࢨ࣮ࣘࡿᖐ

ロ࣑ࣛࢢンࢭࡸࢢルのෆᐜࢆᇶしࢭࡓルࡈの᧯స

 ࠋࡓ講₇しࢆ࡚࠸ࡘ

（ཷ講⪅ࡣ大㜰ࠊዉⰋの中高のඛ⏕ࢆ中ᚰ 20ྡ⛬度） 

（㸴）ࠕሗのᩘ⌮ࠖ 
ᖹᡂ 24

年 6᭶ 

ዉⰋ┴❧大和中ኸ高➼学ᰯ࡛⾜ࠕࡓࢀࢃ㐍㊰┦ㄯ࡛ࠖ

ᶆ記のテ࣮マ࡛ᶍᨃ講⩏の講師ࠋࡓࡵົࢆሗ㔞ࡣఱ

かࢆ㢟ࠊᑐᩘのᐃ⩏ࡑࡸのᛶ㉁ࢆ㏙ࡇࡑࠊかࡽ

ሗ㔞のᐃ⩏ࢆࣇࠊࡓࡲࠋࡓ࠼ルのྍ㏫ᅽ⦰㠀ྍ

㏫ᅽ⦰の㐪ࠊࢆ࠸ሗ㔞のほⅬかࡽ㏙ࠊᐇ₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

（ཷ講⪅ࡣ大和中ኸ高ᰯの⏕ᚐ 15ྡ） 

（㸵）ࠕExcel㛵ᩘ⮬由⮬ᅾࠖ 
ᖹᡂ 24

年 8᭶ 

ዉⰋ⏘業大学࡛⾜ࠕࡓࢀࢃዉⰋ⏘業大学教職ဨのࡵࡓの

බ㛤講ᗙ ࠋࡓࡵົࢆᶆ記のテ࣮マ࡛講師࡚࠸お2012ࠖ

MS-Excelの࠸᪉のᐇし࡚ࠊ᮲௳࡚ࡗࡼኚすࡿ

㛵ᩘࢆ㢟講₇しࠋࡓIF㛵㐃㛵ᩘࡸの㛵ᩘの⤌ࡳ

ࢀࡒࢀࡑࠊ࠸ᢅࢆ㓄ิᩘᘧの⏝ἲ⿵なࠊ⏝ࡏࢃྜ

の㐪ࢆ࠸講₇しࠋࡓ 

（ཷ講⪅ࡣ大㜰ࠊዉⰋの中高のඛ⏕ࢆ中ᚰ 20ྡ⛬度） 
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（㸶）ࠕWord Excelࣜࢆンࢡしᩥࡓ書సᡂࠖ 
ᖹᡂ 24

年 8᭶ 

୕㒓⏫❧୕㒓ᑠ学ᰯ࡛⾜ࠕࡓࢀࢃ教ဨ研ಟࠖお࠸

࡚ᶆ記のテ࣮マ࡛講師ࠋࡓࡵົࢆWord Excelࣜࢆンࢡ

しᩥࡓ書సᡂࢆ㢟ࠊWord のࣇࣛࢢసᡂおࠊ࡚࠸

Excel ᕪࠊࡸ࠸ሙྜの㐪ࡓࡏࡉሙྜ࠸なࡏࡉࢡンࣜ

し㎸ࡳ༳ๅの࠸᪉なࢆ講₇しࠋࡓ 

（ཧ加⪅୕ࡣ㒓ᑠの教ဨ 20ྡ⛬度） 

（㸷）ࡶࡇࠕ ICT講ᗙࠖ 
ᖹᡂ 29

年 2᭶ 

୕㒓⏫ᩥ⯆㈈ᅋዉⰋ学ᅬ大学ࡀඹദし୕ࡓ㒓⏫

のᑠ学⏕ࢆᑐ㇟しࡓカルチャ࣮ࢧロンࡶࡇࠕ ICT講

ᗙࠖおࣉࠊ࡚࠸ロ࣑ࣛࢢンࢢゝㄒࠕスࢵࣛࢡチࠖࢆ⏝

 ࠋࡓࡵົࢆの教ᐊの講師ࢢン࣑ࣛࢢロࣉࡓ࠸

（ཧ加⪅୕ࡣ㒓⏫のᑠ学 4年⏕かࡽ 6年⏕ 16ྡ） 

ࡶ子ࠕ（10） ICT講ᗙࠖ 
ᖹᡂ 30

年 2᭶ 

୕㒓⏫ᩥ⯆㈈ᅋዉⰋ学ᅬ大学ࡀඹദし୕ࡓ㒓⏫

のᑠ学⏕ࢆᑐ㇟しࡓカルチャ࣮ࢧロンࠕ子ࡶ ICT講

ᗙࠖおࣉࠊ࡚࠸ロ࣑ࣛࢢンࢢゝㄒࠕスࢵࣛࢡチࠖࢆ⏝

 ࠋࡓࡵົࢆの教ᐊの講師ࢢン࣑ࣛࢢロࣉࡓ࠸

（ཧ加⪅୕ࡣ㒓⏫のᑠ学 1年⏕かࡽ 5年⏕ 14ྡ） 

 ࠖࣈࣛࢡࡓࡘࡓࠕ（11）

ᖹᡂ 30

年 3 ᭶

㹼 

⌧ᅾ

 ࡿ⮳

୕㒓⏫お3ࠊ࡚࠸ ᭶ࡾࡼ᭶㸯ᅇ⾜ࡿ࠸࡚ࢀࢃᑠ中学⏕

し࡚ཧ加し࣮ࢱ࣮࣏ࢧ教ᐊࢢン࣑ࣛࢢロࣉのࡅྥ

ࡽ8᭶かࠋࡿ࠸࡚ 12᭶ࡣ࡛ࡲ᭶ 2ᅇのロࣉࢺࢵ࣎ロࣛࢢ

ᖹᡂࡧࡼおࠊ教ᐊࢢン࣑ 31 年 1 ᭶ࠊࡓࢀࢃ⾜➇ᢏ

᭶ࠊࡣ௨㝆ࠋࡓし࡚ཧ加しദ⪅の一ဨ 1ᅇのࣉロ

令和ࠊάືし中ᚰࢆ教ᐊࢢン࣑ࣛࢢ 2年 2 ᭶ࠊࡣ➨

2ᅇの➇ᢏࢆ㛤ദしࠋࡓ 

 ࠖ◻ᅖAIࠕ（12）

 

ᖹᡂ 30

年 6᭶ 

ዉⰋ┴⋤ᑎ⏫ࡿ࣮ࡾ⋤ᑎおࠊ࡚࠸⋤ᑎ⏫ዉⰋ学ᅬ

大学のദ࡛⾜ࠕࡓࢀࢃ➨ 27 ᅇ大学ᆅᇦࡘࢆなࡄබ

㛤講ᗙࠗࡾ㹼ࡿカࣞࠖ࠘ࢪࢵお࡚࠸ᶆ記のテ࣮マ࡛

講師ࠋࡓࡵົࢆAIࡑのⓎᒎ史ࢆᴫほしࠊ㏆年の࣮࣡࢟

ࡏࢃྜࠋࡓࡆୖࡾྲྀࢆࢢンࢽ࣮ࣛࣉ࣮ࢹし࡚ࢻ࣮

◻ᅖࠊ࡚ AI の㛤Ⓨ史ࢆᴫほしࣔࠊンテカルロἲࢹ

ࡇࡓࡗ࠸ቑし࡚ࡀࡉᙉ㏿ᛴࠊࡾࡼࢢンࢽ࣮ࣛࣉ࣮

Excelࠊのᚋࡑࠋࡓぢࢆ ୖ࡛⡆༢な࣮ࣛࣗࢽル࣡ࢺࢵࢿ

⾜ࢆ㐺࡚᭱࠸⏝ࢆ⬟ᶵ࣮ࣂルࢯࠊసᡂしࢆルࢹࣔࢡ࣮

 ࠋࡓࡆୖࡾྲྀࢆのᐇࢢンࢽ࣮ࣛࣉ࣮ࢹ࠺

中ᚰࢆᆅᇦの高㱋⪅の᪉ࡣ⾗⫈） 15ྡ⛬度） 

 ᪉ࠖ࠸のࢺࣇࢯ⌮ᘧฎᩘࠕ（13）
ᖹᡂ 30

年 10᭶ 

ዉⰋ┴❧高ྲྀᅜ㝿➼学ᰯ࡛⾜ࡓࢀࢃ㐍㊰┦ㄯのᶍᨃ

講⩏おࠊ࡚࠸ᶆ記のテ࣮マ࡛講師ࠋࡓࡵົࢆᑟධし

࡚ AI のⓎ㐩ྛࡿࡼ✀の職業のᑗ᮶ᛶࠊ࡚࠸ࡘ野村

⥲ྜ研究ᡤのⓎ⾲ࡶࢆゎㄝしࡑࠋࡓのᚋࠊ高ᰯ 2ࠊ1

年のᩘ学のෆᐜᩘࢆᘧฎ⌮ࢺࣇࢯ Maxima ࡽࡀな࠸ࢆ

ᴫほしᩘࠊᘧฎ⌮ࢆࢺࣇࢯࡓࡗ授業ἲ࡚࠸ࡘ㏙

 ࠋࡓ

（ཷ講⪅ࡣ高ྲྀᅜ㝿高ᰯの 2年⏕ 8ྡ） 

（14）2019年ᮇ ዉⰋ学ᅬබ㛤ᩥ講ᗙ 

➨ࠕ 31ᅇ ࠓᑠ学⏕学ࡪロࣉࢺࢵ࣎ロ࣑ࣛࢢン

 ࠖࠔࢢ

令 和元

年 6᭶ 

ᚿ㈡┤哉ᪧᒃ（ዉⰋ学ᅬ࢘ࣁ࣮ࢼ࣑ࢭス）࡛⾜࠸࡚ࢀࢃ

 ࠋ講ᗙࡓࡗ⾜し࡚⎔ዉⰋ学ᅬබ㛤ᩥ講ᗙの一ࡿ

2020年度のᑠ学ᰯのࣉࠕロ࣑ࣛࢢンࠖࢢᚲಟࠊࡅྥ

ࠊᴫㄝしࢆఱかࡣࢢン࣑ࣛࢢロࣉࡸ᪉ࡾᅾ⦌⤒のࡑ

᪉࠸Scratchのࡿゝㄒ࡛あࢢン࣑ࣛࢢロࣉルࣗࢪࣅ

ࡶ⪅ཧ加ࠊㄝ明しࢆࢢン࣑ࣛࢢロࣉࢺࢵ࣎ロࠊࡸ

ロࢺࢵ࣎のసᡂࣉࠊロ࣑ࣛࢢンࠋࡓࡗ⾜ࢆࢢ 

（ཷ講⪅ࡣᆅᇦのᑠ学⏕ࡑࡸのಖㆤ⪅ࢆ中ᚰ 17ྡ） 

 

   

㸳 ࡑの   

特記㡯なし   
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職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

高➼学ᰯ教ㅍ➨一✀චチ（ᩘ学） 

ᖹᡂ 2

年 3᭶

31᪥ 

ᖹᡂ高一ࡵ➨ᅄ୕භ୕ྕ（ி㒔ᗓ教育ጤဨ） 

   

㸰 特チ➼   

特記㡯なし   

   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

（㸯）ン࣮ࢱンࣉࢵࢩ⛉目᳨ウ࣮࣡࢟ンࢢࢢル࣮

 ࣉ

ᖹᡂ 23

年 8 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 27

年 2᭶ 

ࠊ目のෆᐜ⛉ࠊࡾࡓあᐇ⩦の༢ࣉࢵࢩン࣮ࢱン

ᐇ᪉ἲの᳨ウࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆのᚋࠊᖹᡂ 25年度ࡣ 2年

次⏕㓄ᙜ⛉目ࠕン࣮ࢱンࣉࢵࢩϨࠖࠊࢆᖹᡂ 26年度

ࡣ 3年次⏕㓄ᙜ⛉目ࠕン࣮ࢱンࣉࢵࢩϩ  ࠋࡓᢸᙜしࠖࢆ

（㸰）ሗ学部ホ㆟ဨ 

ᖹᡂ 24

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 26

年 3᭶ 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）ሗ学部ሗ学⛉のホ

㆟ဨࠋࡓࡵົࢆ 

（㸱）ሗ学部㛗 

ᖹᡂ 27

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 29

年 3᭶ 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）ሗ学部ሗ学⛉の学

部㛗ࠋࡓࡵົࢆ 

（㸲）ሗࢭン࣮ࢱ㛗 

ᖹᡂ 29

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 30

年 3᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ሗࢭン࣮ࢱ㛗ࠋࡓࡵົࢆ 

（㸳）人間教育学部ホ㆟ဨ 

ᖹᡂ 30

年 4 ᭶

㹼 

⌧ᅾ

 ࡿ⮳

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部のホ㆟ဨࠋࡓࡵົࢆ 

（㸴）⮬ᕫⅬ᳨・ホ౯ጤဨጤဨ㛗 

ᖹᡂ 30

年 4 ᭶

㹼 

⌧ᅾ

 ࡿ⮳

ዉⰋ学ᅬ大学⮬ᕫⅬ᳨・ホ౯ጤဨのጤဨ㛗ࠋࡓࡵົࢆ 

（㸵）୕㒓⏫ᩥ⯆㈈ᅋ⌮ 

ᖹᡂ 30

年 6 ᭶

㹼 

⌧ᅾ

 ࡿ⮳

୕㒓⏫ᩥ⯆㈈ᅋの⌮ࠋࡓࡵົࢆ 

（㸶）୕㒓⏫ ICT学ࡧ᥎㐍༠㆟ጤဨ 

ᖹᡂ 30

年 7 ᭶

㹼 

⌧ᅾ

 ࡿ⮳

୕㒓⏫ ICT学ࡧ᥎㐍༠㆟のጤဨࠋࡓࡵົࢆ 

   

㸲 ࡑの   

特記㡯なし   
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研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

1᪥ᖖᩘ学ࢆ㸫ᩥ⌮ࡘࢆ

なᩘࡄ学教ᐊかࡽ㸫 
ඹⴭ 

ᖹᡂ 27年 3

᭶ 
学⾡ᅗ書ฟ∧♫ （ᥖのࡵࡓ␎） 

2ᩘ学ධ㛛（➨ 3∧） ༢ⴭ 
ᖹᡂ 31年 3

᭶ 
学⾡ᅗ書ฟ∧♫ （ᥖのࡵࡓ␎） 

（学⾡ㄽᩥ）     

ಀᩘのᩘ⌮ⓗᛶ㉁ࢽࢪ1

ᐇド研究 
༢ⴭ 

ᖹᡂ 23年 12

᭶ 

ዉⰋ⏘業大学紀せ➨

27㞟 pp.79-94 

」ᩘの㞟ᅋのࢀࡒࢀࡑのࢽࢪಀᩘࡑࠊ

ಀᩘのࢽࢪయの㞟ᅋのࡓࡏࢃྜࢆࢀ

㛵ಀࢆ⪃ᐹしࢽࢪࠋࡓಀᩘのᐃ⩏ࢆᣑᙇ

しࠊ᪂ࡓなᐃ⩏ᑐしᚲせなࡿᛶ㉁ࢆ

ᐃ⌮し࡚ᚓࡇࠋࡓの⤖ᯝࠊ元の 2㞟ᅋ

のせ⣲ᩘのẚ⋡యの㞟ᅋのࢽࢪಀ

し♧一⯡ⓗࢆࡇࡿ㛵ಀ࡛あ↓ࡣᩘ

ᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝࠖのබ㛤ࠕࠊࡓࡲࠋࡓ

ಀࢽࢪࡀ᪥本の高㱋ࠊࡶࢆࢱ࣮ࢹ

ᩘのቑ加ࡿ࠼せᅉศᯒࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

2᭷㝈ୖࣇࣛࢢの㔞子࢛࢘

᮲⩏Ϩ㸸ᐃ࡚࠸ࡘࢡ࣮

௳ 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 25年 2

᭶ 

ዉⰋ⏘業大学ሗ学

➨紀せ࣒࣮࢛ࣛࣇ 8㞟 

pp.99-108 

᭷㝈ୖࣇࣛࢢの㔞子ࠊ࡚࠸ࡘࢡ࣮࢛࢘

ル࣋ルࣄ㛵ಀな一⯡の↓ࣇࣛࢢࠊࡎࡲ

の中ࡑࠊࡁ⨨ࢆീࣜࢱࢽ間ୖのࣘ✵ࢺ

ࡘࡃ࠸の࡛࠼࠺ࡿࡅࡘࡧ⤖ࣇࣛࢢࠊ࡛

かの௬ᐃのୗࣇࣛࢢࠊの㡬Ⅼ㛵ಀすࡿ

部ศ✵間の次元ࢆᑟฟしࠋࡓ 

3᭷㝈ୖࣇࣛࢢの㔞子࢛࢘

࡚࠸ࡘࢡ࣮ II㸸ᛶ㉁ 
༢ⴭ 

ᖹᡂ 25年 12

᭶ 

ዉⰋ⏘業大学紀せ➨

30㞟 pp.57-63 

᭷㝈ୖࣇࣛࢢの㔞子ࠊ࡚࠸ࡘࢡ࣮࢛࢘

2部࡛ࣇࣛࢢのゎᯒお༙ࠊ࡚࠸ศの次

ᩘの⾜ิࡤࢀ࠸⏝ࢆ༑ศ࡛あࢆࡇࡿ

♧しࠋࡓ 

4᭷㝈ୖࣇࣛࢢの㔞子࢛࢘

࡚࠸ࡘࢡ࣮ III㸸

Propagator Setの次元 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 29年 9

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨ 7

㞟 pp.91-96 

᭷㝈ୖࣇࣛࢢの㔞子ࠊ࡚࠸ࡘࢡ࣮࢛࢘

㔞子ࢡ࣮࢛࢘の Propagator Set のᐃ⩏

次元ࢆの⮬由度ࢱ࣮࣓ࣛࣃᐇࠊ࠼ࢆ

し࡚ Propagator Set の次元ࢆࡿ࠼ᐃ

㕥木୧Ặのࠊᕝ℩ࠊࡓࡲࠋࡓし♧ࢆ⌮

"Generator of an abstract quantum 

walk."おࡿࡅᐃ⩏根岸のᐃ⩏の㐪

 ࠋࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘ࠸

     （のࡑ）

1 ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学

ᅬ大学）ン࣮ࢱンࣉࢵࢩ

➨ 2ᮇᐇሗ࿌ 

:研究ࢺ࣮ࣀ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 27年 9

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨ 3

㞟 pp.209-227 

ᖹᡂ 24年度かࡽዉⰋ⏘業大学࡛ᐇࡉ

ࢱンし࡚の目⛉ࡓࢀࡉ༢ࡓࢀ

࣮ンࡑࠊ࡚࠸ࡘࣉࢵࢩのᑟධの⤒⦋か

研ࡓ記㏙しࢆ࡛ࡲᐇ⩦ᚋの教育ຠᯝࡽ

究ࠋࢺ࣮ࣀ山本ⱥྖẶ（⌧金ἑᫍ⛸大学

⤒῭学部教授）のඹⴭ࡛ࠊ根岸ࡣ

ࢆのศᯒ⤖ᯝの記㏙ࡑのゎᯒࢱ࣮ࢹ

ᢸᙜしࠋࡓ 

2ዉⰋ⏘業大学ࠕᇶ♏ᩘ学ࠖ

のሗ࿌ศᯒ 

:研究ࢺ࣮ࣀ 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 28年 9

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨ 5

㞟 pp.197-211 

ዉⰋ⏘業大学（⌧ዉⰋ学ᅬ大学）࡛ᖹᡂ

23年度かࡽᖹᡂ 27年度か࡚ࡅᐇし

目の฿㐩⛉ࠊ࡚࠸ࡘ学のᑟධ教育ᩘࡓ

目ᶆのタᐃẁ㝵の≧ἣሗ࿌かࡽᐇᚋ

の学⏕のᡂ績ᇶ࡙ࡃศᯒࡲࢆ࡛ࡲ

 ࠋࡓࡵ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

3 ゎᯒ学おࡿࡅ高大㐃ᦠ

の⚾ㄽ（ࡑの㸯） 

:ㄽ⪃ 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 27年 11

᭶ 

教育 PRO➨ 45ᕳ 25ྕ

p.16-17 

ᩘ学の高大㐃ᦠおࠊ࡚࠸ゎᯒ学㔜Ⅼ

かのᩘࡘࡃ࠸ࠊし♧ࢆのពࡇࡃ⨨ࢆ

学⏝ㄒ࡚࠸ࡘの高ᰯ大学࡛の㐪࠸

 ࠋࡓ㏙ࢆ

4 ゎᯒ学おࡿࡅ高大㐃

ᦠの⚾ㄽ（ࡑの㸰） 

:ㄽ⪃ 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 27年 12

᭶ 

教育 PRO➨ 45ᕳ 27ྕ

p.16-17 

ᩘ学の高大㐃ᦠおࠊ࡚࠸ᚤศ✚ศ

おࠊ࡚࠸高ᰯẁ㝵࡛ὀពすࡁⅬࡃ࠸ࢆ

なព࠺ࡼの大学࡛ࡀࡽࢀࡑࠊか♧しࡘ

ࢆᣢࡘかࢆ㏙ࠋࡓ 

5 ᭷㝈ୖࣇࣛࢢの㔞子࢛࢘

 ࡚࠸ࡘࢡ࣮

:口㢌Ⓨ⾲ 

㸫 
ᖹᡂ 22年 9

᭶ 

2010 年ኟのస⏝⣲ㄽ

㸸松 ࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ

本ᕷ中ኸබẸ㤋 

᭷㝈࡛ୖࣇࣛࢢの㔞子ࢡ࣮࢛࢘の一⯡

ⓗなᐃ⩏ࢆࡘࡃ࠸ࠊ࠼かの⡆༢な

㏆ᣲືのศ布のᵝ子のᩘ್ィࠊ࡚࠸ࡘ

⟬ࢆ⤂介しࠋࡓ 

6㎶かࡽぢࡓ㔞子ࢡ࣮࢛࢘ 

:口㢌Ⓨ⾲ 
㸫 

ᖹᡂ 23年 9

᭶ 

2011 年ኟのస⏝⣲ㄽ

⇃㸸 ࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ

本ᕷᅜ㝿ὶ㤋 

᭷㝈࡛ୖࣇࣛࢢの㔞子ࢆࢡ࣮࢛࢘ᑐ

タᐃ࡚ࡗࡼࡇࡿᐹす⪄࡛ୖࣇࣛࢢ

 ࠋࡓし♧ࢆࡇࡿࡁ༢⣧࡛ࢆ

7 Some examples of 

quantum walk on finite 

graphs. 

（᭷㝈ୖࣇࣛࢢの㔞子࢘

 （かのࡘࡃ࠸のࢡ࣮࢛

:口㢌Ⓨ⾲ 

㸫 
ᖹᡂ 24年 9

᭶ 

2012 年ኟのస⏝⣲ㄽ

㸸᪂ ࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ

₲大学㥐༡࢟ャンࣃ

ス ࠸ࡵࡁ 

㔞子ࢡ࣮࢛࢘の㏆ᣲືࣛࢢࠊ࡚࠸ࡘ

ルのሙྜࢡࢧࠊ⥺┤ࠊࣇࣛࢢᫍᙧࡀࣇ

 ࠋࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘ

8 ᭷㝈ୖࣇࣛࢢの㔞子࢛࢘

 ࡚࠸ࡘࢡ࣮

:口㢌Ⓨ⾲ 

㸫 
ᖹᡂ 25年 9

᭶ 

2013 年ኟのస⏝⣲ㄽ

㸸広 ࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ

島大学東千田࢟ャン

 スࣃ

᭷㝈࡛ୖࣇࣛࢢの㔞子࠸ࡘࢡ࣮࢛࢘

一⯡ⓗࡾࡼのࡽᛶのぢᆅかࣜࢱࢽࣘࠊ࡚

なᐃ⩏ࢆࡇࠊࡓࡲࠋࡓ࠼の⪃࠼のᛂ⏝

し࡚ࠊ部ࣇࣛࢢおࡿࡅ㔞子࢛࢘

࠼ࢆ⌮のᐃ࡚࠸ࡘのᅛ᭷㛵ᩘࢡ࣮

 ࠋࡓ

ᆶࡓ⏝しࢆᕪࢡルࢺ 9

┤㍈㢼㌴࡚࠸ࡘ 

:口㢌Ⓨ⾲ 

㸫 
ᖹᡂ 26年 9

᭶ 

2014 年ኟのస⏝⣲ㄽ

ࢭ㸸 ࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ

ࢭカルチャ࣮・࣮ࢼ࣑

ン࣮ࢱ⮫† 

ᆶ┤㍈㢼㌴おࠊ࡚࠸⩚の୧㠃のᙧ≧の

㐪ࢺࡿࡼ࠸ルࢡᕪࢆ⏝すࢹࡿ

 ࠋࡓ࠼ࢆのᩘ್ィ⟬ࡑࠊᥦၐしࢆ

10 ᆶ┤㍈㢼㌴の࿘㏿ẚの

ィ⟬ 

:口㢌Ⓨ⾲ 

㸫 
ᖹᡂ 27年 9

᭶ 

2015 年ኟのస⏝⣲ㄽ

⚟㸸 ࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ

井┴ࢡࢵࢽ࢙ࣇスࣉ

 ࢨࣛ

࠸ࡘᆶ┤㍈㢼㌴ࡓ⏝しࢆᕪࢡルࢺ

 ࠋࡓ࠼ࢆ࿘㏿ẚのィ⟬ࠊ࡚

11 㔞子ࢡ࣮࢛࢘の間Ⓨ

ᒎの次元࡚࠸ࡘ 

:口㢌Ⓨ⾲ 

㸫 
ᖹᡂ 28年 9

᭶ 

2016 年ኟのస⏝⣲ㄽ

㸸⡿ ࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ

子ࢥン࣋ンࣙࢩンࢭ

ン࣮ࢱ BiG SHiP 

U(2n)ᒓすࣜࢱࢽࣘࡿ⾜ิの中࡛ࠊ㎶

ᩘ nの᭷㝈ୖࣇࣛࢢの㔞子ࢡ࣮࢛࢘の

間Ⓨᒎなࡿ࠺ࡾ⾜ิの㞟ྜのᗄఱ学

ⓗ次元ࡑの᮲௳ࢆࠋࡓ࠼ 

12 㔞 子 ࢘ ࢛ ࣮ ࢡ の

Propagator Setの次元ࡘ

 ࡚࠸

:口㢌Ⓨ⾲ 

㸫 
ᖹᡂ 29年 7

᭶ 

2017 年ኟのస⏝⣲ㄽ

㸸ఀ ࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ

ໃᕷほ光ᩥ㤋 

㔞子ࢡ࣮࢛࢘の Propagator Set のᐃ⩏

のิ⾜ࣜࢱࢽࣘࡿᒓすU(2n)ࠊ࠼ࢆ

中࡛ࠊ㎶ᩘ nの᭷㝈ୖࣇࣛࢢの㔞子࢛࢘

のࢡ࣮ Propagator Set のᗄఱ学ⓗ次元

 ࠋࡓし♧ࢆ⌮ᐃࡿ㛵す

13 ⩚根㉁Ⅼの⾪✺かࡽ

ᑟฟࡿࢀࡉ᪉⛬ᘧ 

:口㢌Ⓨ⾲ 

㸫 
ᖹᡂ 30年 9

᭶ 

2018 年ኟのస⏝⣲ㄽ

㸸ᚨ ࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ

島ᕷࢭࢡࢵࣅࢩンࢱ

࣮ 

✵Ẽศ子ࡀ㢼㌴の⩚根ࡿ࠼ゅ㐠ື

㔞エࢿル࣮ࢠのಖᏑ則かࡽ㢼㌴の⩚

根のᙧ≧の㐠ື᪉⛬ᘧࢆᑟฟしࠋࡓ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

14 Introduction to Open 

Quantum Walks 

:口㢌Ⓨ⾲ 

㸫 令和元年 9᭶ 

2019 年ኟのస⏝⣲ㄽ

㸸和 ࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ

ḷ山ࢢࢵࣅឡ 

2000年௦ึᮇかࡽの Unitary Quantum 

Walksのᵝࠎなᐃ⩏ࢆ⤂介しࡑࠊのᚋ

Open Quantum Walks のᐃ⩏ࢆ㏙ UQW

の㐪ࢆ࠸㏙ࠋࡓ 
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教  育  研  究  業  績  書 

令和㸰年㸱᭶㸱㸯᪥    

Ặྡ 松井 典夫      

研   究   ศ   野 研 究 ෆ ᐜ の ࢻ ࣮ ࣡ ࣮ ࢟ 

教育学 教師教育・教⛉教育（ᅗ⏬ᕤస⛉）・学ᰯ安（安・㜵⅏教育） 

教  育  ୖ  の  ⬟  ຊ    㛵  す  ࡿ    㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ           せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 
ࣙࢩロ࣮ࣔࣉテࣇ࣮ࢭ安安ᚰᵝ┦ᅗࠖ(᪥本ࠕ・
ン学ㄅ ➨ 3ᕳ 1ྕ p62-66 松井）ࡓ࠸⏝ࢆ安
教育 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ඣ❺の安ព㆑ᑻ度（Safety Awareness Scale ofࠕ・
Children ͆㹑㸿㹑㹁 ）͇ࠖ の㛤Ⓨ 
 
 
 
 
 
 

 
ᖹᡂ㸰㸯年度
㹼⌧ᅾࡿ⮳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ㸰㸵年㸶
᭶㹼⌧ᅾ⮳
 ࡿ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安教育࡛目ᣦすࠕࠊࡣࢁࡇࡁ安࡛安ᚰ࡛ࠖ
あࡿ㸿のカテ࡛࣮ࣜࢦあࠋࡿしかしࡇࠊのカテࣜࢦ
ࡉ㐩ᡂࡀ安教育のᙺࠊࡤࢀ࠸ࡀඣ❺の≧ែ࣮
ࡗࢃഛࡀ⬟ᢏࡸ知㆑ࠋ࠸なࡣ࡛࠺ࡑࡤ࠼ゝかࡓࢀ
࠼ゝࡣの安・安ᚰ┿ࠊࡽなࡿែ࡛あ≦࠸な࠸࡚
なࠊࡤ࠼ࡓࠋ࠺ࢁࡔ࠸㜵≢࣮ࢨࣈの࡛ゝࠊ࠺
㜵≢࣮ࢨࣈの学⩦ࢆすࡿ๓なࠊࡽ㸿の⨨（ࠕ㜵≢
ࡔ安࡛安ᚰࡤࢀ࠸࡚ࡗᣢࡣ࣮ࢨࣈ ❺ඣࡓ࠸ࠖ（
ࠊ࠺࠸ࡊ࠸ࡣ࣮ࢨࣈ≢㜵ࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸ከᩘࡶ
ᑂ⪅ࢆᧁ退すࢆࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿᣢࢀ࠸࡚ࡗ
⩦学ࠊしかしࠋࡿែ࡛あ≦ࡿ࠸࡚ࡌឤࠖࡔ安ᚰࡤ
ࡣ安ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗᣢࡣᐇࠊࡕ࠺ࡿࡵ㐍ࢆ
ゝ࠼なࡇ࠸Ẽࡁጞࠋࡿࡵඣ❺ࠕࡣ安ࢆᏲࡿ
ࡊ࠸ࡣศ⮬ࠋࡔࡵࡔࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡅࡔのࡶ
ࠊࡸ㹀の≧ែ࠺࠸ࠖ࠸なࡁ࡛ࡀࡇ࠺࠺࠸
あࡃࡓࡗࡲࠕࠊࡣ࠸ࡿ安ࡣゝ࠼なࠋ࠸㢗ࡿのࡣ
ࡼのࡇࠋࡿࡵしጞ⾜⛣㹁の≧ែ࠺࠸ࠖ࠸ࢃࡇ
㐣ࡔ安ࠖࠕࡎࡓᣢࢆఱのၥ࡛ࡲࢀࡇࠊ࠺
ಙしࠕࠊ安ᚰࠖしࡓ࠸࡚ࡗࡁ≧ែの㸿の⨨࡛ࠊࡣ
ඣ❺の⏕ᾭࠕࡿࡓࢃ安 ࠋ࠸な࠼ゝࡣ安ᚰࠖࠕࠖ
なᙺࡁ安教育の大ࠊࡀࡇࡿ知ࢆᐇࠖ┿ࠕࡣࡎࡲ
のࡘࡦゝࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼しかしࡇࠊの学⩦ࢆし
ࢡ࣋ࠊࡎࡽࡲ⨨㹁のࡸ㹀ࡣ❺ඣࠊⅬ࡛ࡓ
のࡿ࠸࡚ࡵጞ࠸かྥのព࡛の㸿┿ࠊࡧࡣルࢺ
࡛あࠋࡿඣ❺の中࡛ࡇࠕࠊࡣの学⩦ࢆしࡓかࡽ⮬ศ
の⪃࠼᪉ࡀኚࠖࡓࡗࢃあࠕࠊࡣ࠸ࡿ㜵≢࣮ࢨࣈの
ศ⮬ࡁ࠺࠸ࡊ࠸ࠊࡽかࡔࢇ学ࡾかࡗしࢆ᪉࠸
ࡓࡗかࢃかࡿななᚰ⌮≧ែ࠺ࡼのࡀ ࡼ࠺࠸ࠖ
ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵࡘぢ┿ࢆ安・安ᚰࠖࠕࠊ࠺
ᐈほࢆඣ❺のኚᐜࡸの≧ែࡑࠋࡿの࡛あࡿな࠺ࡼ
ⓗࡿ マࢡࣜࢺスし࡚ࠕࠊ安安ᚰᵝ┦ᅗࠖࢆ
⪃しࠋࡓ 
 
 
๓ᥖのࠕ安安ᚰᵝ┦ᅗ࡚ࠖ࠸⏝ࢆ安教育㛵す
ࡇࡿᐇドすࢆ一ᐃのຠᯝࠊࡿࡼࡇ࠺⾜ࢆ授業ࡿ
安安ࠊࡽࡀしかしなࠋࡿか࡛あ☜ࡣのࡓࡁ࡛ࡀ
ᚰᵝ┦ᅗの࣏ン್ᩘࢆࢺすࠊࡎࡁ࡛ࡀࡇࡿᐈ
ほᛶ㊊ࡾなࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸ᐜ್᫆ᩘすࡀࡇࡿ
࡛ࡀࡇࡿࡏࡉࢺン࣏ඣ❺⮬㌟ࡘなおかࠊࡁ࡛
目╔ᑻ度ࠖࠕな⬟ྍࡀᚋㄪᰝࠊ授業の๓ࠊࡁ
しࠊసᡂしࡶࡓのࠕࡀඣ❺の安ព㆑ᑻ度（Safety 
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ᶍᨃ授業㐣⛬のྍࡿࡅお⩏ᅗᕤ⛉ᣦᑟἲࠖの講ࠕ・
ど 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ᅗ⏬ᕤస⛉おࡿࡅᑠ学ᰯ௦のᐇែㄪᰝ 
 
 
 
 
 
 
 
・ᆅ㟈⅏ᐖ⿕⅏ᆅのᑠ学ᰯおࡿࡅ教育ᐇ㊶₇⩦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ㸰㸴年㸲
᭶㹼⌧ᅾ⮳
 ࡿ
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ㸰㸴年㸲
᭶㹼⌧ᅾ⮳
 ࡿ
 
 
 
 
 
ᖹᡂ㸰㸷年㸯
㸮᭶ 
 

Awareness Scale of Children ͆㹑㸿㹑㹁 ）͇ࠖ ࡛
あࠋࡿ㹑㸿㹑㹁ࠊࢆ༠ຊᰯ๓㏦しࠊ安授
業ࢆᐇすࡿ㸯㐌間๓ࠊ๓ㄪᰝࢆᐇし࡚ࡽࡶ
ప・中・高ࡿᐇすࢆ授業ࠊࡣ࡚ࡗࡓあㄪᰝࠋ࠺
学年のࢀࡒࢀࡑのࣛࢡス࡛ᐇしࠊࡓࡲࠋࡓᛶู
ᚋㄪᰝ࡛ಶࠊ๓ࠊ࠸ࡽࡶ記ධし࡚ࢆャルࢩࢽ
 ࠋࡓし࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿぢ࡚ྲྀࢆのኚᐜࡑู
 
大学おࠕࡿࡅᅗᕤ⛉ᣦᑟἲࠖの授業おࠊ࡚࠸ᣦ
ᑟࢆసᡂしࠊᶍᨃ授業࠺⾜ࢆ㝿ࠊ学⏕ྠኈࡀඣ❺
ᙺな࠺⾜࡚ࡗሙྜࡀከࡑࠋ࠸の㝿ࠊඣ❺ᙺの学
⏕ಶࡀࠎඣ❺ᙺἐ㢌しࠊ授業యのὶࡸࢀⓎၥෆ
ᐜࢆᢕᥱྫྷࠊすࡀࡇࡿᅔ㞴࡛あࠊࡓࡲࠋࡿ授業
༶ࢆなࢢン࣑ࢱⓎၥのࠊศ⮬㌟の⾲⮬ࡀ⪅
ホ౯す࠺࠸ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿព࡛ࠊࡶiPad࡛授業
ࡽࡀな࠸⏝ࢆ⏬ᶍᨃ授業ᚋの༠㆟࡛ືࠊᙳしࢆ
ࡾ㏉ࠊࡾ⮬ᕫࠊ⪅ホ౯ά⏝し࡚ࠋࡿ࠸ 
 
ᢸᙜすࠕࡿ美⾡の⌮ゎ （ࠖ㸯ᅇ⏕ᚲಟ）ཬࠕࡧᅗᕤ
⛉ᣦᑟἲ （ࠖ㸰ᅇ⏕ᚲಟ）おࠊࡣ࡚࠸➨㸯ᅇ目の
授業ࠊ㸯㸬ᅗ⏬ᕤస⛉の授೧業ࡣዲࡓࡗࡔࡁかࠋ
㸰㸬ᅗ⏬ᕤస⛉の授業ࡣᴦしかࡓࡗかࠋ㸱㸬ᑠ学ᰯ
のᅗ⏬ᕤస⛉の授業࡛ࡶࡗࡶ༳㇟ṧ࠸࡚ࡗ
授ࠊ࠸⾜ࢆㄪᰝࢺ࣮ࢣン㡯目࡛࠺࠸ࠋࡣ授業ࡿ
業ᨵ善ᙺ❧࡚࡚ࠋࡿ࠸ 
 
ᖹᡂ㸰㸷年㸲᭶Ⓨ⏕しࡓ⇃本ᆅ㟈࡛ࠊࡣከࡃの学
ࡓࡗな㑊㞴ᡤࠋࡓࡗな㑊㞴ᡤࡓࡲࠊ⅏し⿕ࡶᰯ
学ᰯゼၥしࠊⓏᰯの安ᣦᑟࣛ࣎ンテࠊࡸ
授業⿵ຓの₇⩦ࢆࡇ࠺⾜ࢆ目ⓗし࡚ࠊዉⰋ学ᅬ
大学の教職ᚿᮃの学⏕㸯㸮ྡࢆᘬ⋡しࠊ⇃本┴┈ᇛ
⏫❧広安西ᑠ学ᰯࢆゼࠊࢀᐇ㊶ⓗ₇⩦ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書ࠊ教ᮦ 
 
ࢡ࣮࣡ࡧンཬࣙࢩンテ࣮ࢮࣞࣉ美⾡の⌮ゎࠖ授業ࠕ・
 ࢺ࣮ࢩ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・教職⾲⌧ຊ₇⩦ࢺ࣮ࣀ 
 
 
 
 

 
 
ᖹᡂ㸰㸴年㸲
᭶㹼⌧ᅾ⮳
 ࡿ
 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ㸰㸵年㸲
᭶ 
 
 
 

 
 
⌮ゎࠖおࠊࡣ࡚࠸ⱁ⾡ศ野のෆᐜ⌮ゎࠊ美⾡教育
のᴫほのෆᐜ⌮ゎࠊࡵࡓ࠺⾜ࢆテ࢟スࢆࢺ⏝す
ࡸᐇ㝿のඣ❺のጼࡓࡗకの⌮ㄽࡑࠊࡃなࡣの࡛ࡿ
授業のෆᐜࠊ࡚࠸ࡘලయⓗ㉳しなࡽࡀ学ࡇࡪ
సᡂし࡚ࢆンࣙࢩンテ࣮ࢮࣞࣉࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ
授業ࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆのෆᐜࢆ⩦しなࡽࡀ
⩦⇍し࡚ࠊ࣡࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡃ࠸ ࢺ࣮ࢩࢡ࣮
記ධࠊࡏࡉ㸯㸳ᅇの講⩏ᚋࠊࡌ⥛ࢆࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡
テ࢟スࢺし࡚⏝す࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿし࡚
 ࠋࡿ࠸
 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部のᚲಟ⛉目࡛あࡿ教職
⾲⌧ຊ₇⩦の教ᮦし࡚ࠊ授業ᢸᙜ⪅࡛㏻年⏝ྍ
⬟な教ᮦࢆసᡂしࠋ࣡ࡓ ༶ࡶし࡚ࢺ࣮ࢩࢡ࣮
記ධしなࡽࡀ⏝すࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿᵓᡂな࡚ࡗ
 ࠋࡿ࠸

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯ 
・大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ 学ᰯ教育デ᩿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
・大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ ಶ人ホ౯ 
 
 
 
 
 

 
ᖹᡂ㸯㸵年度
㹼ᖹᡂ㸰㸳年
度 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ㸯㸵年度
㹼ᖹᡂ㸰㸳年
度 
 
 
 

 
大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯおࠊࡣ࡚࠸ẖ年㸲ᅇ
学ᰯࠊ࡚ࡅศ㇟ಖㆤ⪅ᑐ㇟ඣ❺ᑐࠊ࡚ࡗࡓࢃ
教育デ᩿ࢆᐇし࡚ࠋࡿ࠸おࡑࡼ㸱㸮㡯目の㉁ၥ
㡯ᑐし࡚ࠊマ࣮ࢺ࣮ࢩࢡᘧ࡛ᅇ⟅しࡑࠊののせ
ᮃ➼ࢆ記㏙ᘧ࡛ᅇ⟅すࠋࡿ⤖ᯝࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡣお
ࡿࡁ㜀ぴ࡛ࡀ⪅ಖㆤ授業ཧほࠊࢀࡉබ㛤࡚࠸
ࠊ❺ඣࠊ࡚࠸おの⤖ᯝࡑࠋࡿࢀࡉࡶ子࠺ࡼ
ಖㆤ⪅ࠊࡶẖ年度高࠸ホ౯ࢆᚓ࡚ࠋࡿ࠸ 
 
大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯおࠊࡣ࡚࠸ẖ年度㸲
᭶ಶ人目ᶆࢆタᐃしࠊ㸱᭶⟶⌮職㠃ㄯࢆ⤒࡚ಶ
人ホ౯ࡇࠋࡿࡅཷࢆの⤖ᯝࡣ⤥ᫎࠋࡿࢀࡉ 
࠸高ࠊᚓ࡚ࢆẖ年度高ᚓⅬࠊ࡚࠸おのಶ人ホ౯ࡇ
ホ౯ࢆᚓ࡚ࠋࡿ࠸ 
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・ዉⰋ学ᅬ大学おࡿࡅ学⏕の授業ホ౯ 
 
 
 
 
 
 
 
・ዉⰋ学ᅬ大学おࡿࡅ学⏕の授業ホ౯ 

ᖹᡂ㸰㸵年度 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ㸰㸶年度 
 

人間教育ᐇ㊶ຊ㛤Ⓨ₇⩦࡛ࠊࡣ教師し࡚ồࢀࡽࡵ
学ᰯࠊし࡚のᑐᛂຊ教育⌧ሙの⌧௦ⓗㄢ㢟ࠊࡿ
安マࣉࢵのព⩏ࡸ授業ᵓᡂ㛵すࡿ授業ࡗ⾜ࢆ
教ဨの㈨ࠊのᒎᮃし࡚のᑗ᮶教ဨࠊ࡛ࡇࡓ
㉁⬟ຊ㛵し࡚ලయⓗ学ࡓࡁ࡛ࡀࡇࡪ高ホ
౯ࢆᚓ࡚ࠊ௨ᚋẖ年ࠊ学ᰯ安マࣉࢵの授業ࡾྲྀ
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌
 
教育ᐇ⩦๓ᚋᣦᑟ࡛ࠊࡣ学ᰯ㐠Ⴀࠊ学⣭⤒Ⴀࠊ
教ᐊᥖ♧࡚࠸ࡘ࠺の講⩏ࢆᢸᙜしࡣ࡛ࡇࡑࠋࡓ
ồࡿࢀࡽࡵ教師のጼࡸ学ᰯの⤌⧊し࡚のጼࠊ⤌⧊
ຊ㛵し࡚ලయⓗ学ࠊࡓࡁ࡛ࡀࡇࡪ高ホ౯ࢆ
ᚓࠋࡓ 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯 
・大㜰教育大学教育ᐇ⩦⏕ᣦᑟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᖹᡂ㸯㸵年度
㹼ᖹᡂ㸰㸳年
度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯおࠊࡣ࡚࠸ẖ年度㸷
᭶ᇶ本ᐇ⩦⏕おࡑࡼ㸳㸮ྡࠊ㸯㸯᭶ేಟᐇ⩦⏕
おࡑࡼ㸳㸮ྡࡅཷࢆධࠊࢀᣦᑟᙜࠋࡿ࠸࡚ࡗࡓ 
ᖹᡂ㸯㸵年度かࡽ㸰㸮年度おࡣ࡚࠸ᅗ⏬ᕤస⛉
任し࡚ࠊ特美⾡⛉の学⏕ࡅཷࢆධࠊࢀ授業ᐇ
ࡲࠋࡓࡗࡓᙜάᣦᑟ➼のᣦᑟ⏕ࠊᣦᑟసᡂࠊ㊶
学ᰯ安ࡣ࡚࠸お㸰㸱年度ࠊᖹᡂ㸰㸰年度ࠊࡓ
任し࡚ࠊ教育ᐇ⩦⏕ࢆᑐ㇟しࡓ安講ヰࢆ⾜
の⤒㦂ࡵࡓのࡁࡓࡗな教師ࠊᑗ᮶ࠊࡶ࠺
ࠋࡓᣦᑟしࢆཧ加ࠊᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎のぢ学ࠊし࡚
し教⏕ᣦᑟ部㛗ࠊࡣ࡚࠸おᖹᡂ㸰㸳年度ࠊࡓࡲ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡗࡓᙜㄯ┦ࠊ教育ᐇ⩦⏕のᣦᑟࠊ࡚
 

・ி㒔ᗓ教育ጤဨ㸸安ᣦᑟ⪅研ಟ༡部大講
師 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸰年㸶
᭶ 
 
 
 
 
 

ி㒔ᗓ教育ጤဨദのࠊ安ᣦᑟ⪅研ಟ࡛ࠕࠊ学
ᰯ安安教育ࠖࢺࢱ࠺࠸ル࡛ࠊ学ᰯ安⟶
ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆ講₇ࡿ㛵す安教育ࠊ⌮
学ᰯ安ࠊࡀࡇࡿࡏࡉୖྥࢆ教職ဨの安ព㆑ࠊ
ࡘな࠺࠸ࡿࡀෆᐜ࡛ヰしࠋࡓி㒔ᗓୗ༡部の
教ဨ⣙㸯㸮㸮ྡࡀཧ加しࠋࡓ 
 

・ி㒔ᗓ教育ጤဨ㸸安ᣦᑟ⪅研ಟ部大講
師 
 
 

ᖹᡂ㸰㸰年㸶
᭶ 
 
 

ୖ記ࠊ༡部大の㸱᪥ᚋࠊ部大おྠࠊ࡚࠸
ᵝの講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆி㒔ᗓୗ部の教職ဨᙺ㸯㸮㸮
 ࠋࡓཧ加しࡀྡ
 

・Ᏺ口ᕷ教育ጤဨ㸸Ᏺ口ᕷ安ᣦᑟ⪅研ಟ講師 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸰年㸶
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 

安教育⌮⟶の 㹼安ࡶᚲせな学ᰯ安ࠕ
㹼ࠖࢺࢱ࠺࠸ル࡛ࠊᏲ口ᕷの安ᣦᑟ⪅研ಟࢆ
ᑐ㇟ࠊ講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆᏲ口ᕷ教育ጤဨの౫㢗࡛ࠊ
๓年度ᘬࡁ⥆ࡁ㛤ദࡓࢀࡉ研ಟ࡛あࠋࡿ๓年度
のෆᐜ加ࠊ࠼大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯඣ❺ẅ
യ௳のᴫせࢆఏࡇࡑࠊ࠼かࡽ教訓し࡚ྲྀࡾධࢀ
特ࠊෆᐜࡿ ID カ࣮ࢻのᙺ࡚࠸ࡘᙉㄪすࡿෆ
ᐜしࠋࡓ 
 

・㇏中ᕷ❧༡ᱜሯᑠ学ᰯ༊㸸ኟᮇ研ಟ講師 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸰年㸶
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 

㇏中ᕷ❧༡ᱜሯᑠ学ᰯ༊の教ဨኟᮇ研ಟお࠸
安教⌮⟶の 㹼安ࡶᚲせな学ᰯ安ࠕࠊ࡚
育㹼ࠖࢺࢱ࠺࠸ル࡛ࠊ講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ๓年度ࡣ
ᙜᰯのࡳの教ဨ研ಟࠊࡀࡓࡗࡔ๓年の講₇ෆᐜか
なࡇࡿཧ加すࡶ中学ᰯ中学ᰯ༊のᑠ学ᰯࠊࡽ
ᑠࠋࡓࡗ⾜㇟ᑐࢆᑠ学ᰯ・一中学ᰯの教ဨ୕ࠊࡾ
中学ᰯの教ဨࡀΰᅾすࡶࡇࡿあࠊࡾ特東᪥本大
㟈⅏おࠕࡿࡅ㔩▼のወ㊧ ࠊࡆୖࡾし࡚ྲྀ㈨ᩱࠖࢆ
ᑠ中学ᰯの㐃ᦠの㔜せᛶࢆ⤂介しࠋࡓ 
 

・⩚᭥野ᕷ❧ྂᕷ༡ᑠ学ᰯ㸸ኟᮇ研ಟ講師 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸰年㸶
᭶ 
 
 
 
 
 
 

安教育⌮⟶の 㹼安ࡶᚲせな学ᰯ安ࠕ
㹼ࠖࢺࢱ࠺࠸ル࡛ࠊ⩚᭥野ᕷ❧ྂᕷ༡ᑠ学ᰯኟ
ᮇ研ಟおࠊ࡚࠸講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ安⟶⌮お࠸
の大ษࢻIDカ࣮ࠊ教職ဨの安ព㆑のྥୖࠊࡣ࡚
大㜰ࠊࡣ࡚࠸ࡘ安教育ࠊヰし࡚࠸ࡘពࡸࡉ
教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ࡛ᐇ㊶し࡚ࡿ࠸授業ࡘ
 ࠋࡓ介し⤂࡚࠸
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・᪥本ᦆಖ༠㸸㜵⅏ࢡࢵࢲᗙㄯࣜࢿࣃスࢺ 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸰年㸯
㸮᭶ 
 
 
 
 
 

᪥本ᦆಖ༠ദの㜵⅏ࢡࢵࢲᗙㄯおࠊ࡚࠸⚄
ᡞᕷᾘ㜵ᒁ安ᢸᙜ⪅ࠊி㒔大学教授ࢿࣃࡶ
ࣜスࠊࡵົࢆࢺ安⟶⌮安教育㛵すࡿᗙㄯ
安特ࠊ安教育の授業ෆᐜࡣ࡛⾲Ⓨࠋࡓࡗ⾜ࢆ
マࣉࢵの授業࡚࠸ࡘ⤂介しࠊࡣ⾗⫈ࠋࡓ⌧職教師ࠊ
㆙ᐹࠊᾘ㜵㛵ಀࠊ一⯡ᕷẸ࡛あࠋࡓࡗ 
 

・大㜰教育大学㝃ᒓụ田中学ᰯ㸸安研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸰年㸯
㸰᭶ 
 

㝃ᒓụ田中学ᰯ࡛ࠊࡽࡀなࡾあスෆࣃャン࢟ࡌྠ
なか࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ⦏教職ဨᑐ㇟のᑂ⪅ᑐᛂ訓ࠊࡣ
ࢆㄯ┦ᙜの教ົ任ࡓ៧៖しࢆࡇのࡑࠋࡓࡗ
⩏ᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎のពࠋࡓ࠸し࡚㉱講師ࠊࡅཷ
᪉ἲࢆᥦしࠊᐇ㝿訓⦎ࠊ࠸⾜ࢆᚋ講ホࡗ⾜ࢆ
 ࠋࡓ
 

・ᐑᓮ┴教育ᗇ㸸ᐑᓮ┴学ᰯ安研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸱年㸳
᭶ 
 

㸷㸮ศࠊル࡛ࢺࢱ࠺࠸安教育ࠖ学ᰯ安ࠕ
の講₇ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆ大㜰教育大学㝃ᒓụ田
ᑠ学ᰯ࡛⾜ࠊࡿ࠸࡚ࡗ教職ဨᑐ㇟ᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎の
ᫎീࢆ㈨ᩱし࡚⏝しࠊ訓⦎ࡿࡼ次ⓗなຠᯝ
ヰし࡚࠸ࡘ教職ဨの安ព㆑のྥୖࠊし࡚の
ᐑᓮ┴ୗの安ᢸᙜ教職ဨᙺ㸰㸮ࠊࡣ本研ಟࠋࡓ
㸮ྡࡀཧ加しࠊࡓࡲࠋࡓ本講₇ࡣ㛵西テࣞྠࡀࣅ
⾜ྲྀᮦࠊ࠸⾜ࢆᚋ᪥ࠊ一部ࡀᨺᫎࠋࡓࢀࡉ 
 

・㇏中ᕷ❧➨㸳中学ᰯ㸸安研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸱年㸶
᭶ 
 
 

㇏中ᕷ❧➨㸳中学ᰯおࠊ࡚࠸ᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎のࢥ
の㹼ࡶᚲせな学ᰯ安ࠕ講₇ࡧཬࠊࢺ࣮ࢿࢹ࣮
学ᰯ安安教育㹼ࠖࠋࡓࡗ⾜ࢆ中学ᰯおࡿࡅ
訓⦎ࠊࡣ࡚࠸ࡘᑠ学ᰯࡣ㐪ࡓࡗពࠊ᪉ἲࢆᣢ
し࣒チ࣮ࡣࡎࡲࠋ࠺㐪ࡶ教職ဨのព㆑ࠊࡓࡲࠋࡘ
࡚学ᰯ安ࡴ⤌ࡾྲྀᚲせᛶ࡚࠸ࡘ㏙ࠋࡓ 
 

・Ᏺ口ᕷ❧Ლ中学ᰯ༊㸸安研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸱年㸶
᭶ 
 

ኟᮇఇ業中ࡓࢀࢃ⾜教職ဨの研ಟ࡛ࠊᏲ口ᕷ❧
Ლ中学ᰯ༊のᲚ中学ᰯࠊᲚᑠ学ᰯࠊ⸨田ᑠ学ᰯࠊ㸱
ᰯの教職ဨဨࡀཧ加しࡓ研ಟ࡛ࠊ講師ࠊࡵົࢆ
㸷㸮ศの講₇ࠕࠋࡓࡗ⾜ࢆ学ᰯ安ᚲせなࡶの㹼
学ᰯ安安教育㹼ࠖࢺࢱ࠺࠸ル࡛⾜ࠊ࠸㝃
ᒓụ田ᑠ学ᰯ௳ࡸ㜰⚄・ῐ㊰大㟈⅏ࢆ㢟ᮦࠊ教
訓かࡽ学ࡇࡪのᚲせᛶࢆㄝࠋࡓ࠸ 
 

・❳⋤⏫教育ጤဨ㸸教職ဨኟᮇ研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸱年㸶
᭶ 
 

㈡┴の❳⋤⏫教育ጤဨࡀദすࠊࡿ教職ဨኟᮇ
研ಟおࠊ࡚࠸安研ಟの講師ࠋࡓࡵົࢆ❳⋤⏫
の教職ဨࠊ⣙㸳㸮ྡࡀ㞟ࠕࠋࡓࡗࡲ学ᰯ安安
教育ࠖࢺࢱ࠺࠸ル࡛講₇ࠊ࠸⾜ࢆⅆ⅏・ᆅ㟈⅏
ᐖ・㏻安・Ỉ㞴⅏ᐖ・㜵≢のྛカテ࣮ࣜࢦお
すࡰཬࡀ安教育ࠊ介し⤂ࢆ安教育のᐇ㊶ࡿࡅ
ඣ❺のᙳ㡪࡚࠸ࡘヰしࠋࡓ 
 

・Ᏺ口ᕷ教育ጤဨ㸸安ᣦᑟ⪅講⩦講師 
 

ᖹᡂ㸰㸱年㸶
᭶ 
 

Ᏺ口ᕷ教育ጤဨദの安ᣦᑟ⪅研ಟの講師
ࡈ年度ࠋࡿな㸱年目ࠊࡃ⥆ࡽᖹᡂ㸰㸯年度かࠊࡣ
ẖ年研ಟࠊࡾお࡚ࡗࢃኚࡀ⪅の安ᢸᙜᰯྛ
ࠋࡓࡗあࡶ研ಟ࡛ࡓᐇឤしࢆのᚲせᛶࡇࡃ㛤ࢆ
本研ಟ࡛ࠊࡣ年ࠊ大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ
の教職ဨᑐ㇟ᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎のࢹࣅオࢆ㢟ᮦし
࡚⏝しࠊ訓⦎のᚲせᛶ㸰次ⓗなຠᯝ（教職ဨの
安ព㆑のྥୖ）࡚࠸ࡘ㏙࠺ࡼࡿし࡚ࠋࡿ࠸ 
 

・❳⋤⏫教育ጤဨ㸸❳⋤⏫ᰯ㛗教㢌講師 
 

ᖹᡂ㸰㸱年㸶
᭶ 
 

本研ಟࠊࡣ❳⋤⏫のᰯ㛗ࠊ教㢌࡛あࠊࡵࡓࡿ学
ᰯ安かかࡿࢃ㝿の⟶⌮職のᙺ࡚࠸ࡘෆᐜ
⟶㹼࡚࠸ࡘᛶ࣮ࢲ学ᰯ安の࣮ࣜࠕࠋࡓᵓᡂしࢆ
⌮職のᙺ㹼ࠖࢺࢱ࠺࠸ル࡛講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆᚑ
ᵓᡂࡅ職ྥ⌮⟶ࢆෆᐜࡓ講₇し࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡗ
しࠊᑂ⪅ᑐᛂの⟶⌮職のᙺࠊࡸIDカ࣮ࢆࢻᚭ
ᗏすࡇࡿのᚲせᛶࠊ教職ဨの安ព㆑ࡏࡉୖྥࢆ
 ࠋࡓᥦし࡚࠸ࡘ᪉ἲのᚲせᛶࡇࡃ࠸࡚
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・㇏中ᕷ❧ᱜሯᑠ学ᰯ༊㸸㸱ᰯྜྠ研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸱年㸶
᭶ 
 

年ࠊ㇏中ᕷ❧༡ᱜሯᑠ学ᰯ࡛㛤ദし࡚ࡿ࠸ኟᮇ研
ಟࢆᣑ大しᰯྠࠊ༊の㇏中ᕷ❧➨㸱中学ᰯࠊᱜሯ
ᑠ学ᰯࠊ༡ᱜሯᑠ学ᰯの㸱ᰯྜྠ࡛㛤かࡓࢀ研ಟ
ࢆのࡕࡓ子౪ࠕࠋࡓཧ加しࡀ㸯㸮㸮ྡࡑࡼおࠊ࡛
Ᏺࡵࡓࡿᚲせなࡇ㹼学ᰯ安タഛ安教育
㹼ࠖ㢟しࠊお金ࡀかかࡽなࠊ࡛࠸ぢⴠし࡚ࡿ࠸
学ᰯ安ࠊ࡚࠸ࡘ安教育㛵し࡚ࠊࡣ東᪥本
大㟈⅏ࢆ㢟ᮦヰしࠊマンࣜࢿしな࠸㑊㞴訓⦎
 ࠋࡓヰし࡚࠸ࡘ
 

・大㜰教育大学㝃ᒓụ田中学ᰯ㸸ᰯෆ研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸱年㸯
㸰᭶ 
 

ᖹᡂ㸰㸰年度ᘬࠊࡁ⥆ࡁ㸰年目の研ಟ࡛あࠋࡿ
ึ年度࡚ࡵึࡣのᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎࡛あࠊࡾᡞᝨࡀ࠸
教職ဨのࠊ࡚ࡗあ㸰度目ࠊࡀࡓࢀࡽࡳࡀなᵝ子ࡕ
安ព㆑ࡀ㣕㌍ⓗୖྥしࠊ✚ᴟⓗ研ಟཧ加
し࡚ࡿ࠸ᵝ子ࡀఛࠋࡓ࠼訓⦎ᚋࠊ訓⦎のࡾ㏉ࢆࡾ
ᣦᑟຓゝしࠋࡓᙜᰯࠊࡓࡲࡣᅇの訓⦎のᵝ子ࣅࢆ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡾ㏉ࡾෆ研ಟ࡛ᰯᚋࠊオᙳしࢹ
 

・大㜰教育大学࣓ンࢱルࢭࢺ࣮࣏ࢧン࣮ࢱ㸸講₇ 
 

ᖹᡂ㸰㸲年㸰
᭶ 
 

大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ௳ᚋࠊඣ❺の࣓ン
大㜰教育大学࣓ࠊࡓࢀࡉ⨨し࡚タ目ⓗࢆࢣルࢱ
ンࢱルࢭࢺ࣮࣏ࢧンࡀ࣮ࢱ㛤ദしࡓ学ᰯ安࢛ࣇ
大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯのࠊ࡚࠸お࣒࣮ࣛ
安教育のᐇ㊶ෆᐜのࠊ介⤂ࡿ㛵すࠖ⛉安ࠕ
⤂介ࠊ学ᰯ安㛵すࡿ講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆᅜかࡽ⣙
㸰㸮㸮ྡのཧ加⪅ࡀあࠋࡓࡗ 
 

・㇏中ᕷ教育ጤဨ㸸⟶⌮職研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸲年㸰
᭶ 
 

㇏中ᕷ教育ጤဨࡀദすࡿ⟶⌮職研ಟ࡛ࠊᖹᡂ
㸰㸲年度おࡣ࡚࠸学ᰯ安㛵すࡿ研ಟࢆィ
࠸㇟ᑐࡀ職⌮⟶ࠋࡿの࡛あࡶࡓࢀࡉᐇࠊࢀࡉ⏬
のࡶ職ᑐ㇟の⌮⟶ࢆの講₇ෆᐜ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡛ࡇ࠺
࣮࣡ࠊࡾあࡶദ⪅ഃのせᮃࠊࡓࡲࠋࡓᵓᡂし
ࠊࡣ࡛ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠋࡓࢀධࡾྲྀࡶࣉࢵࣙࢩࢡ
ᑂ⪅ᑐᛂの࠺ࡼ教職ဨືࢆかすかࠊのࡼ
ෆᐜ࡛࠺࠸かࡿす࠸Ⓨࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲな࣮ࣜ࠺
 ࠋࡓࡗ⾜
 

・ᓁ⏫❧ᓁ中学ᰯ㸸ኟᮇ研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸲年㸳
᭶ 
 

ᓁ中学ᰯおࡿࡅ本研ಟࠊࡣᙉࡃ記᠈ṧࡶࡿの
࡛あࡎࡲࠋࡓࡗ教職ဨの安ព㆑ࡀ㠀ᖖ高ࡑࠊࡃ
ࡿの࡛あࡶࡿࡃࡽ安ᢸᙜ⪅の⇕ᚰなጼໃかࡣࢀ
⦏ᑂ⪅ᑐᛂ訓ࡓࢀࢃ⾜ᙜ᪥ᐇ㝿ࠋࡓࢀࡉ᥎ᐹ
ࡅࢆ教職ဨྠኈ࡛ኌࠊ࠸᭷ຠࢆ㜵ⅆᡬࠊࡣ࡛
ࠊ࠺࠸ࡃ࠸㝈ᐃし࡚ࢆᑂ⪅のᒃሙᡤࡽࡀな࠸ྜ
大ኚᕤ夫ࡶࡓࢀࡉの࡛あࠋࡓࡗ一人の教ဨの⇕ពࡸ
࠼ఛࡀᵝ子ࡿ࠸స⏝し࡚ࡃࡲ࠺ࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ
 ࠋࡓ

・ᐑᓮ┴教育ᗇ㸸ᐑᓮ┴学ᰯ安研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸲年㸳
᭶ 
 

ᖹᡂ㸰㸱年度ᘬࠊࡁ⥆ࡁ㸰年目のᐑᓮ┴࡛の講₇
一任⪅講₇ࡣ࡚࠸ࡘෆᐜࠊࡣ๓年度ࠋࡓࡗな
ࡶの࡚࠸ࡘᆅ㟈⅏ᐖࠊࡣᙜ年度の講₇ࠊࡀࡓࢀࡉ
のࡶの࡚ࡅ࠺ࢆ東᪥本大㟈⅏ࠋࡓࡗあࡀせㄳ࠺࠸
࠸ࡘ⦏㹼㑊㞴訓ࡪ学㔩▼のወ㊧ࠕࠋࡿࢀࢃᛮ
࡚の⪃㹼ࠖ㢟しࠊఇࡳ間㑊㞴訓⦎ࢆすࡇࡿ
 ࠋࡓヰし࡚࠸ࡘの㔜せᛶな
 

・大㜰教育大学㸸ࠕ学ᰯ安の᪥ࠖ業講師 
 

ᖹᡂ㸰㸲年㸴
᭶ 
 

大㜰教育大学᯽原࢟ャンࣃスおࠊ࡚࠸学部⏕ࠊཬ
సࢆ安な学ᰯࠕࠊ㇟ᑐࢆ㸰㸮㸮ྡࠊ⏕大学㝔ࡧ
ࡵࡓࡿな教師ࡿ ࡗ⾜ࢆル࡛講₇ࢺࢱ࠺࠸ࠖ
᪉ࡿᏲࢆࡕࡓ子౪ࠊのࡁࡓࡗな教師ࠊᑗ᮶ࠋࡓ
ἲព࡚࠸ࡘヰしࡇࠋࡓの講₇ࠊࡣᮅ᪥ࠊㄞࠊ
ẖ᪥᪂⪺のྲྀᮦࠊࡅཷࢆᚋ᪥ྛ⣬ᥖ載ࠋࡓࢀࡉ 
 

人間－117



・Ᏺ口ᕷ教育ጤဨ㸸ᗂ⛶ᅬ㛗研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸲年㸵
᭶ 
 

Ᏺ口ᕷのᗂ⛶ᅬ㛗ࢆᑐ㇟ࠕࠊ子ࡕࡓࡶのࢆᏲ
ࡗ⾜ࢆル࡛㸷㸮ศの講₇ࢺࢱ࠺࠸ࠖࡵࡓࡿ
ᗂࠊࡆୖࡾし࡚ྲྀ㢟ᮦࢆ㏻安ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓ
⛶ᅬかࡽᑠ学ᰯࡓࡗࡀୖの㏻ᨾのቑ加
㛵すࡿ㈨ᩱࢆ♧しࠊᗂ⛶ᅬඣᑐすࡿ安教育のᚲ
せᛶ᪉ἲ࡚࠸ࡘヰしࠋࡓ 
 

・Ᏺ口ᕷ❧八㞼中学ᰯ㸸安教育授業・講₇ 
 

ᖹᡂ㸰㸲年㸯
㸰᭶ 
 

Ᏺ口ᕷ❧八㞼中学ᰯおࠊ࡚࠸㸳ᰯ中学ᰯ㸯年
⏕かࡽ㸱年⏕ࢆᑐ㇟ࠊయ育㤋࡛の大ษࢆࡉᐇឤ
すࡿ授業し࡚ࠊ東᪥本大㟈⅏ࢆ教ᮦすࡿ授業ࢆ
ࡓࡶ子ࠕࠊ㇟ᑐࢆ教職ဨࠊのᚋࡑࡓࡲࠋࡓࡗ⾜
ࢆ㸷㸮ศの講₇ࠊ㢟しࠖࡇ࠺࠸ࡿᏲࢆのࡕ
㔩ࠕࠊ࡚ࡵྵࡶࡾ㏉ࡾ授業のࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ⾜
▼のወ㊧࡚ࠖ࠸ࡘ⤂介しࠊ教訓かࡽ学ࡁࡪෆᐜ
 ࠋࡓヰし࡚࠸ࡘ
 

・岡山┴ഛ๓ᕷ❧୕▼ᑠ学ᰯ㸸㹎㹒㸿人ᶒ教育ᑠ中
ྜྠ研ಟ講師 
 
 

ᖹᡂ㸰㸳年㸴
᭶ 
 

ഛ๓ᕷ❧୕▼ᑠ学ᰯおࠊ࡚࠸༗๓の人ᶒ教育ཧほ
࡛➨㸲学年おࢀ⁒ࠕࠊ࡚࠸かࡓࡅጒࠖࠊ࠺࠸
సᐙの⮬ఏⓗసရࢆ㢟ᮦしࡓ安教育（Ỉ㞴⅏
ᐖ）の授業ࠊ࠸⾜ࢆ༗ᚋかࡽ㹎㹒㸿人ᶒ教育ᑠ中ྜ
ྠ研ಟ࡛ࠕࠊࢆ大ษすࡿ教育ࠖ㢟しࠊ安
教育学ᰯ安㛵し࡚ࠊ教ဨ・ಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟㸷
㸮ศの講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

・㇏中ᕷ❧༡ᱜሯᑠ学ᰯ㸸安研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸳年㸶
᭶ 
 
 

ᙜᰯ࡛の安研ಟ講師ࠊࡣ㸳年⥆࡚ࡅのࡶの࡛あ
ࠊ࡚࠸お中ᕷ❧༡ᱜሯᑠ学ᰯの安研ಟ㇏ࠋࡿ
ᙜᰯのᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎のࠊࢺ࣮ࢿࢹ࣮ࢥཬࡧᣦᑟ
ຓゝࠕࠊࡶ࠺⾜ࢆ子ࡕࡓࡶのࢆᏲࡵࡓࡿ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᑐし࡚㸷㸮ศの講₇教職ဨࠊ㢟しࠖ
ᙜᰯ࡛ࠊࡣ㸱年間の安研ಟ࡛教職ဨの安ព㆑ࡶ
ྥୖしࠊဨࡀ ID カ࣮࠺ࡼࡿࡅ╔ࢆࢻなࡓࡗ
 ࠋࡓࡗあࡀのおヰࡽ㛗ඛ⏕かᰯࠊ࠺࠸
 

・Ⲉ木ᕷ❧✑✚ᑠ学ᰯ㸸安研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸳年㸶
᭶ 
 

Ⲉ木ᕷ❧✑✚ᑠ学ᰯの安研ಟおࠕࠊ࡚࠸子
ᑐし࡚教職ဨࠊ㢟しࠖࡵࡓࡿᏲࢆのࡕࡓࡶ
㸷㸮ศの講₇ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆ大㜰教育大学㝃
ᒓụ田ᑠ学ᰯおࡿࡅᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎の⤂介ࠊ
⟇ලయⓗな安ᑐࠊ介し⤂ࢆ㊶安⛉ࠖの授業ᐇࠕ
 ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘ
 

・Ᏺ口ᕷ❧八㞼中学ᰯ㸸安教育授業・講₇ 
 

ᖹᡂ㸰㸳年㸯
㸰᭶ 
 

Ᏺ口ᕷ❧八㞼中学ᰯおࠊ࡚࠸๓年度ᘬࠊࡁ⥆ࡁ
㸳ᰯ中学ᰯ㸯年⏕かࡽ㸱年⏕ࢆᑐ㇟ࠊయ育㤋
࡛の大ษࢆࡉᐇឤすࡿ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆᙜ᪥ࠊࡣ
ᰯ⏕ᚐࡿࡼᆅ㟈⅏ᐖの㑊㞴訓⦎ࠊࢀࢃ⾜ࡶぢ学ࢆ
しࠋࡓ授業ෆᐜࠕࠊࡣ㹑㹫㹧㹪㹣 㹑㹡㹦㹭㹭㹪㹼
ࢆࡵࡌ࠸ࠊࡾ㹼࡛ࠖあ࠺ࡼ࠼⪄࡚࠸ࡘࡵࡌ࠸
㢟ᮦしࡓ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ授業ᚋࠊ教職ဨࢆᑐ㇟ࠊ
 ࠋࡓࡗ⾜㸷㸮ศࢆ講₇ࡿ㛵すࡵࡌ࠸
 

・Ᏺ口ᕷ教育研究 ⏕ά・⥲ྜ部㸸ᣦᑟຓゝ 
 

ᖹᡂ㸰㸳年㸯
㸰᭶ 
 

Ᏺ口ᕷ教育研究⏕ά・⥲ྜ部おࠊ࡚࠸ᙜ研究
のᢸᙜ⪅ࡿࡼᆅ㟈⅏ᐖの安教育の授業ࢆཧ
ほしࡑࠊのᣦᑟຓゝࢀࡇࠕࠊࡶ࠺⾜ࢆかࡽの
学ᰯ安安教育ࠖ㢟しࠊ㸴㸮ศの講₇ࡗ⾜ࢆ
教ࠊࡵ⤡ࢆᢸᙜ⪅の授業ᐇ㊶のෆᐜࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓ
⛉教育安教育の㢮ఝⅬ┦㐪Ⅼ࡚࠸ࡘヰし,
ඣ❺࡚ࡗ᭷ຠな安教育のᚲせᛶ࡚࠸ࡘヰ
しࠋࡓ 

・ᐷᒇᕝᕷ❧ᇼ⁁ᑠ学ᰯ㸸安研ಟ講師 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸴年㸴
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 

ᐷᒇᕝᕷ❧ᇼ⁁ᑠ学ᰯおࠊ࡚࠸㸳㸪㸴年⏕ࢆᑐ㇟
ࡘࡵࡌ࠸㹑㹫㹧㹪㹣 㹑㹡㹦㹭㹭㹪㹼ࠕࠊ
㹼࠺ࡼ࠼⪄࡚࠸ ࢆ授業ࡿ㛵す㢟し࡚安教育ࠖ
᭷ຠなࠖ安ࠕࠊࠗ㇟教職ဨᑐࠊඣ❺ୗᰯᚋࠊ࠸⾜
教育ࡣ 㹼大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学 安ࠕᰯ
ࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆ㸷㸮ศの講₇ࠊ㢟し㹼࠘ࢆࠖ⛉
安࡛安ᚰな学ᰯࠖࠕ࡚ࡗ❺ඣ本ᙜࠊࡣ࡛ࡇ
ࡳ⤌ࡾのྲྀ࡚࠸ࡘࡵࡌ࠸ࠊヰし࡚࠸ࡘఱかࡣ
のᚲせᛶ᪉ἲ࡚࠸ࡘヰしࠋࡓ 
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・ᓁ⏫❧ῐ㍯ᑠ学ᰯ㸸安研ಟ講師 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸴年㸶
᭶ 
 
 
 
 
 

本研ಟࠊࡣᖹᡂ㸰㸲年㸳᭶ࠊࡓࢀࢃ⾜ᓁ⏫❧ᓁ
中学ᰯの研ಟཧ加し࡚ࠊࡓ࠸ῐ㍯ᑠ学ᰯの安
ᢸᙜ⪅の౫㢗ࡶࡿࡼの࡛あࢀࡇࠕࠋࡓࡗかࡽの学
ᰯ安安教育ࠖࢺࢱ࠺࠸ル࡛ࠊ㸯㸰㸮ศの
講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ特大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ
௳のヲ⣽ࢆヰしࡇࡑࠊかࡽ教訓し࡚学ࡁࡪ
 ࠋࡓヰしࢆ
 

・㇏中ᕷ❧༡ᱜሯᑠ学ᰯ㸸安研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸴年㸶
᭶ 
 

ᖹᡂ㸰㸯年度かࠊࡃ⥆ࡽ༡ᱜሯᑠ学ᰯの㸴年目の研
ಟ講師࡛あࢀࡇࠕࠋࡿかࡽの学ᰯ安安教育ࠖ
学ࠊ特ࠋࡓࡗ⾜ࢆル࡛㸷㸮ศの講₇ࢺࢱ࠺࠸
⣭ᔂቯࠊࡓࡗ࠸ࡵࡌ࠸ࡸ教育の⌧௦ⓗㄢ㢟࠸ࡘ
࡚ヰしࠋࡓᙜᰯ࡛ࠊࡣ学ᰯ安ࡣ࡚࠸ࡘ㐣ཤ㸳年
間ヰし࡚ࠊࡵࡓࡓ࠸安ᑐすࡿព㆑ୖྥࡣしྲྀࠊ
❧一度࡛ࡇࡑࠋࡓࡗᵝ子࡛あࡿ࠸ᙉし࡚ࢆࡳ⤌ࡾ
安ࠕの࡚ࡗࡕࡓ子౪ࠊࡁࡓ࠼⪄࡚ࡗࡲṆࡕ
࡛安ᚰな学ᰯࠖࡵࡌ࠸ࡎࡲࠊࡣなࡀな࠸学ᰯ࡛
あࢆࡇࡃ࠸࡚࠼⪄ࢆࡇࡿ㐍ࠋࡓࡵ 
 

・ᐷᒇᕝᕷ❧➨㸵中学ᰯ༊࠸ࠕのࡕの教育 研ࠖಟ㸸
講師 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸴年㸶
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᐷᒇᕝᕷの➨㸵中学ᰯᰯ༊࡛あࠊࡿ➨㸵中学ᰯࠊ༡
ᑠ学ᰯࠊᇼ⁁ᑠ学ᰯの㸱ᰯྜྠ࡛㛤ദ࠸ࠕࠊࡓࢀࡉ
のࡕの教育ࠖ研ಟ࡛ࠊ㸯㸰㸮ศの講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
 し࡚の安教育㹼“Smile Schoolの教育ࡕの࠸ࠕ
“のᥦ㹼ࠖ㢟しࠊ大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ
ࡌ࠸Smile School㹼ࠗࠕ研究授業ࡓᐇ㊶し࡚࠸お
ࠊ㹼ࠖのᐇ㊶ෆᐜ࠺ࡼ࠼⪄࡚ࡅྥ࠘ᮍ᮶ࡵ
授業ᐇ㊶のඣ❺のᛂࢆ中ᚰし࡚ࡘࡵࡌ࠸ࠊ
 ࠋࡓヰし࡚࠸ࡘ᪉ἲ࠺ྜࡁྥࡀࡕࡓ子౪࡚࠸
 

・୕㒓⏫࣮ࢼ࣑ࢭࡾࢃࡲࡦ㸸講師 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸴年㸯
㸯᭶ 
 
 
 
 
 
 
 

⌧ᅾົすࡿዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部ࡀあࠊࡿዉ
Ⰻ┴⏕㥖㒆୕㒓⏫おࠊࡿࡅ一⯡ྥࡅの࡛࣮ࢼ࣑ࢭ
㸷㸮ศの講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆᙜ᪥୕ࠊࡣ㒓⏫の⏫㛗ࠊ教
育㛗ࠊᆅᇦのᑠ学ᰯᰯ㛗ࠊᕷẸࣛ࣎ンテᅋయࠊ
一⯡の⏫Ẹ➼ࠊᵝࠎな人ࡀཧ加しࠕࠋࡓ子౪ࡕࡓの
ࢆᏲࠕࡿ安・安ᚰࠖ㹼⏫大人のᙺ㹼ࠖ㢟
しࠊ௳ࡸᨾࠊ⅏ᐖのᐇࢆᣲࡆなࠊࡽࡀのࡼ
ᆅᇦの大ࠊ࠺࠸のかࡿᏲࢆのࡕࡓし࡚子౪࠺
人のᙺ࡚࠸ࡘヰしࠋࡓ 
 

・㇏中ᕷ❧㇏༡ᑠ学ᰯ㸸ึ任⪅研ಟᣦᑟຓゝ 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸴年㸯
㸯᭶ 
 
 
 
 

㇏中ᕷ❧㇏༡ᑠ学ᰯのึ任⪅教ဨのᰯࠊ ෆ研究授業
（ᅜㄒ・⟬ᩘ）の研究授業ࢆཧほしࠊ授業ᚋᣦᑟ
ຓゝࠋࡓࡗ⾜ࢆᙜヱ教ဨࡣ㸰年⏕ࢆᢸ任し࡚おࠊࡾ
特ࠊⓎ㐩ⓗㄢ㢟ࢆᣢࡓࡗඣ❺ࡿ࠸ࡀ学⣭おࡅ
⾜ࢆᣦᑟຓゝ࡚࠸ࡘ᪉ἲࠊ᪉ࡾ一ᩧ授業のあࠊࡿ
 ࠋࡓࡗ
 

・㇏中ᕷ❧㇏༡ᑠ学ᰯᰯෆ安研ಟ㸸講師 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸴年㸯
㸰᭶ 
 
 
 
 
 
 

ᙜᰯ࡛ࠊᰯ࡛ࡲࢀࡇࡣ ෆの安研ಟࡀࡇࡓࡗ⾜ࢆ
なࠊࡃ研ಟのあࡾ᪉ࠊᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎ࠊ࡚࠸ࡘ教
職ဨの安ព㆑のྥୖ࡚࠸ࡘの講₇౫㢗ࡗࡼ
ࡗ⾜ࢆ㸷㸮ศの講₇ᙜᰯ教ဨ⣙㸱㸮ྡࠋࡓࡗ⾜࡚
ࢆ大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ௳の教訓ࠋࡓ
ᣲࠊࡆඣ❺の安ࢆᏲࡵࡓࡿ学ᰯࠊ教職ဨࡾྲྀࡀ
 ࠋࡓヰし࡚࠸ࡘෆᐜࡁࡃ࠸࡛ࢇ⤌
 

・㇏中ᕷ❧㇏༡ᑠ学ᰯ 安教育授業 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸵年㸳
᭶ 
 
 
 

ᙜᰯおࠊ࡚࠸安教育のᶍ⠊授業ࢆᐇしࠊ研究
ㄪᰝࠋࡓࡗ⾜࡚ࡏࢃྜࢆ授業ෆᐜࠕࠊࡣ知ࡽな࠸人
授ࡿ㛵す≢㜵ࠊル࡛ࢺࢱ࠺࠸ࠖࡽࡓࡗあ࡛
業ࢆపࠊ中ࠊ高学年࡛⾜࠸ࠕࠋࡓࡗかのおすしࠖ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ授業ࡿ࠼⪄ࠊ࡚࠸ࡘ安ᶆㄒ࠺࠸
 

人間－119



・⋤ᑎ⏫࣮ࣜ࣋ルカࣞࢪࢵ㸸講₇ 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸵年㸶
᭶ 
 
 
 
 

ዉⰋ学ᅬ大学♫㐃ᦠࢭン࣮ࢱ⋤ᑎ⏫のඹྠ
ࠊ࡚࠸おࢪࢵルカ࣮ࣞ࣋ࣜ⏫ᑎ⋥ࠊࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡼ
ᆅᇦఫẸࡸ子ࢆᣢࡘಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟ࠕࠊ子ࡶの安
ࡿ࠼⪄ࢆ 㹼大人ᆅᇦのᙺ㹼 講₇ࡓ㢟しࠖ
ᡞᕷᑠ⚄ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 1ዪඣの㐃ࢀཤࡾ௳なࢆ
 ࠋࡓヰし࡚࠸ࡘࡉᆅᇦの大人の目の大ษࠊࡆᣲ
 

・ᅜᆅᇦ安㐠ື Ἠ大ὠ・忠岡安大㸸講₇ 
 
 

 

 

ᖹᡂ㸰㸵年㸯
㸮᭶ 
 
 
 
 
 

忠岡⏫ࢭࢡࢵࣅࢩン࣮ࢱおࠊ࡚࠸Ἠ大ὠ・忠岡⏫
のྜྠ安研ಟ࡛講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆᆅᇦఫẸࡀ㸰㸮
㸮ྡ㞟ࠕࠊࡾࡲ子ࡶの安ࡿ࠼⪄ࢆ 㹼大人
ᆅᇦのᙺ㹼 2004年のዉⰋᑠࠊし࡚ࠖ 1ዪඣẅ
ᐖ௳ࡇࠊࡸの年のኟⓎ⏕しࡓዉⰋ┴香Ⱚᕷのᑠ
㸴ዪඣ┘⚗௳ࢆᣲࠕࠊࡆ㸱ࡘのṚゅ （ࠖሙ・ᆅ
ᇦఫẸ・学ᰯ教育）࡚࠸ࡘᥦしࡓ 
 

・㸰㸮㸯㸳 なࡽ講ᗙ㸸講₇ 

 
 

ᖹᡂ㸰㸵年㸯
㸰᭶ 
 
 
 
 

年㛤ദࡿ࠸࡚ࢀࡉなࡽ講ᗙ࡛の講₇ࠋዉⰋ┴❧་
⛉大学࡛⾜ࠊࢀࢃᆅᇦఫẸࢆᑐ㇟ࠕࠊᆅᇦ㜵≢の
どⅬかࠖࡽ㢟し࡚講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆᆅᇦのⓏୗᰯぢ
Ᏺࡾ㝲なのࣛ࣎ンテάືࡣ高㱋⪅㢗ࡳな
ぢᏲࠊ༠ྠしࡀᆅᇦᨻ⾜ࠊᥦ♧しࢆᐇែࡿ࠸࡚ࡗ
 ࠋࡓᥦしࢆᚲせᛶࡿάᛶすࢆのάືなࡾ
 

・大㜰ᕷ❧ᇼ江ᑠ学ᰯ ༞業記ᛕ講₇ 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸶年㸰
᭶ 
 
 
 

大㜰ᕷ❧ᇼ江ᑠ学ᰯの㸴年⏕㸯㸮㸮ྡࢆᑐ㇟ࠊ
ࠊ㢟しなᕼᮃ㹼ࠖࡓ㸟᪂㹼中学ᰯ ࡧの学ࠕ
㸷㸮ศの授業講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㸱ࡘの㢟目ࢆタᐃしࠊ
࡚࠸ࡘࡾཤࢀ㐃ࠕ ࡚࠸ࡘࡵࡌ࠸ࠕࠖ 㑊㞴ࠕࠖ
訓⦎࡚ࠖ࠸ࡘヰしࠋࡓ 
 

・㇏中ᕷ❧㇏༡ᑠ学ᰯ教ဨ安研ಟ㸸講師 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸶年㸳
᭶ 
 
 
 
 
 

ẖ年⾜ࠊࡿ࠸࡚ࡗ㇏中ᕷ❧㇏༡ᑠ学ᰯの安研ಟの
講師㉱ࠋࡓ࠸ᅇࡣ教ဨࡀᐇ㝿ᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎
のࡶ࠺࠸࠺⾜ࢆぢ学し࡚ᣦᑟ講ホࢆࢀࡑࠊ࠸⾜ࢆ
ࠊࡽ職業ⓗᛶ᱁か࠺࠸教師ࠊࡶの中࡛ࡑࠋࡓࡗࡔ
㈐任ឤࢆᙉࡃᣢ࡚ࡗ᭷ᑐᛂし࠺ࡼすࠊࡀࡿ教
師のࡶ大ษな࡛あࢆࡇ࠺࠸ࡿᙉㄪしࠋࡓ 
 

・授業ຊ㸤学⣭࡙ࡾࡃ研究㸸Ⓨ⾲ 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸶年㸴
᭶ 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸶年㸲᭶ࠊ大㜰ᗓのᑠ学ᰯ教ဨࢆ中ᚰ
研究ࡾࡃ授業ຊ㸤学⣭࡙ࠕࡓし ࠋࡓࡆୖࡕ❧ࠖࢆ
の㐠Ⴀᦠࣞࣉ࣒࣮ࢿࠕࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗࢃ
ンの౯್ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㠀ゝㄒࡓ࠸⏝ࢆࢺ࣮ ࠖ
㢟し࡚ࠊ授業の中࡛ࢺ࣮ࣞࣉ࣒࣮ࢿ࠺のά⏝᪉ἲ
⾜࡛⪅㸳㸮ྡのཧ加ࠋࡓⓎ⾲し࡚࠸ࡘのຠᯝࡑ
 ࠋࡓࡗ
 

・ዉⰋ学ᅬᑠ学ᰯ㸸安教育授業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸶年㸴
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ዉⰋ学ᅬᑠ学ᰯのඣ❺ࢆᑐ㇟ࠊ安教育の授業
㇟ᑐࢆ⏕ᑠ学ᰯ㸯㸬㸰年ࠋࡓࡗ⾜࡚ࡅศ㸰᪥間ࢆ
㞟ᅋ࡛ࠊࡣ࡛ࠖ࠺ࡇࡆ࠺し࡚ࢇしࢇあࠕࡓࡗ⾜
Ⓩᰯすࡿࡼࡇࡿ㜵≢ୖのⅬ࡚࠸ࡘ⌮ゎ࡛
ࡇࠕࡓࡗ⾜㇟ᑐࢆ⏕㸱㸪㸲年ࠋࡓࡗ⾜ࢆ授業ࡿࡁ
ࡶの๓ẁ㝵ࣉࢵ安マࠊࡣ安㸽༴㝤㸽࡛ࠖࡣࡇ
㸳㸪㸴年ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㜵≢のどⅬᙧᡂの授業ࠊࡿ࠼࠸
⟇ᅜ❧教育ᨻࠊࡣ࡛ࠖࡧの学ࠕࡓࡗ⾜㇟ᑐࢆ⏕
研究ᡤのࡵࡌ࠸ࠕᐇែㄪᰝࠖの㈨ᩱࡌ࠸ࠊࡶࢆ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ授業ࡿ㛵すࡵ
 

・ዉⰋ学ᅬⓏ美ࣨୣ（ᗂ・ᑠ・中・高）㸸教職ဨ安
研ಟ 講₇ 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸶年㸴
᭶ 
 
 
 
 
 

ዉⰋ学ᅬⓏ美ࣨୣ࢟ャンࣃスのᗂ⛶ᅬかࡽ高➼学
ࢆ㸷㸮ศ間の講₇ࠊの教ဨᑐ㇟の研ಟ࡛࡛ࡲᰯ
๓職ࠊし学ᰯ安のព㆑ࠖࠕࡣルࢺࢱࠋࡓࡗ⾜
࡛あࡓࡗ大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯおࡿࡅ
௳の教訓ࠊࡶࢆ教職ဨのᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎の᪉ἲ
 ࠋࡓヰし࡚࠸ࡘ安教育なࠊࡓࡲࠊ⩏ពࡸ
 

人間－120



・教職ဨ⮬研ಟ業 大学・ᑓಟ学ᰯ➼オ࣮ࣉン
講ᗙ 講₇ 
 

ᖹᡂ㸰㸶年㸵
᭶ 
 

の学ࡽかࢀࡇࡿ࠼⪄ࡽ௳・ᨾ・⅏ᐖの教訓かࠕ
ᰯ安安教育ࠖ㢟しࠊ㸷㸮ศ間の講₇ࡗ⾜ࢆ
ࢆ安教育ࠊࡁ⨨ࢆⅬ↔௳ࡾཤࢀ㐃ࡃࠋࡓ
ᐇ㊶すࡿ㝿のどⅬの⨨ࡁ᪉࡚࠸ࡘヰしࠊࡓࡲࠋࡓ
年௦ู㜵≢の᪉ἲࠊ࡚࠸ࡘᗂ・ᑠ学ᰯప学年ࠊᑠ
学ᰯ中学年ࡑࠊし࡚ᑠ学ᰯ高学年・中学⏕ࠊ年௦
 ࠋࡓᥦし࡚ࡅࢃู
 

・චチ᭦᪂講⩦ 講師 
 

ᖹᡂ㸰㸶年㸶
᭶ 
 

ಖ・ᗂ⛶ᅬ教ㅍࢆᑐ㇟すࡿචチ᭦᪂講⩦࡛90ࠊ
ศの講⩏ࢆᢸᙜしࠕࠋࡓ子ࡶの育ࢆࡕ㋃ࡓ࠼ࡲಖ
育ෆᐜのᐇ࠺࠸ࠖࡿ࠼⪄ࢆテ࣮マ࡛⾜ࠕࠊ࠸⾲
⌧㡿ᇦ（美⾡）ࠖ おᅗ⏬ᕤస⛉教ᐊࠋࡓᢸᙜしࢆ
࡛ࣉル࣮ࢢࢆ授業ෆᐜࡿࡏࡉᐇࢆಖ育ෆᐜࠊ࡚࠸
⪃し࣏ࠊスࣙࢩࢵࢭ࣮ࢱン࡚ࡗ⾜ࢆᐇ㊶ࢆඹ᭷
すࡿάືࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

・୕㒓⏫❧ᑠ学ᰯ 2ᰯྜྠ研ಟ 講師 
 

ᖹᡂ㸰㸶年㸶
᭶ 
 

୕㒓⏫❧୕㒓ᑠ学ᰯ୕㒓ᑠ学ᰯࠊ࠺⾜࡛ྠྜࡀ
ྜྠᑂ⪅ධᑐ⟇訓⦎おࠊ࡚࠸訓⦎ᐇᚋの講
ホ講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ講₇࡛ࠊࡣ௳の教訓ᇶ࡙࠸
ࠊᰯ࡚࠸ࡘ⟇学ᰯ安ᑐࡓ 㛛のࣜࣗ࢟ࢭテࡸ࣮
IDカ࣮ࢻのពࠊ࡚࠸ࡘලయⓗᚲせな学ᰯ安
ᑐ⟇࡚࠸ࡘヰしࠋࡓ 
 

・᪥野⏫❧西大㊰ᑠ学ᰯ 安研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸶年㸶
᭶ 
 

᪥野⏫❧西大㊰ᑠ学ᰯおࡿࡅᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎の
ᣦᑟ講ホࢆおࡇなࡑࠊ࠸のᚋ講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ訓⦎ࡣ
ᆅ元㆙ᐹᐁࡀᑂ⪅ᙺなࠊࡾ⮫ሙឤあࡿࢀࡩ訓⦎
安学ᰯ安ࡪ学௳の教訓ࠕࡣ講₇࡛ࠋࡓࡗࡔ
教育ࠖ㢟しࠊ教ဨࡀព㆑すࡁ㸱ࡘのࠕṚゅࠖ
（ሙのṚゅࠊᆅ元ఫẸのṚゅࠊ学ᰯ教育のṚゅ）
 ࠋࡓヰし࡚࠸ࡘ
 

・大㜰ᗓ❧ᯛ᪉高➼学ᰯ ᶍᨃ授業 
 

ᖹᡂ㸰㸶年㸯
㸮᭶ 
 

高ᰯ㸰年⏕のࠊ教職㛵ᚰࡘࡶࢆ学⏕おࡑࡼ㸱㸮ྡ
㢟し࡚㸳㸮教師のᙺࠖࡕの࠸のࡶ子ࠕࠊ
ศ間のᶍᨃ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ௳ࢆ教訓し࡚学ᰯ安
ࡇࡃ࠸࡚࠼⪄ࢆの大ษࠊࡸࡉ学ᰯの安ࢆᏲࢁ
安教育ࠊヰし࡚࠸ࡘ教師のጼࡓࡁዧ㜚し࡚࠺
のᐇ㊶ࠊ࡚࠸ࡘ高ᰯ⏕ࠊ࠼⪄ࡀࡽ⮬ࡶពぢࢆ
ὶすࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ᪉ἲ࡛ᶍᨃ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

・⏥㈡ᕷ❧大原ᑠ学ᰯ安研ಟ講師 
 

ᖹᡂ㸰㸷年㸯
᭶ 
 
 

⏥㈡ᕷ❧大原ᑠ学ᰯの教ဨ安研ಟおࠊ࡚࠸
かࡿࡵすす࠺ࢆ㜵⅏教育ࠕ のࠖࢺࢱル࡛講₇ࢆ
おࡇな࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࡗの安教育のᐃࢭࡸオ࣮ࣜ
㜵⅏教育ࡓࡌᛂᆅᇦのᐇែࡸඣ❺⏕ᚐࠊぢ┤しࢆ
のᚲせᛶ࡚࠸ࡘヰしࡃࠋࡓ㑊㞴訓⦎のあࡾか
 ࠋࡓしヰ㢟࡚࠸ࡘ᭷ຠᛶࡓ
 

・ዉⰋ┴❧大Ᏹ㝀高➼学ᰯ ᶍᨃ授業 
 

ᖹᡂ㸰㸷年㸰
᭶ 
 

高ᰯ㸰年⏕のࠊ教職㛵ᚰࡘࡶࢆ学⏕ࢆᑐ㇟ࠕࠊ子
教師のᙺࡕの࠸のࡶ 㢟し࡚㸳㸮ศ間のᶍࠖ
ᨃ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ௳ࢆ教訓し࡚学ᰯ安࠼⪄ࢆ
ዧ㜚࠺ࢁᏲࢆ学ᰯの安ࠊࡸࡉの大ษࡇࡃ࠸࡚
し࡚ࡓࡁ教師のጼ࡚࠸ࡘヰしࠊ安教育のᐇ㊶
ࠊ࡚࠸ࡘ高ᰯ⏕ࠊ࠼⪄ࡀࡽ⮬ࡶពぢࢆὶすࡿ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ᪉ἲ࡛ᶍᨃ授業ࡿࡁ࡛ࡀࡇ
 

・⇃本┴┈ᇛ⏫❧広安西ᑠ学ᰯ PTAᑐ㇟ 講₇ 
 

ᖹᡂ㸰㸷年㸲

᭶ 
 

⇃本ᆅ㟈ࡀⓎ⏕しࡓᖹᡂ28年4᭶14᪥（๓㟈）の๓

᪥࡛あ4ࡿ᭶13᪥のᨺㄢᚋࠊ⏒大な⿕ᐖࡓࡗ⿕ࢆ

┈ᇛ⏫のᑠ学ᰯ㹎㹒㸿ࢆᑐ㇟ࠕࠊ子ࡶのࢆᏲ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ講₇ࡓ㢟し大人のᙺࠖࡿ
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・⇃本┴┈ᇛ⏫❧広安西ᑠ学ᰯ 㜵⅏教育授業 
 

ᖹᡂ㸰㸷年㸲

᭶ 
 

ᖹᡂ 28年 4᭶ 14᪥（๓㟈）Ⓨ⏕しࡓ⇃本ᆅ㟈か
࠺ࡻࡕࡽ 1 年のࡇの᪥（ᖹᡂ 29 年 4 ᭶ 14 ᪥）ࠊ
⏒大な⿕ᐖࡓࡗ⿕ࢆ┈ᇛ⏫のᑠ学ᰯ࡛ࠊඣ❺ᑐ㇟
㜵≢・㜵⅏教育の授業ᐇ㊶ࠋࡓࡗ⾜ࢆప学年ᑐ㇟࡛
࡚࠸ࡘ人ࡸのࡶࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗᏲࢆࡕࡓศ⮬ࠊࡣ
ᨵ࡚ࡵㄆ㆑しࠊ安ᚰឤࡴ⏕ࢆ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ中学年
㔩▼のወ㊧ࠕࡿࡅお東᪥本大㟈⅏ࡣ ࠊ㢟ᮦࠖࢆ
㑊㞴訓⦎の᭷⏝ᛶ㛵すࡿ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ高学年㑊
㞴訓⦎の᭷⏝ᛶ㛵すࡿ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ高学年ᑐ㇟
⅏⪅のᩘか⿕ࡿࡅお㜰⚄ῐ㊰大㟈⅏ࠊࡣし࡚
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ授業ࡿ࠼⪄࡚ࡅࡘࡧ⤖ࡉのᑛࠊࡽ
 

・ዉⰋ┴❧西のி高➼学ᰯ ࢟ャࣜ教育 講師 
 
 

ᖹ ᡂ 㸰 㸷 年 
㸳᭶ 

 

教職ࢆᚿす高ᰯ⏕⣙ のࡶ子ࠕࠊ㇟ᑐࢆ30ྡ
教師のᙺࠖ㢟し࡚講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㐣ཤⓎ⏕し
ンࢽ࣮ࣛ・ࣈテࢡࠊ㢟ᮦࢆ௳ㄏᣂ・ྲྀ␎ࡓ
ᑐヰの中࡛のࡽಶ人のᛮ⪃かࠊル࡛ࢱの授業スࢢ
ᛮ⪃の῝ࠊ⾲ฟࢆព㆑しࡓ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 
 

・ዉⰋ学ᅬᑠ学ᰯ㸸安教育 講師 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・高ᵳᕷ❧㒆ᐙᑠ学ᰯ㸸学ᰯ安研ಟ 講師 
 
 
 
 
 
 
・大㜰ᕷ ㈨㉁ྥୖ研究 講師 

ᖹᡂ㸰㸷年 
㸴᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ㸰㸷年 
㸵᭶ 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ㸰㸷年 
㸵᭶ 

ዉⰋ学ᅬᑠ学ᰯのඣ❺ࢆᑐ㇟ࠊ安教育の授業
⾜㇟ᑐࢆ⏕ᑠ学ᰯ㸯年ࠋࡓࡗ⾜࡚ࡅศ㸰᪥間ࢆ
㞟ᅋ࡛Ⓩᰯࠊࡣ࡛ࠖ࠺ࡇࡆ࠺し࡚ࢇしࢇあࠕࡓࡗ
すࡿࡼࡇࡿ㜵≢ୖのⅬ࡚࠸ࡘ⌮ゎ࡛ࡿࡁ
授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㸱年⏕ࢆᑐ㇟ࢇࡇࠕࡓࡗ⾜なࡁ
㸽࡛ࠖࡿす࠺ ࠊࡿ࠼࠸ࡶの๓ẁ㝵ࣉࢵ安マࠊࡣ
㜵≢のどⅬᙧᡂの授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㸳年⏕ࢆᑐ㇟⾜
ᅜ❧教育ᨻ⟇研究ࠊࡣุ࡛᩿ࠖࡿᏲࢆࡕの࠸ࠕࡓࡗ
ᡤのࡵࡌ࠸ࠕᐇែㄪᰝࠖの㈨ᩱࡵࡌ࠸ࠊࡶࢆ
㛵すࡿ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 
安教育ࠖ学ᰯ安ࡪ学௳・⅏ᐖの教訓ࠕ
し࡚ࠊᙜᑠ学ᰯの教職ဨኟᮇ研ಟ࡛ヰしࠋࡓ 
学ᰯ࡛Ⓨ⏕しࡓඣ❺ࡀ⿕ᐖ㐼࠺௳ࢆ教訓ࠊ学
ᰯ安の᪉ἲ࡚࠸ࡘヰしࢆࡽࢀࡑࡓࡲࠊ教ᮦし
࡚࠸ࡘ教授ἲࠊ授業᪉ἲࡸ安教育の授業㢟ᮦࡓ
ヰしࠋࡓ 
 
安教育ࠖ学ᰯ安ࡪ学௳・⅏ᐖの教訓ࠕ
し࡚ࠊ大㜰ᕷの教ဨࠊ⟶⌮職࡛ᵓᡂࡿࢀࡉ㈨㉁ྥୖ
研究࡛ 3間の講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
学ᰯ࡛Ⓨ⏕しࡓඣ❺ࡀ⿕ᐖ㐼࠺௳ࢆ教訓ࠊ学
ᰯ安の᪉ἲࠊ⟶⌮職のᙺ࡚࠸ࡘヰしࡑࡓࡲࠊ
ࠊ授業᪉ἲࡸ安教育の授業㢟ᮦࡓし教ᮦࢆࡽࢀ
教授ἲ࡚࠸ࡘヰしࠋࡓ 
 

・教ဨචチ᭦᪂講⩦ 講師 
 

ᖹ ᡂ 㸰 㸷 年 
㸶᭶ 
 

࠼⪄ࢆಖ育ෆᐜのᐇࡓ࠼ࡲ㋃ࢆࡕの育ࡶ子ࠕ

ᙺ⩏㐀ᙧ⾲⌧άືのពࡿࡅお㸫ᗂඣᮇ ࡿ

̿ࠖ 
 ಖ育ࠊᗂ⛶ᅬ教ㅍの教ဨචチ᭦᪂講⩦の講師し

ಖ育ෆᐜの5㡿ᇦࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講㇟ᑐࢆ40ྡࠊ࡚

のࡑࠊ࠸⾜ࢆ⩏講࡚࠸ࡘ㡿ᇦの㛵㐃ᛶࠖ⌧⾲ࠕ

ᚋࢡࠊテࢽ࣮ࣛ・ࣈンࢢし࡚ࢢࠊル࣮࡛ࣉ㐀

ᙧάືᐇ㊶のィ⏬࣏ࠊス࣮ࢱసᡂ࣏ࠊスࢩࢵࢭ࣮ࢱ

ࣙンࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

・୕㒓⏫❧ᑠ学ᰯ 2ᰯྜྠ研ಟ 講師 
 

 

ᖹ ᡂ 㸰 㸷 年 
㸶᭶ 
 
 

本年度୕ࡣ㒓ᑠ学ᰯおࠊྜ࡚࠸ ྠᑂ⪅ᑐᛂ訓
 ࠋࡓ࠸㉱のᣦᑟຓゝࡑࠊࢀࢃ⾜ࡀ⦏
訓⦎ࠊࡣ安ᢸᙜ⪅ࡾࡼ࿘฿‽ഛࡶࡓࢀࡉのࡔ
教師のᙺࠖࠕࡿࡅお学ᰯ安ࠊ訓⦎ᚋࠋࡓࡗ
 ࠋࡓヰし࡚࠸ࡘ
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・⏕㥖ᆅ༊ᑠ中学ᰯ⟶⌮職・ົ職ဨ研ಟ 講師 
 
 

ᖹ ᡂ 㸰 㸷 年 
㸷᭶ 
 

ᑐᛂࡿᑐすᛴែ⥭ࠊ学ᰯ࡛のᨾ・⅏ᐖなࠕ

㥖ᆅ༊のᑠ中学ᰯの⟶⌮職⏕ࠊ࡚࠸ࡘண㜵ࠖ

ົ職ဨ講₇し࡛ࡲࢀࡇࠋࡓの学ᰯ࡛のᨾࡸ⅏

ᐖࢆᣲࠊࡆⓎ⏕ࠊࡁࡓ࠸あࡣ࠸ࡿண㜵᪉ἲ

 ࡓヰし࡚࠸ࡘ職のᙺ⌮⟶ࠊ教師のᙺࠊ࡚࠸ࡘ
 

・➨ 67次රᗜ┴教育研究㞟（ࡈ࠺ࡻࡦ教育࢙ࣇス
テࣂル） ᣦᑟຓゝ 
 
 

ᖹᡂ㸰㸷年 
㸯㸯᭶ 
 

西ᐑᕷ࡛㛤ദࡓࢀࡉ本研究࡛ࡿࡁ⏕ࠕࠊຊࢆ育ࡴ

教育ࠖศ⛉のᣦᑟຓゝࠋࡓࡗ⾜ᙜศ⛉࡛ࠊࡣ

㟈⅏㛵㐃しࡓⓎ⾲ࡀከࡃあࠊࡾ㟈⅏㛵㐃教育

ࠕし࡚のຊࡿࡁ⏕ඣ❺⏕ᚐのࠊᚋࠊࡣ࡚࠸ࡘ

 ࠋࡓヰし࡚࠸ࡘエンスࠖの㔜せᛶࣜࢪࣞ
 

・ᾏ㐨の子育࡚ࠊ教育ࢆᨭすࡿ 講₇ 
 

ᖹᡂ㸱㸮年 
㸵᭶ 
 

ᾏ㐨の子育࡚ࠊ教育ࢆᨭすࡿࡀദすࡿ講₇

ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊおࠊ࡚࠸講師ࠋࡓࡵົࢆ༗๓

の部ࡣ講ᗙ㸯し࡚࠺ࠕࠊすࡤࢀ子ࡕࡓࡶの

ࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ㸷㸮ศの講₇ࠊ㢟しのかࠖࡿࢀᏲࡣ

し教訓ࢆ⅏ᐖࠊᨾࠊ௳ࡿࡅお㐣ཤࠊࡣ࡛ࡇ

のᐇࡑࠊ安教育の⏕かすᚲせᛶࠊ学ᰯ安ࠊ࡚

㊶᪉ἲ࡚࠸ࡘ講₇しࠋࡓ༗ᚋࡣ講ᗙ㸰し࡚ࠊᐇ

㝿安教育のࣉロࢢࢆ࣒ࣛࢢル࣮࡛ࣉ⪃し࣏ࠊ

スࣙࢩࢵࢭ࣮ࢱン࡛ὶしࠋࡓ 
 

・大㜰ᕷ中ሀ教ဨ研ಟ 講師 
 
 

ᖹᡂ㸱㸮年 
㸵㸪㸶᭶ 
 

大㜰ᕷの中ሀ教ဨ研ಟの講師し࡚ࠊ㸱ᅇ（ᘏ㸴
㸮㸮人）ࢆᑐ㇟学ᰯ安ࠊ安教育㛵すࡿ講₇
学ᰯ安ࡪ学⅏ᐖの教訓ࠊᨾࠊ௳ࠕࠋࡓࡗ⾜ࢆ
安教育ࠖࠊ࡚࠸ࡘᐇ㝿の௳ࡸ⅏ᐖのᐇ
ࡣ学ᰯ࡛ࠊのかࡓࡆ㜵ࡤࢀす࠺ࠊࡽࡀ介しな⤂ࢆ
中ሀ教ဨࠊ࠺࠸ࠊかࡓࡗࡔᚲせࡀなᑐᛂ࠺ࡼの
ᐃし࡚講₇しࢆㄢ㢟࠺ࢁあ࡛࠺ฟࡽかࢀࡇࡀ
 ࠋࡓ

 
ࠝᣍᚅ講₇ࠞ 
・カンࢪ࣎⋤ᅜ ⋤❧ࣀࣉン࣌ン大学 講₇ 
 
 

ᖹᡂ㸱㸮年 
㸷᭶ 
 
 

カンࢪ࣎の᪥本人ࡿࡼ⏬お࡚࠸ᣍ࠸
㸷㸮ศの講₇࡚࠸おン大学࣌ンࣀࣉ❧⋥ࠊࡅཷࢆ
安教育ࠖ学ᰯの安ࡿࡅお᪥本ࠕࠋࡓࡗ⾜ࢆ
教ࡧࡼン大学⏕お࣌ンࣀࣉ㸱㸮ྡのࡑࡼおࠊ㢟し
ဨࠊ᪥本の学ᰯ安࡚࠸ࡘヰしࠋࡓ講₇の中࡛
᪥本のᩥࢪ࣎カンࠊࢀࢃ⾜άⓎࡀ⟆㉁ᛂࡣ
ࠊ⅏ᐖの┦㐪なࡿࡼᑐ⟇の᪉ἲの㐪࠸な
ࢀࡉඹ᭷ࡀな知ぢࡓ᪂࡚࠸お᪉ࠊࢀࡉㄆ☜ࡀ
 ࠋࡓ
 

・ዉⰋᕷࠕ子ࡶ安の᪥の㞟ࠖ࠸講₇ 
 

ᖹᡂ㸱㸮年 
㸯㸯᭶ 
 

㸰㸮㸮㸲年㸯㸯᭶ࠊዉⰋᕷෆ࡛Ⓨ⏕しࡓᑠ㸯ዪඣ
ẅᐖ௳㛵し࡚ࠊዉⰋᕷࡀẖ年㛤ദし࡚ࠕࡿ࠸子
㸱㸮㸮人のࡑࡼおࠊ࡚࠸おࠖ࠸安の᪥の㞟ࡶ
教ဨࠊPTAࠊᆅᇦఫẸࢆᑐ㇟講₇しࠕࠋࡓ子ࡓࡶ
のࡵࡓࡿすࡿ࠼ぢࢆ㹼༴㝤ಶᡤࡵࡓࡿᏲࢆࡕ
一ࡘの᪉⟇㹼ࠖฟしᩥࠊ部⛉学┬のࠕⓏୗᰯ㜵≢
㝲のࡾぢᏲࡸ㞟ᅋୗᰯの᪉ἲࠊ࡚࠸ᇶ࡙ンࠖࣛࣉ
ᙺ࡚࠸ࡘヰしࠋࡓ 
 

・大㜰ᕷᗂ⛶ᅬ任⪅研ಟ 講師 
 
 

ᖹᡂ㸱㸮年 
㸯㸰᭶ 
 

大㜰ᕷのᗂ⛶ᅬ任⪅研ಟおࠊ࡚࠸おࡑࡼ㸲㸮ྡ

のᗂ⛶ᅬ任教ㅍࢆᑐ㇟ࠕࠊ子ࡶの安のࡵࡓ

ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㢟し࡚㸷㸮ศの講₇のࠖࡶᚲせな

ࢆィ⤫ࠊ࡚࠸ࡘ㏆年の␎ྲྀㄏᣂ௳のᐇែࠊࡃ

ᣲ࡚ࡆヰしࠊ大人（教ဨ）ࡣ๓の࠺ࡼな

ᑐ⟇࠸ࡼࡤࢀࢆのか࡚࠸ࡘᥦしࠋࡓ 
 

・ዉⰋ学ᅬᑠ学ᰯ ಖㆤ⪅ᑐ㇟講₇ 講₇ 
 

令和㸯年 
6᭶ 
 

ዉⰋ学ᅬᑠ学ᰯのಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟ࡃࠊධ学ᚋప

学年ẁ㝵おࡿࡅ㜵≢ព㆑の㔜せᛶࠊᐙᗞࠊ学ᰯ

 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ᪉ἲࠊ㜵≢教育のෆᐜࡿࡅお
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・ዉⰋᕷ教育ጤဨ ᑡ年ᣦᑟဨጤკᘧ 講₇ 
 

令和㸯年 
6᭶ 
 

ዉⰋᕷ࡛2004ࠊࡣ年11᭶Ⓨ⏕しࡓᑠ㸯ዪඣ㐃ࢀཤ

ᑐࢆ⪅ಖㆤࠊンテࣛ࣎ᆅᇦࠊ教ဨࠊ௳௨ᚋࡾ

⏕❺ඣࠊጤკしࢆᣦᑟဨࠖࠕẖ年300人⛬度の㇟

ᚐの安ᑐ⟇ࢆ౫㢗し࡚ࡑࠋࡿ࠸のጤკᘧお࡚࠸

 ࠋࡓ講₇し࡚࠸ࡘ学ᰯ安㇟ᑐࢆ300人ࠊ

・大㜰ᕷ教育ጤဨ 中ሀ教ဨ研ಟ 講₇ 
 
 

令和㸯年 
7᭶ 
 

大㜰ᕷの中ሀ教ဨ研ಟの講師し࡚ࠊ㸱ᅇ（ᘏ㸴
㸮㸮人）ࢆᑐ㇟学ᰯ安ࠊ安教育㛵すࡿ講₇
学ᰯ安ࡪ学⅏ᐖの教訓ࠊᨾࠊ௳ࠕࠋࡓࡗ⾜ࢆ
安教育ࠖࠊ࡚࠸ࡘᐇ㝿の௳ࡸ⅏ᐖのᐇ
ࡣ学ᰯ࡛ࠊのかࡓࡆ㜵ࡤࢀす࠺ࠊࡽࡀ介しな⤂ࢆ
中ሀ教ဨࠊ࠺࠸ࠊかࡓࡗࡔᚲせࡀなᑐᛂ࠺ࡼの
ᐃし࡚講₇しࢆㄢ㢟࠺ࢁあ࡛࠺ฟࡽかࢀࡇࡀ
 ࠋࡓ

 
・ᐆሯᕷ教育ጤဨ ⌧職教ဨ研ಟ 講₇ 
 
 

令和㸯年 
8᭶ 
 

ᐆሯᕷの⌧職教ဨ研ಟᅇおࠊ࡚࠸学ᰯ安安

教育࡚࠸ࡘ講₇しࠋࡓཧ加⪅ࡀᗂ⛶ᅬ教ㅍࠊᑠ学

ᰯ教ㅍࠊཬࡧ⟶⌮職ከᒱΏࢀࡒࢀࡑࠊࡵࡓࡓࡗ

のⓎ㐩ẁ㝵ࡓࡏࢃྜෆᐜ࡛講₇しࠋࡓ 
 

・令和元年度教ဨචチ᭦᪂講⩦（ಖ育ኈ・ᗂ⛶ᅬ教
ဨᑐ㇟）講師 
 

令和㸯年 
8᭶ 
 

࠼⪄ࢆಖ育ෆᐜのᐇࡓ࠼ࡲ㋃ࢆࡕの育ࡶ子ࠕ

ᙺ⩏㐀ᙧ⾲⌧άືのពࡿࡅお㸫ᗂඣᮇ ࡿ

̿ࠖ 
 ಖ育ࠊᗂ⛶ᅬ教ㅍの教ဨචチ᭦᪂講⩦の講師し

ಖ育ෆᐜの5㡿ᇦࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講㇟ᑐࢆ40ྡࠊ࡚

のࡑࠊ࠸⾜ࢆ⩏講࡚࠸ࡘ㡿ᇦの㛵㐃ᛶࠖ⌧⾲ࠕ

ᚋࢡࠊテࢽ࣮ࣛ・ࣈンࢢし࡚ࢢࠊル࣮࡛ࣉ㐀

ᙧάືᐇ㊶のィ⏬࣏ࠊス࣮ࢱసᡂ࣏ࠊスࢩࢵࢭ࣮ࢱ

ࣙンࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

・྿田ᕷ教育ጤဨ ᰯ㛗研ಟ 講師 
 
 

令和㸯年 
10᭶ 
 

྿田ᕷのᰯ㛗の研ಟ࡛講₇ࠋᰯࡓࡗ⾜ࢆ 㛗࠺࠸
し࡚の࣮ࣜ学ᰯ㛗ࡿࡅお学ᰯ安ࠊࡾあࡶࡇ
㊶ᐇࡿࡅお本ᆅ㟈⇃ࠊ࡚࠸ࡘᙺࣉࢵࢩ࣮ࢲ
な࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ講₇しࠋࡓ 

 
・ዉⰋᕷ教育ጤဨ ࠕ子ࡶ安の᪥の㞟ࠖ࠸講
₇ 
 

令和㸯年 
11᭶ 
 

㸰㸮㸮㸲年㸯㸯᭶ࠊዉⰋᕷෆ࡛Ⓨ⏕しࡓᑠ㸯ዪඣ
ẅᐖ௳㛵し࡚ࠊዉⰋᕷࡀẖ年㛤ദし࡚ࠕࡿ࠸子
㸱㸮㸮人のࡑࡼおࠊ࡚࠸おࠖ࠸安の᪥の㞟ࡶ
教ဨࠊPTAࠊᆅᇦఫẸࢆᑐ㇟講₇しࠕࠋࡓ子ࡓࡶ
のࡵࡓࡿすࡿ࠼ぢࢆ㹼༴㝤ಶᡤࡵࡓࡿᏲࢆࡕ
一ࡘの᪉⟇㹼ࠖฟしᩥࠊ部⛉学┬のࠕⓏୗᰯ㜵≢
㝲のࡾぢᏲࡸ㞟ᅋୗᰯの᪉ἲࠊ࡚࠸ᇶ࡙ンࠖࣛࣉ
ᙺ࡚࠸ࡘヰしࠋࡓ 
 

・ዉⰋᕷ教育ጤဨ ࠕスࡵࡌ࠸ࣉࢵࢺ なࡽ子
 講師ࠖࢺࢵ࣑ࢧࡶ
 
 
 
 

令和㸰年 
2᭶ 

ዉⰋᕷࠕࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡀスࡵࡌ࠸ࣉࢵࢺ なࡽ子

⏕⾲㸰㸯ᰯの中学ᰯの௦ࠊ࡚࠸おࠖࢺࢵ࣑ࢧࡶ

ᚐ3ࡀᅇ㞟ࢹࠊࡾࡲスカࣙࢩࢵンࢹ࣮ࢥ࡛ୖ࠺⾜ࢆ

⾜ࢆබ₇⤊࡛᭱ࢺࢵ࣑ࢧ2᭶のࠊࡵົࢆ࣮ࢱ࣮ࢿ

 ࠋࡓࡗ
 

㸳 ࡑの 
特記㡯なし 
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職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ        せ 

㸯 ㈨᱁ࠊචチ 
（㸯）ᑠ学ᰯ教ㅍ一✀චチ≧ 

ᖹ㸶ᑠ一➨㸰㸱㸵㸶ྕ 
 

 
ᖹᡂ㸷年㸱᭶ 

 
大㜰ᗓ教育ጤဨ 
 

㸰 特チ➼ 
特記㡯なし 
  

  
 

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿ特記㡯 
大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ教ㅍ 
・ᅗ⏬ᕤస⛉任 
 
 
・➨㸴学年任 
・➨㸲学年任 
・➨㸰学年任 
・学ᰯ安任 
・学ᰯ安任 
・ᅗ⏬ᕤస⛉任 

 
 
ᖹᡂ㸯㸵年度
㹼ᖹᡂ㸰㸯年
度 
ᖹᡂ㸰㸯年度 
ᖹᡂ㸰㸰年度 
ᖹᡂ㸰㸱年度 
ᖹᡂ㸰㸰年度 
ᖹᡂ㸰㸱年度 
ᖹᡂ㸰㸳年度 

 
大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯおࠊࡿࡅົᰯࡿࡓ
ศᤸࢆ記しࠋࡓ╔任ᚋすࠊࡄ㸳年間ᅗ⏬ᕤస⛉
任なࠊࡾ教⛉ㄽࢆ記しࡑࠊࡓࡲࠋࡓのᚋ㸲年間学
年任の業ົおࠊࡣ࡚࠸᪂任ᣦᑟࠊࡵྵࡶな
学年⤒Ⴀດࠊࡵᡂᯝࢆṧし࡚ࠋࡓࡁ学ᰯ安任
学ᰯ安ࠊࡁᑵの任ࡑࠋࡿ࠼ゝࡶᙜヱᰯのせࠊࡣ
の᥎㐍ࠊಖᣢࠊⓎಙࠊࡓࡲࠊ安教育の᥎㐍ࠊ
㈐ົࢆᯝࡓし࡚ࠋࡓࡁ 
 
 
 
 

㸲 ࡑの 
 研究ຓᡂࠖࠕ
 
㸯㸬ୗ中⛉学研究ຓᡂ（研究௦⾲⪅） 
ࠗ安教育のᐇຠᛶࡑのᐈほⓗຠᯝの ᐃ㛵
すࡿ研究࠘ 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸰年㸲
᭶㸯᪥㹼ᖹᡂ
㸰㸱年㸱᭶㸱
㸯᪥ 
 
 
 
 

安ព㆑ㄪᰝࠊࡁࡓࡗ⾜ࢆ安学⩦ࢆᐇしࢡࡓ
ࣛスのඣ❺ᐇし࡚࠸なࣛࢡ࠸スのඣ❺࡛ࠊࡣᅇ
⟅⤖ᯝᕪ␗ࡿࡌ⏕ࡀᵝ┦ࡀぢࡇࠋࡓࢀࡽのᕪ␗
ࢀࡉ研究ᐇドⓗࠊࡶ࡚࠸ࡣ࡚ࡌឤࡣឤぬⓗࠊࡣ
㸴年ࡽ㸯年⏕かࠊࡣ࡚࠸お本研究ࠋ࠸なࡣࡓ
ࡸࡀࡅࠊ安ព㆑のඣ❺の安学⩦ᒚṔ࡛ࡲ⏕
ᨾの≧ἣࢆㄪᰝすࡑࠊࡾࡼࡇࡿのᕪ␗ࢆ明ࡽか
ᐇ౯್安教育のᚲせᛶࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿす
ドᛶࢆᣢࢆࡇࡿࡏࡓ目ⓗしࡓ研究ࠋ 
 

㸰㸬⛉学研究㈝⿵ຓ金 ዡບ研究（研究௦⾲⪅） 
 ⊂❧⾜ᨻἲ人᪥本学⾡⯆  
ࠗඣ❺のⓎ㐩ẁ㝵ᛂࡓࡌ安教育ࣉロ࣒ࣛࢢの
㛤Ⓨ㛵すࡿᐇドⓗ研究࠘ 
（研究ㄢ㢟␒ྕ㸰㸰㸷㸮㸶㸮㸮㸳） 
 
 

ᖹᡂ㸰㸳年㸲
᭶㸯᪥㹼ᖹᡂ
㸰㸴年㸱᭶㸱
㸯᪥ 
 
 
 

安教育おࠊࡿࡅⓎ㐩ẁ㝵࡚࠸ࡘの研究ࡔࡲࡣ
ᮍ㛤Ⓨ࡛あࠋࡿしかしࠊⓎ㐩ẁ㝵ࢆ⪃៖しなࠊࡤࢀࡅ
ࠊࡣ本研究࡛ࠋ࠸なࢀࡉなࡣຠᯝⓗな安教育┿
බ❧ᑠ学ᰯの༠ຊᰯ➼࡛授業ᐇ㊶ࡑࠊ࠸⾜ࢆの࣮ࢹ
ࣗ࢟安教育カࣜࡓ៖し⪄ࢆⓎ㐩ẁ㝵ࠊࡶࢆࢱ
 ࠋࡿす目ⓗࢆࡇࡿసᡂすࢆ࣒ࣛ
    

㸱㸬᪥本教育弘῭教育ㄽᩥ ዡບ㈹ཷ㈹ 
ࠗ安教育のࣞࣜࣂンス㛵すࡿ研究࠘ 

 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸳年㸱
᭶ 
 
 
 
 

大㜰教育弘῭の教育ㄽᩥᛂເしࠊࢁࡇࡓಶ人
部㛛࡛ୖ部ᅋయのദすࡿ᪥本教育弘῭の教育
㈹᥎⸀ࠊࢀࡉዡບ㈹ཷࢆ㈹しࠋࡓ 
㸯ࡘの授業ࢆపࠊ中ࠊ高学年࡛ᐇしࠊ安教育 
ඣ❺のⓎ㐩ẁ㝵のጇᙜᛶ᳨ࢆドしࡓㄽᩥ࡛あࠋࡿ 
 

㸲㸬⛉学研究㈝⿵ຓ金 ዡບ研究（研究௦⾲⪅） 
⊂❧⾜ᨻἲ人᪥本学⾡⯆ 

ࠗ安教育のࣞࣜࣂンス㛵すࡿᐇドⓗ研究࠘ 
（研究ㄢ㢟␒ྕ㸰㸴㸷㸮㸶㸮㸲㸮） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ᖹᡂ㸰㸴年㸲
᭶ 1 ᪥㹼ᖹᡂ
㸰㸵年㸱᭶㸱
㸯᪥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᑠ学ᰯ㸴ࠊし࡚ㄢ㢟≦⌧の安教育の࡛ࡲࢀࡇ
か年࠺࠸スࣃンおࠊࡿࡅඣ❺の学㱋のᕪ␗ࢆ⪃
៖しࡓ安教育ࣉロ࣒ࣛࢢの㛤Ⓨࠊࡎࡇ࡚ࢀࡉࡀ㑊
㞴訓⦎࠸ࠕࡸかのおすしࠖ௦⾲ࡿࢀࡉᶆㄒⓗ⏝ㄒ
なࡿࡼ安ᣦᑟෆᐜࡀぢ┤ࡇ࡚ࢀࡉなかࠋࡓࡗ
のබࡃከࡿࢀࢃ㏣ㄢ㢟ᑐᛂࡿ᪥ᖖの山✚すࠊࡓࡲ
❧学ᰯおࠊ࡚࠸年間࡛ᐇྍ⬟࡛ࠊかࡘ᭷ຠな安
教育ࣉロ࣒ࣛࢢの㛤Ⓨࡇ࡚ࢀࡉࡀなかࡇࠋࡓࡗ
安教育ෆᐜのࠊࡽかࡇのࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡀ
᭷ຠᛶの᳨ド㛤Ⓨ・ඣ❺の学㱋ࡿࡼ安教育ෆ
ᐜの᭷ຠᛶの᳨ド・年間࡛ᐇすࡿ安教育ࣉロࢢ
ࠊࠗࢆࡽࢀࡇࠋࡿ࠼ゝᛴのㄢ㢟⥭ࠊࡀの㛤Ⓨ࣒ࣛ 安
教育のࣞࣜࣂンス(ጇᙜᛶ)࠘⥲⛠しࠊ授業ᐇ㊶
かࡽᐇドⓗ研究ࢆ㐍ࠊࡵ᭷ຠな安教育のⓎᒎ㡺
布ᐤし࠺ࡼすࡶࡿの࡛あࠋࡿ 
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㸳㸬㹈㹐西᪥本あࢇしࢇ㈈ᅋ研究ຓᡂ（研究௦⾲
⪅） 
᭷ຠな࠘安教育ࠗࡓ៖し⪄ࢆඣ❺のⓎ㐩ẁ㝵ࠕ
 ᐇドⓗ研究ࠖࡿ㛵すのᵓ⠏࣒ࣛࢢロࣉ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸵年㸲
᭶㸯᪥㹼ᖹᡂ
㸰㸶年㸱᭶㸱
㸯᪥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ࣜࣞ安教育の᭷ຠᛶࠕࠊし࡚の研究࡛ࡲࢀࡇ
ᐇドⓗ研究㹼大㜰教育大学㝃ᒓụࡿ㛵すンスࣂ
田ᑠ学ᰯࠗ安⛉࠘のᐇ㊶かࡽ㹼ࠖし࡚ࠊ㜵≢ᴫ
ᛕ・㜵≢ス࢟ル・⮬↛⅏ᐖ・㏻安のྛカテࣜࢦ
ンスࣂ安教育ෆᐜのࣞࣜඣ❺の学㱋ࠊࡿࡅお
(ጇᙜᛶ)࡚࠸ࡘ研究ࢆ㐍ࡑࠋࡓࡁ࡚ࡵの中࡛ࠊ⏦
ㄳ⪅ࡀ⪃しࠕࡓ安安ᚰᵝ┦ᅗࠖ(᪥本ࣇ࣮ࢭテ
 ン学ㄅ（➨㸱ᕳ➨㸯ྕ）P62-66ࣙࢩロ࣮ࣔࣉ
2010 松井)࡚࠸⏝ࢆᐇ㊶᳨ࠊドしࡓ⤖ᯝࠊ学年
ᛂࡓࡌ᭷ຠな安教育ෆᐜࡀ明ࡽかなࠋࡓࡁ࡚ࡗ
しかしࡑࠊの研究の中࡛᪂ࡓなㄢ㢟ࡀぢࠋࡓࡁ࡚࠼
安教育ෆᐜの᭷ຠᛶのࠊࡣ࡚࠸お本研究࡛ࡇࡑ
᳨ド㛤Ⓨ・」ᩘᑠ学ᰯࢆᑐ㇟しࡓඣ❺の学㱋
ࠊ教職ဨࠊ❺安教育ෆᐜの᭷ຠᛶの᳨ド・ඣࡿࡼ
学ᰯᛂࡓࡌ安教育ࣉロ࣒ࣛࢢの㛤Ⓨࡇࠋ࠺⾜ࢆ
᭷ຠな安ࠊࡵ㐍ࢆᐇドⓗ研究ࡽ授業ᐇ㊶かࢆࡽࢀ
教育カ࣒ࣜࣛࣗ࢟の㛤Ⓨ㡺布ᐤし࠺ࡼす
 ࡿの࡛あࡶࡿ
 

㸴㸬⛉学研究㈝⿵ຓ金 ᇶ┙研究㹁（研究௦⾲⪅） 
⊂❧⾜ᨻἲ人᪥本学⾡⯆ 

ࠗᑠ学⏕の学年ᛂࡓࡌ安教育ࣉロ࣒ࣛࢢの㛤
Ⓨ࠘ 
（研究ㄢ㢟␒ྕ㸯㸴㹩㸮㸲㸵㸷㸯の研究௦⾲⪅
し࡚ࠊ研究ศᢸ⪅㸯ྡయไ࡛研究ࡓ࠸⋠ࢆ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸵㸬⛉学研究㈝⿵ຓ金 ᇶ┙研究㹁（研究௦⾲⪅） 

⊂❧⾜ᨻἲ人᪥本学⾡⯆ 
ໟᣓⓗな学ᰯ安ࡘᣢࢆᣢ⥆ᛶࠖࠕ᭷ຠᛶࠖࠕࠗ

 の㛤Ⓨ࣒࠘ࣛࢢロࣉ
（研究ㄢ㢟␒ྕ 19K02694の研究௦⾲⪅し࡚ࠊ研
究ศᢸ⪅㸯ྡయไ࡛研究ࡿ࠸࡚࠸⋠ࢆ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸶年度
㹼ᖹᡂ㸱㸮年
度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和㸯年度 
ࠥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本研究ࠊࡣᑠ学ᰯ㸴ࣧ年࠺࠸スࣃンおࡿࡅᑠ学
⏕の学年ࢆ⪃៖しࠊప・中・高学年ࢀࡒࢀࡑお࠸
ࢆ࣒ࣛࢢロࣉጇᙜ࡛᭷ຠな安教育の学年ࡑࠊ࡚
㛤Ⓨすࢆࡇࡿ目ⓗすࡶࡿの࡛あ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿの
安教育ࠊࡣ学年ྠ࠺⾜㑊㞴訓⦎࠸ࠕࠊࡸか
のおすしࠖ௦⾲ࡿࢀࡉᶆㄒⓗ⏝ㄒࡀ中ᚰ࡛あࠊࡾ
ᯝࡓし࡚ࡑの安教育ෆᐜࠊࡀᑠ学⏕のࡑࠊの学年
ࢀࡉࡣド᳨࠺࠸のなのかࡶ᭷ຠなࡾጇᙜ࡛あ
௳の࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ本研究࡛࡛ࡇࡑࠋࡓࡗなかࡇ࡚
ࡓかし⏕ࢆ教訓ࡓṧしࡀ࠸ᗂࡓࢀࢃ⅏ᐖ࡛ኻࡸ
教ᮦ㛤Ⓨࡑࠊ࠸⾜ࢆのጇᙜᛶ᭷ຠᛶࢆㄪᰝ᳨ࠊド
しࠊᅜの学ᰯお࡚࠸ᐇྍ⬟なࠊ᭷ຠ࡛ỗ⏝ᛶ
の高࠸安教育ࣉロࢆ࣒ࣛࢢ㛤Ⓨすࠋࡿ本研究ࠊࡣ
安࡛安ᚰな♫のᵓ⠏の一ຓなࡶࡣࡇࡿ
 ࠋࡿの研究࡛あࡵࡓࡿᏲࢆඣ❺のࠊࡾࡼ
 
本研究ࠊࡣ学ᰯࡸඣ❺⏕ᚐの安お࠸ ᭷ຠᛶࠖࠕ࡚
ໟᣓⓗࠕࠊࡿࢀࡲ⤌ࡾྲྀ࡚ࡗᣢࢆᣢ⥆ᛶࠖࠕࠊࡕᣢࢆ
な学ᰯ安ࣉロࢆ࣒ࠖࣛࢢ㛤Ⓨす ࢆࡇࡿ目ⓗ
す࡛ࡲࢀࡇࠋࡿの学ᰯ安㛵すࡸ⤌ྲྀࡿ研究ࠊࡣ
௳ࡸᨾࠊ⅏ᐖࡀⓎ⏕しࠊ♫ⓗなせồࡀ高ࡗࡲ
♫ࠊࡶ㛵し࡚ෆᐜࠋ ࡓࡁ࡚ࢀࡽࡵ㐍ᮇࡓ
ⓗな㛵ᚰࡸせồᛂし࡚ྲྀ⤌ࠊࢀࡲ༡ᾏࣇࣛࢺᆅ
㟈のᙉ࠸㛵ᚰかࡽ㜵⅏教育のഴಽࡀぢࠋࡿࢀࡽ
ࡽࢃኚࠊࡣ研究ࡸ⤌のྲྀ ㏻安ࡸ≢し࡚㜵ࡑ
ໟᣓⓗな学ᰯ安ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࠺ᢸࢆ㔜せなᙺࡎ
㛵し࡚⥅⥆ⓗ࠸࡚ࢀࡲ⤌ྲྀな࠺࠸࠸ㄢ㢟
㛵すの学ᰯ安࡛ࡲࢀࡇࠊし࡚せᅉ ࠋࡿあࡀ
࡚ࡗඣ❺⏕ᚐの安ࡸ学ᰯࠊࡀ研究ࡸ⤌ྲྀࡿ
᭷ຠᛶࠕ ࡇ࡚ࢀࡉࡀド᳨࠺࠸のかࡓ࠸࡚ࡗᣢࠖࢆ
ࡲ⤌ྲྀ࡚ࡗᣢࢆᣢ⥆ᛶࠖࠕࡽかࡉᡂᯝの᭕ࠊ ࡎ
ࠊ㏣究しࢆㄢ㢟ࡽࢀࡑࠊࡣ本研究ࠋࡓࡗなかࡇ࡚ࢀ
安࡛安ᚰな学ᰯ・♫のᵓ⠏ࠊඣ❺⏕ᚐ の
 ࠋࡃ࠸し࡚研究ࡿࡀなࡘ
 

   ᾏእどᐹࠖࠕ

・ྎ‴㸸ྎ中教育大学教育ᅜ㝿ࢩン࣒࢘ࢪ࣏ ᖹᡂ㸰㸲年㸯
㸯᭶ 

ྎ中教育大学お࡚࠸㛤ദࡓࢀࡉ教育ᅜ㝿ࢩン࣏
ᒊ東教育大学ࡧཬࠊ中教育大学ྎࠊཧ加し࣒࢘ࢪ
 ࠋࡓどᐹしࢆ

・カンࢪ࣎㸸࣓ࢥン大学 
 
 

ᖹᡂ㸰㸴年㸰
᭶ 
 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部⏕おࡧࡼ┳ㆤ་⒪学部
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆのὶン大学ࢥ࣓ࠊᘬ⋡しࢆ⏕
 

・カンࢪ࣎㸸࣓ࢥン大学 
 

ᖹᡂ㸰㸵年㸱
᭶ 

ᖹᡂ㸰㸴年ᘬࠊࡁ⥆ࡁዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆのὶン大学ࢥ࣓ࠊᘬ⋡しࢆ⏕
 

人間－126



・カンࢪ࣎㸸࣓ࢥン大学 
 
 
 ンᕷࢼࢲ ࣒ࢼࢺ࣋・
 
 
 
・カンࢪ࣎㸸࣓ࢥン大学 
 
 
・カンࢪ࣎㸸࣓ࢥン大学 
 

ᖹᡂ㸰㸶年㸱
᭶ 
 
ᖹᡂ㸰㸶年㸶
᭶ 
 
 
ᖹᡂ㸰㸷年㸰
᭶ 
 
ᖹᡂ㸱㸮年㸰
᭶ 

ᖹᡂ㸰㸵年ᘬࠊࡁ⥆ࡁዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆのὶン大学ࢥ࣓ࠊᘬ⋡しࢆ⏕
 
ンᕷ教育ࢼࢲࠊ㛵し࡚ὥỈ⅏ᐖࡿࡅお࣒ࢼࢺ࣋
訓⦎ᒁࢼࢲࠊンᕷ❧ᑠ学ᰯࢼࢲࠊン師⠊大学ࠊ㜵⅏
ࣜスࢡ⟶⌮ᒁࢆゼၥࠊどᐹしࠋࡓ 
 
ᖹᡂ㸰㸶年ᘬࠊࡁ⥆ࡁዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆのὶン大学ࢥ࣓ࠊᘬ⋡しࢆ⏕
 
ᖹᡂ㸰㸶年ᘬࠊࡁ⥆ࡁዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆのὶン大学ࢥ࣓ࠊᘬ⋡しࢆ⏕

 ࠖ⟇教ဨ᥇⏝ヨ㦂ᑐࠕ
㹬㹟㹰㹟㹥㹟㹩㹳 㹅㹒の⤖ᡂ௦⾲ 
 
 
 
 
 

 
ᖹᡂ㸰㸶年㸰
᭶㹼⌧ᅾ⮳
 ࡿ
 
 

 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部のྲྀࡳ⤌ࡾし࡚ࠊ㸰㸮
㸯㸶年度の教ဨ᥇⏝ヨ㦂ᑐ⟇ࢢル࣮ࢆࣉᵓᡂしࠊ
᪥ࠊࠎヨ㦂ᑐ⟇ࠊ㠃᥋ᑐ⟇ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ
᥇⏝ヨ㦂ᑐ⟇のࡳなࠊࡎࡽᜥの㛗࠸教ဨࢆ育࡚ࡿ
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡚ࡗᣢࢆ目ⓗ࠺࠸
ᖹᡂ 30 年度教ဨ᥇⏝ヨ㦂おࠊࡣ࡚࠸ዉⰋ学ᅬ大
学 1ᮇ⏕お21ྡࠊ࡚࠸の᭱⤊ྜ᱁⪅ࢆฟしࠋࡓ 
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研  究  業  績  ➼    㛵  す  ࡿ    㡯 

ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

（ⴭ書）     

㸯㸬学ᰯ安 㸱㸴の

 ࣈテࣛࢼ

ඹⴭ ᖹᡂ㸰㸴年 
㸱᭶ 

教育ฟ∧ 子౪ࡕࡓのࢆᏲࠊࡾ安࡛安ᚰ࡛ࡿࡁ⏕

άのࠊࡵࡓ学ᰯࡣఱࠊࡓࡲࠊࡁ࡛ࡀఱࢆす

ࢃ㛵学ᰯ安ࠊࡶ㢟の࠺࠸かࡁ

の安ࡇࠋ本ࡓࡁ࡛࡚ࡏᐤࢆ✏原ࡀⴭ⪅㝕ࡿ

・安ᚰ㛵すࡿၥ࠸かࡅᑐし࡚ࠊࡣす࡛

ࡀ➼ル本ࣗࢽマࠊ教ᮦ㞟ࡸのゎㄝ書ࡃከ

ห⾜ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉしかしࡶࠊࡣࡽࢀࡑすࢀ

ࡇࡑࠋ࠸ከࡀなㄽ࠺ࡼのࡅのᢲしࡽかୖࡤ

࡛本書࡛ࠊྛࡣ ⴭ⪅ࠖࡿ࠸࡚࠼⪄࠺ࡇࡣ⚾ࠕࡀ

おヰ㢼のࠊ࠺࠸ࠖࡓしࢆなయ㦂ࢇࡇࡣ⚾ࠕ

ࠖ（ࣈテࣛࢼ）ࡾㄒࠕ  ࠋࡓࢀࡉし࡚⦅㞟

㹀㸳∧ 㸯㸳㸵㡫 

⦅⪅㸸㛗尾ᙲ夫 

ඹⴭ⪅㸸ᑠ林忠୕・ᲄಙᙪ・松井典夫・

ⱝ⊃Ꮥ太㑻・⚄田ⱥᖾ・๓㤿⟇・山ᾴ子・

᳜木美ె・◁田ಙ夫・中井ᑦ人・ఢ⦾・松田

智子・ఀ原正ಇ・⸨田大㍜・ㄶゼΎ・村ᕝ

雅弘・❧田裕 

 

本人ᢸᙜ部ศ 

ࢻ㹇㹂カ࣮ࣃࢵスࣜࠕ （ࠖpp14-15）ࢆ༢ⴭ 

ᴫせ 

ᰯෆ㓄ഛࡓࢀࡉከᩘの㜵≢࣮ࢨࣈ㸪㉥እ

㔜どしࢆ㸪⋞㛵の㔜ᡬ㸪ྍどᛶ࣒ステࢩ⥺

ࡿかかࡀお金ࡣࡽࢀࡑࠋ⯋ᰯ࠸㏱明度の高ࡓ

学ᰯ࠸なࡽかかࡀお金ࠕしかし㸪ࠋࡿの࡛あࡶ

安ࠖࡣ㸪ぢⴠし࡚ࢇࡉࡃࡓࡀࡇࡿ࠸あ

ࡸࣃࢵスࣜࠊࡣ本㡯࡛࡛ࡇࡑࠋࡿ IDカ࣮ࢻの

㔜せᛶࠊࡶ㸪職ဨᐊのᮘୖ（ྍどᛶ・ᰯ

ෆ安ᑐすࡿ㞺ᅖẼ）㸪教ᐊのᮘの≀かࡅ

カࢵ㸪教ᐊの❆ഃのロ（のᘢᐖ࠺࠸ࡊ࠸）

࣮の （ୖྍどᛶ・安ᛶ）㸪ᨺ㏦の⏝᪉ἲ（⥭

ᛴの㐃⤡ྍࡀ⬟か）㸪安マࣗࢽルのぢ┤

し（ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ・教職ဨの安ព㆑）㸪教職ဨ

の訓⦎のᐇ（子ࡕࡓࡶの安・教職ဨの

安ព㆑）なࢆ⤂介しࠊぢⴠしࡕࡀな学

ᰯ安の㔜せᛶ࡚࠸ࡘ書ࠋࡓ࠸ 

 

༴㝤なබᅬ㸽ࡣ安なබᅬࠕ （ࠖpp18-19）ࢆ

༢ⴭ 

ᴫせ 

 ༴㝤ண知ຊ༴㝤ᅇ㑊ຊࡣ㸪▩┪すࡇࡿ

のࡘ一ࡀ口ࡾධࠊ࡚࠸ࡘࡇ࠺࠸ࡿあࡶ

බᅬࠊධࡾ口ࡀࡘあࡿබᅬの安ᛶẚ㍑

かࡽ書ࠕࠋࡓ࠸༴な࠸なࠖឤྠࡿࡌ㸪

子ࡣࡶ⮬ศの㌟ࢆᏲࡿ᪉ἲࠋࡿ࠼⪄ࡶ࠼

な࠸ࡀ人ࡾࢃࡲ㸪ࡾあࡀ㸪㊰ୖ㥔㌴の㌴ࡤ

㌴ࠕࡸࠖࡽࡓࡁฟ࡚ࡀ人ࡽ㌴の㝜かࠕ㸪ࡁ࠸

༴㝤ண知࡛ࡀのࡿ࠼⪄ࠖࡽࡓࢀࡲ㎸ࢀ㐃

あࡾ㸪ࡑの㌴かࡽ㞳࡚ࢀṌࡾࡓ࠸㸪ࡉࡗ

㐨ࢆኚࡿ࠼のࡀ༴㝤ᅇ㑊࡛あࡇࡇࠋࡿ▩┪

 ࠺࠸ࠖࡿࡆ㏨ࠕබᅬののሙྜ㸪ࠊࡀ࠸なࡣ
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

    ព㆑(༴㝤ᅇ㑊)ࡀ優ඛし࡚し࠺ࡲの࡛あࠋࡿ 

 

な人㸽ࢇࡣ人࠸ࡿࢃࠕ     （ࠖpp25㸫27）ࢆ 

༢ⴭ 

ᴫせ 

ࡇ㸪ࡣ࠼⟆࠺࠸ࡔ人࠸ᝏࡀな人ࢇࡇ 

しࡲࡆ㏨ࡄ㸪すࡽࡓぢࢆな人ࢇࡇࠋࡃなࡶ

᪤ࠋ࠸なࡣ࡛ࡁࡿ㸪すࡶࡇࡿ࠼教࠺ࡻ

ᡂのᴫᛕࢆᔂし㸪正ゎࡀなࢆࡇ࠸知ࡾ㸪ࡑ

㸪ࡾ知ࢆࡇ࠸なࡽなࡤࢀࡅしなື⾜ࡶ࡛ࢀ

㸪教ᐊ࡛㢌ࢆ࡚࠼⪄࡚ࡗ⤠ࡾおࡀࡇࡃ

大ษなの࡛あࡑࠋࡿのᛮ⪃య㦂の✚ࡀ㸪

⪄ࡿな♏ฟすࡳ⏕ࢆࠖື⾜㐺ษなࡶ᭱ࠕ

࠺ࡼ࠸かな࠸࡚࠸ࡘࡣ人࠸なࡽ知ࠕࠋࡿ࠼

しࡲしࠖ࠺ࡻ㸪ᣦᑟすࡣࡇࡿ㸪ᯝࡓし࡚

子ࡕࡓࡶの安ࢆಖ㞀すࡿ教࠼なの࠺ࢁࡔ

かࡇࠕࠋの⾜ືࡀ安ࠖࡔ教ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠼㸪

㏫安な⤖ᯝࢆᣍྍࡃ⬟ᛶࡶあࡔࡓࠋࡿ

ᑐฎすࡿ᪉ἲࢆ教ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠼㸪安ࡳ⏕ࢆ

ฟすຊࡘࡧ⤖かなࡤ࠸かࡾか㸪ࡑの᪉ἲࡣ㸪

ᯝࡓし࡚正ゎࡔ㸪᩿ ゝ࡛ࡶࡿࡁの࡛ࡣなࠋ࠸

᪤ᡂのᴫᛕࡸ教ࢆ࠼正し࠸ᛮ࠸㎸ࡇࡴの

ᛧࢆࡉ書ࠋࡓ࠸ 

 

ࡶしࡣおかのおすし࠸ࠕ （ࠖpp48㸫49）ࢆ 

༢ⴭ 

ᴫせ 

ࢀࡉ⾲௦ࠖࡶしࡣおࠕࡸかのおすしࠖ࠸ࠕ

ࡑ㸪ࡀࡔࡇ大ษなࡶࢀࠊࡣ安ᶆㄒࠊࡿ

の一᪉࡛ࡶࢀࠊ子ࡣࡕࡓࡶ㸪ᙜࡾࡓ๓

かの࠸ࠕࠊし࡚ࡑࠋࡿあ࡛ࠖࡇࡿ࠸࡚ࡗ知ࠕ

おすしࢆᣦᑟしࡓかࡽ安࠸ࠕࠖࡔかのおすし

ࡔ安ࡤࡏฟ࠸ᛮࢆ 㸪ࡣࡁ࠺࠸ࡊ࠸ࠕࠖ

ࡘ❧ᙺࡀかのおすし࠸ ࠋࡘᣢࢆ࠼⪄࠺࠸ࠖ

しかし大ษなのࡣ㸪࠸࡚࠸ࡘࠕかな࠸ ࠺࠸ࠖ

ᣦᑟ࡛ࡣなࡃ㸪ࠕ知ࡽな࠸人ࢇ࡚ࡗな人 かࠖ

ࡇࡿ✚すࢆ学⩦し㸪ᛮ⪃し㸪ุ᩿ᮦᩱࢆ

࡛あࠕࠋࡿ大ኌࢆฟす 㸪ࡃなࡣの࡛ࡿᣦᑟすࠖ

大ኌࢆฟすࡇの㞴しࢆࡉయ㦂㸪ᐇឤࡿࡏࡉ

ࡿࡏࡽ知ࡄすࡽࡓࡗఱかあࠕࠋࡿあ࡛ࡇ ࠖ

ゝⴥࢆぬࡿࡏࡉ࠼の࡛ࡣなࡃ㸪の࣑ࢱン

のか㸪ࡿࡏࡽな᪉ἲ࡛知ࢇ㸪ࡇ㸪࡛ࢢ

ゝⴥࠖࠕ安᫆ࠋࡿあ࡛ࡇࡿ㸪య㦂す࠼⪄

ࡳ⏕ࢆ安ࠖࠕ㸪㏫ࡣのࡿᣦᑟす࡛ࡅࡔ

ฟすྍ⬟ᛶࡀあ࡚࠸ࡘࡇ࠺࠸ࡿ書࠸

 ࠋࡓ

 

 ࠖ࠺ࡼし࠺ࡽࡓࡁ㉳ࡀᆅ㟈間ࡳఇࠕ

（pp54㸫57）ࢆ༢ⴭ 

ᴫせ 

ከࡃの学ᰯᅬ࡛の㑊㞴訓⦎ࡣ㸪2ࠕ間目の授

業中ࠖ࠺࠸ᐃ࡛⾜ࠋࡿࢀࢃᐇᮇし

ᵝ࡛㸪1ྠࡶ࡚ ᭶㑊㞴訓⦎ࢆし࡚ࡿ࠸㸪

ࡣ年ࠕ 7 ᭶ࡣࠖ࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸなかなか

なࡽな࠸学ᰯ⌧ሙの⌧≧ࡀあࡇࡇ࡛ࡇࡑࠋࡿ

ᐃしࢆࡇࡿࡇ㉳ࡀᆅ㟈間ࡳ㸪ఇࡣ࡛

 ࡾ間の㑊㞴訓⦎のྲྀࡳ㸪ᐇ㝿のఇ⩦学ࡓ
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

ࡳఇࠊࡵண❺ඣࠋࡓ介し⤂࡚࠸ࡘࡳ⤌    

間㐟ࡪሙᡤࡶࠊし࡛ࡇࡑࡶᆅ㟈ࡀⓎ⏕し

㑊ࠊࡏࡉᐃࢆかࡿ㑊㞴す࠺ࡼのࠊࡽࡓ

㞴訓⦎᳨࡛ドすࡿ授業ࢆ⤂介しࠋࡓඣ❺ࡑࡣ

のࠊணࡵᐃしࡣື⾜ࡓ㐪ࢆື⾜࠺しࡓ

ඣ❺ࡀࢀࡑࠋࡓ࠸ࡀ正ゎか࠺かࡣ⤖ᯝしか

≀ㄒࡽなࢆุ᩿ࡉࡗࠊࡀ࠸すࡿయ㦂の✚

 ࠋࡓ࠸書ࢆの㔜せᛶࡡ㔜ࡳ

 

⦏なᑂ⪅ᑐᛂ訓ࢁ࠸ࢁ࠸ࠕ （ࠖpp62㸫65）ࢆ

༢ⴭ 

ᴫせ 

⦏な学ᰯ࡛ᑂ⪅ᑐᛂ訓ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡛ࡲࢀࡇ

の講師ࡑࠊࡀࡓࡁ࡚ࡵົࢆの中࡛㸪ࡇࠕの学ᰯ

ࠋ࠸㸪ᩘᑡなࡣのࡓ࠼ᛮ㸟ࠖ࠸しࡽ⣲ᬕࡣ

㞴ࡣ⦏ᑂ⪅ᑐᛂ訓࠺⾜㸪ᰯෆ࡛ࡅࡔࢀࡑ

しࡃ㸪ࡓࡲ㸪ࡑの㞴しࡉẼ࡙࠸࡚࠸な࠸学

ᑠ中ࠊࡣ本㡯࡛ࠋࡿࢀࡽࡌឤ࠺ࡼ࠸ከࡀᰯ

㸲ᰯ࡛の訓⦎のᵝ子ᐇែࢆ⤂介しࡇࡑࠊか

࠸ࡘᚲせᛶᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎のᅔ㞴ᛶࠊࡽ

࡚㏙ࠋࡓ 

 

正ゎか（ࠖpp74㸫77）ࡣࠊ࠸なࡽᡠⅆ⅏⌧ሙࠕ

 ༢ⴭࢆ

ᴫせ 

 ⅆ⅏⌧ሙࠕᡠࡽな࠺࠸ࠖ࠸のࡣ㸪ࢆ

Ᏺ࡛ୖࡿ大ษな࡛ࡇあࠋࡿしかし㸪⤯ᑐ

ᡠࡅ࠸ࡣ࡚ࡗな࠸の࠺ࢁࡔかࠋ本人のุ᩿࡛

ᡠࡾ㸪大ษなࢆᩆࡓࡗ人ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸ࡶ㸪

⅏ᐖ⌧ሙ࡛のⴱ⸨ࢆุ᩿య㦂すࡿ授業ࡘ

㎸࠼教ࢆオ࣮ࣜࢭ㸪ࡣ安ᣦᑟࠋࡓ࠸書࡚࠸

ࡊ࠸ሙ࡛㸪⌧ࡀオ࣮ࣜࢭのࡑࠋࡿあ࡛ࡕࡀࡳ

ࢁࡔࡇࡘ❧し࡚ᙺ知㆑࠸大࠺࠸

ᛂのሙࡑの㸪ࡑ㸪ࡣ⩦しかし安学ࠋ࠺

ࢆ㐺ษなุ᩿ࡶ᭱ࠕά⏝し㸪ࢆయ㦂ࡸ知㆑࡚ࡌ

すࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿຊࠖࢆ育࡛ࡇࡴあࡑࠋࡿ

のຊࡣ㸪༢なࡿ知㆑࡛ࡣなࡃ㸪ᵝࠎなሙ㠃࡛

⮫ᶵᛂኚᑐᛂすࡁ࡛ࡀࡇࡿ㸪子ࡕࡓࡶ

の㸪⏕ᾭࡿࡓࢃ安・安ᚰࢆಖ㞀し࡚ࡃ࠸

⸩ⅆ⅏⌧ሙ࡛のⴱࠊࢆࡇ࠺࠸ࡿの࡛あࡶ

 ࠋࡓ࠸し࡚書ࢆ授業ࡿࡏࡉ࠼⪄ࢆ

 

ࡽの授業か࣮ࢲンࢱスࣂのࠕ （ࠖpp82㸫

 ༢ⴭࢆ（87

ᴫせ 

ࡀࡶ㸪ㄡ࠸ゝࡀࡶ㸪ㄡࡣࡇ大ษࠖなࡣࠕ

しかし㸪ᐇయのなࠋࡿあ࡛ࡇࡿ࠸࡚ࡗかࢃ

のࡶࡿࡁᐇឤ࡛本ᙜࡣࢀࡑࠊᑐし࡚࠸

あ࡛ࡽࡉなおࡣ࡚ࡗࡕࡓ子౪ࠊࡃなࡣ࡛

のࡇࡿࢀゐ㸪ࡕࡓࡶ子࡛ࡇࡑࠋࡿ

ᛧࡉ㸪ᑐすࢆࢀ⏽ࡿឤࡼࡇࡿࡏࡉࡌ

ࡉの大ษࠕ㸪࡚ࡗ のࠖᐇឤࢆ育ࢆࡇࡴ目ⓗ

㸪ࠗࡓし のࣂスࢱン࣮ࢲ の࠘授業ࢆ⪃

し㸪ᐇ㊶しࠋࡓ 

 

 

 

 

人間－130



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

し࡚教ᮦࢆጒࡓࡅかࢀ⁒ࠕ     （ࠖpp108㸫

 ༢ⴭࢆ（111

ᴫせ 

 ᭷島Ṋ㑻の⮬ఏⓗ▷⦅ࠗ⁒ࢀかࡓࡅጒ࠘

ࡇࡿ介す⤂ࢆỈ㞴⅏ᐖの授業ࠊࡓし㢟ᮦࢆ

㸪㐨ᚨⓗᚰࠖࠕ࠺࠸࠸ࡓࡅຓࠊࡽか

次⅏ᐖのᜍࢀの⊃間ࡓࡌ⏕ⴱ⸨ࡇࡑࠊ

かࡽ学ࡶࡪの࡚࠸ࡘ㏙ࠋࡓඣ❺の授業の

中࡛のゝⴥࡑࠕࠊのなࡳ࡚ࡗなࢃ࠸か

ࠋࠖ࠸なࡽ 㸪ࡣのゝⴥࡇࠋࡓࡗあࡀゝⴥ࠺࠸

授業の中ุ࡛᩿し㸪⮬ศの❧ሙࢆ明ࡽかす

࠺ࡼのゝⴥのࡂのሙしのࡑ㸪ࡎࡁ࡛ࡀࡇࡿ

の≧ἣ㸪ࡾ㸪࿘ࡉしかし㸪Ἴの高ࠋࡿ࠼ࡇ⪺

大ษな人ࢆຓ࠺࠸࠸ࡓࡅ㸪ࡑのሙのษ㏕し

ࡔのࡿస⏝し㸪ุ᩿す┦ࡀࡽࢀࡑࠋἣ≦ࡓ

ࡽかࡓ࠸࡚ࡌឤࡀࡕࡓࡶ子ࢆሙឤ⮫࠺࠸

ࡶ子ࠊࢀࡽࡌឤ࠺ࡼࡓࡗのゝⴥ࡛あࡑࡇ

࠺࠸࠸ࡓࡾᏲࢆ㸪ື⾜㸪安なࡣࡕࡓ

ᚰの間のⴱ⸨ࠕࢆᐇయ㦂ࠖしࡓの࡛あࠊࡾ

学ࡿࡃࡽᐇయ㦂かࠊ安教育࡛大ษなࡇࡑ

 ࠋࡓ࠸書࡚࠸ࡘࡉの大ษࡧ
 

㸰㸬教育࣒࣮࢛ࣛࣇ 

㸳㸴 

ࢽ࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ

ンࡣࢢఱかࠖ 
 

ඹⴭ ᖹᡂ㸰㸵年 
㸶᭶ 
 

金子書ᡣ 
 

本書ࢡࠊࡣテࢽ࣮ࣛ・ࣈンࢢのࡵࡓᚲ

せなࠊㄢ㢟ព㆑のႏ㉳のࡏࡉ᪉ࠊከᵝなⓎ・

ㄢ㢟࠸ᙉࡾ⢓ࠊ᪉ࡏの目の㛤かロ࣮チࣉ

ࡸㄢ㢟ゎỴの⤖ㄽの᳨ウࠊのᨭࡳ⤌ࡾྲྀ

ྫྷのಁしࡲࡊࡲࡉࠊࡓࡗ࠸なാࡁかࠊࡅ

ᣦᑟのᐇ㝿ࢆලయⓗᥦ♧しࡶࡓの࡛あࠋࡿ 

㸿㸳ุ 㸯㸴㸷ࢪ࣮࣌ 

ඹⴭ⪅（ᇳ➹㡰）㸸⁁ୖៅ一ࠊ加⸨明ఀࠊᓮ一

夫ࠊ㙊田㤳治ᮁࠊ๓田ὒ一ࠊ岸࿘࿃ࠊⰪụ᐀

ඞࠊ⡿ᕝ雅ኈࠊṊ㇂之ࠊ松井典夫ࠊ瀧明知

恵子ࠊ井ୖಙ子ࠊᲚ田ཿ一 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕඣ❺࡚ࠗࡗ᭷ຠな࠘安

教育ࣉロ࣒ࣛࢢ㛵すࡿ一⪃ᐹ （ࠖpp.㸯㸮㸳

㸫㸯㸯㸲）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

安教育のㄢ㢟し࡚ࠊఱࡶࡾࡼඣ❺のⓎ㐩

ẁ㝵ࢆ⪃៖しࠊࡓయ⣔ⓗな安教育࡚ࢀࡉࡀ

᭷ຠࠖࠕࡶ᭱ࠊ៖し⪄ࢆⓎ㐩ẁ㝵ࠋࡓࡗなかࡇ

な安教育カࣜࢆ࣒ࣛࣗ࢟ᵓ⠏すࠊࡀࡇࡿ

ᚲせྍḞ࡛あ࡚ࡗの安教育ࡽかࢀࡇ

ᑐඣ❺の安ࠊࡣ࡚࠸お✏本࡛ࡇࡑࠋࡿ

すࣂࣜࣞࡿンス Relevance（知㆑・ᢏ⬟・⾜

ື・⥴㠃おࡿࡅጇᙜᛶ）᳨ࢆドしࠊⓎ㐩

ẁ㝵ࢆ⪃៖しࡓ安教育カ࣒ࣜࣛࣗ࢟のᵓ⠏

すࡿ研究ᡂᯝ࡚࠸ࡘ記㏙しࠋࡓ 

 

㸱㸬࠺すࡤࢀ子ࡶ

ࡿࢀᏲࡣࡕの࠸のࡕࡓ

のか 

㸫௳・⅏ᐖの教訓

学ࡪ学ᰯ安安教

育 

 

༢ⴭ ᖹᡂ㸰㸷年

㸰᭶ 
 

 書ᡣルࣦࢿ࣑
 

本書ࡣ㸪ⴭ⪅ࠊࡀ大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学

ᑂࡓࡁᐇ㊶し࡚ࡶྠࠊ࡚࠸おᰯ

⪅ᑐᛂ訓⦎ࡸ ID カ࣮ࡿࡼ➼ࢻ学ᰯ安ᑐ

⟇㸪ᵝࠎな࠸ࠕのࡕの教育ࠖの授業のな

ࡓࡁ࡚ࢀࡉ๓ࡾࡓᙜ࡛ࡲࢀࡇ㸪࡚ࡌ㏻ࢆ

根本ⓗࢆ᪉ἲࡸ᪉࠼⪄の࡚࠸ࡘ安ࠖࠕ

ぢ┤し㸪ࢀࡇかࡽの学ᰯ安安教育のあ 

 ࡑࠋࡿ書࡛あࡓし目ⓗࢆࡇࡿࡄࡉࢆ᪉ࡾ

人間－131



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

    の中࡛ࠊ学ᰯの安ࢆᢸ࠺教師のᙺࠊ職㈐ࠊ

ឤࠊ㈨㉁⬟ຊ࡚࠸ࡘ記㏙しࠋࡓ 

㸿㸳ุ 㸰㸯㸴ࢪ࣮࣌ 
 

㸲㸬教育࣒࣮࢛ࣛࣇ 

  㸴㸮 

 ࡵࡓのࡧ学࠸῝ࠕ

㸫ࢡテࢽ࣮ࣛ・ࣈ

ンࢢの目ᣦすࡶのࠖ 
 

ඹⴭ ᖹᡂ㸰㸷年

㸶᭶ 
 

金子書ᡣ 
 

ࣛ・ࣈテࢡ ῝ࠕࡿࢀࡉの中࡛ᥦၐࢢンࢽ࣮

一ᐃの教授・学⩦άືࠊࡣ࡚࠸ࡘࠖࡧ学࠸

の࣮ࢱࣃン㛵ࡶࡿࢃの࡛ࡣなࠋ࠸本書࡛ࠊࡣ

⌧ᐇࠊࡾなࠖࡧ学࠸῝ࠕࡤࢀす࠺ࡼの

ᐇ㊶ⓗなᥦ࡛ࡘかࠊලయⓗࠊࢆのかࡿࡁ࡛

記し࡚ࠋࡿ࠸ 

㸿㸳ุ 㸯㸲㸳ࢪ࣮࣌ 

ඹⴭ⪅（ᇳ➹㡰）㸸Ლ田ཿ一ྂࠊᕝ治ࠊ㙊田㤳

治ᮁఀࠊᓮ一夫ၨ井Ⳣࠊ美健⏿大ࠊ裕ᓟࠊ

之ࠊᚋ⸨⣪㈗ࠊ金山憲正ࠊ▼森広美ࠊ善野八

千子ࠊ瀧明知恵子ࠊ岡村季光ࠊ松井典夫 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ㟈⅏おࡿࡅ教師のᙺࢆ⪃

ࡿ࠼ （ࠖpp.㸯㸰㸳㸫㸯㸱㸲）ࢆඹⴭ（岡村季

光ࠊ松井典夫） 

本✏ࠊࡣ㏆年おࡿࡅᆅ㟈άືのάⓎかࠊࡽ

㑊㞴ᡤし࡚の学ᰯのᙺὀ目しࠊࡓࡲࠋࡓ

ࡿࡅお教ဨࠊ࡚࠸ࡘの中࡛教ဨのάືࡑ

ከᛁឤࠊෆⓗ⤫ไឤㅖኚᩘの㛵ಀ࡚࠸ࡘ

ᐇドⓗㄽཬしࡇࡑࠊࡓࡲࠋࡓかࠊࡽ学ᰯࡀ

ᖹかࡽᆅᇦのࢽ࣑ࣗࢥテ㸫ࢆᙉᅛし

࡚おࡇࡃの᭷ຠ࡚࠸ࡘ㏙ࠋࡓ 

 

㸳㸬教師のࡵࡓの教育

ἲつ・教育⾜ᨻධ㛛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹⴭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ㸱㸮年

㸱᭶ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 書ᡣルࣦࢿ࣑
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書ࡣ教職ධ㛛ࠊ教職ᴫㄽࠊ教職⾜ᨻㄽࠊ教

ဨ᥇⏝ヨ㦂ᑐ⟇のテ࢟スࢆࢺ目ⓗし࡚ⴭ㏙

ࢆࡳࡃ学ᰯ教育のし࡚ࡅࡴ⪅学ึࠋࡓࢀࡉ

ἲⓗ⌮ゎ࡛ࠊ࠺ࡼࡿࡁな࠼ࡌࡲࢆල

యⓗゎㄝし࡚ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸ᕳᮎࠕな教

育ἲつࠖࢆ㘓しࠋࡓ 

㸿㸳ุ 㸰㸯㸮ࢪ࣮࣌ 

ඹⴭ⪅㸸ྂᕝ治ࠊⓒఫ満ࠊ八木┾由美ࠊ

西ᖾⶶࠊ松井典夫ࠊ⸨本裕人ࠊ⸨田ᩄ和ࠊ

江ⱥಇࠊ中村㇏ࠊ岡㑚⾨ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ教育職ဨචチἲ （ࠖpp.㸯㸲㸫

㸯㸳）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

学ᰯの教ဨなࠊࡾ学ᰯ࡛授業ࠊࡣ࠺⾜ࢆ

教ဨචチ≧ࡀᚲせ࡛あࠋࡿ教ဨචチ≧ྲྀࢆᚓ

すࠊࡣࡿ教職ㄢ⛬のあࡿ大学➼࡛ࠊᚲせな

⛉目ཬࡧ༢ࢆಟᚓしྛࠊ㒔㐨ᗓ┴教育ጤဨ

教ဨචチ≧の授⏦ㄳࡀࡇ࠺⾜ࢆᚲせ

࡛あࠋࡿ本✏࡛ࠊࡣ教ဨචチ≧の✀ูຠຊࠊ

教ဨචチไ度おࡿࡅ原則ࡸḞ᱁由࠸ࡘ

࡚㏙ࠋࡓ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ົᰯࠕศᤸ （ࠖpp.㸱㸶㸫㸱㸷） 

 ᴫせ 

学ᰯࡘࡦࡣの⤌⧊య࡛あࡑࠊࡣົᰯࠋࡿ

の⤌⧊యし࡚の学ᰯࠊࡀ教育目ᶆࢆ㐩ᡂす

ࡇ業ົయのࡁ࠺⾜学ᰯయ࡛ࠊࡵࡓࡿ

⾜ㄪ和ⓗࡘかࠊຠ⋡ⓗࠊⓗ⧊⤌ࠊࡾあ࡛

ࠊࡣ࡛✏本ࠋࡿの࡛あࡶ࠸なࡽなࡤࢀࡅなࢀࢃ

 OECDᅜ㝿教ࠊ࡚࠸ࡘ教ဨのົᐇែົᰯ

人間－132



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ဨᣦᑟ⎔ቃㄪᰝ（TALIS2013）ᇶ࡙࡚࠸記㏙ 

すᰯࠊࡶࡿ㛗の㈐任ᶒ㝈࡚࠸ࡘ記

㏙しࠋࡓ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ᰯࠕ㛗教ㅍの職ົ （ࠖpp.㸲㸮

㸫㸲㸯）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

一⯡ⓗࠕ教ဨ 教職ဨࠕࠖ なࠎᵝ教師ࠖࠕࠖ

⛠ࡀあࠕࠊࡀࡿ教師 ἲ令ࡣࡅࡔㄒ⏝࠺࠸ࠖ

⏝ㄒ࡛ࡣなࡑࠋ࠸し࡚ࠕࠊ教職ဨࠖ⛠すࡿ

ሙྜࡣ教ဨົ職ဨࠊ学ᰯ་➼࠸࡚ࡵྵࡶ

教ࠊࡣ教ㅍࠖࠕ࠺ᢅࡾྲྀ࡛✏本ࠊࡓࡲࠋࡿ

職ဨの中のࠕ職✀ࠖあࡣ࠸ࡿ職㝵の⛠࡛あ

の職ົෆᐜࡑ✀教職ဨの職ࠊࡣ࡛✏本ࠋࡿ

のᴫ␎ࢆࡽࢀࡑࠊ♧す根ᣐなࡿ᮲ᩥࢆᣲࡆ

㐣ࠊ࡚࠸ࡘ教ㅍの職ົ㛗ᰯࠊࡶࡿ

ཤのุࢆᣲࡆなࡽࡀ記㏙しࠋࡓ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ྖࠕ書教ㅍの職ົ （ࠖpp.㸲㸰㸫

㸲㸱）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

ᖹᡂ 9 年の学ᰯᅗ書㤋ἲの一部ᨵ正ࠊࡾࡼ

ࠖࡵࡓࡿࡏࡽᤸࢆ学ᰯᅗ書㤋のᑓ㛛ⓗ職ົࠕ

（学ᰯᅗ書㤋ἲ➨ 5 ᮲の㸯）12ࠊ 学⣭௨ୖの

学ᰯྖࡣ書教ㅍࡀࡇࡃ⨨ࢆ⩏ົࢀࡽࡅ

ࡸ書教ㅍのᙺྖ学ᰯྖ書ࠊࡣ࡛✏本ࠋࡓ

職ົ࡚࠸ࡘ記㏙しࢀࡇࠊࡓࡲࠊかࡽの学ᰯ

ᅗ書㤋のᯝࡓすᙺࢡࠊ࡚࠸ࡘテࣈ・

 ࠋࡓ記㏙し࡚ࡅ㛵㐃ࢢンࢽ࣮ࣛ

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ教ဨචチの᭦᪂ไ （ࠖpp.㸯㸮

㸶㸫㸯㸮㸷）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

ࠊࡃなࡣຠຊのᮇ㝈≦教ဨචチࠊࡣ࡛ࡲࢀࡇ

ಖᣢすࢆࢀࡑᜏ久ⓗࡤࢀᚓࢆචチࢇࡓࡗ࠸

ᖹᡂࠊしかしࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 19年のᨵ正教

育職ဨචチἲのᡂ❧ࠊࡾࡼᖹᡂ 21年 4᭶ 1

᪥かࠊࡽ教ဨචチ᭦᪂ไࡀᑟධࠊࢀࡉ教ဨࡣ

චチ᭦᪂講⩦ཷࢆ講しなࠊࡤࢀࡅ教ဨචチࢆ

ಖᣢすࡁ࡛ࡣࡇࡿなࡇ࠸なࠋࡓࡗ本✏

⩦の講ࡑࠊ⩏教ဨචチ᭦᪂ไ度のពࠊࡣ࡛

 ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘ

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ学ᰯಖ健・安ἲつ （ࠖpp.

㸯㸳㸰㸫㸯㸳㸱）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

本✏ࡣ➨ 6 章ࠕ学ᰯಖ健・安ἲつࠖのᡬ

ྲྀࢆ㏆年の学ᰯ教育ࡎࡲࠋࡿあ࡛✏ࡿなᩥ

࠸ࡘㅖၥ㢟ࡿ㛵す学ᰯಖ健・安ࡃᕳࡾ

࡚ᴫほしࠊ学ᰯಖ健・安㛵すࡿ学ᰯ教育

の᪉ྥᛶࠊ࡚࠸ࡘୡ⏺ಖ健ᶵ㛵（㹕㹆㹍）

のオ࣡ࢱ憲章ࠊࡸ㐣ཤの௳ࡸ㏻ᨾࢆ

 ࠋࡓ㏙࡚ࡆᣲ

 

 

 

 

 

人間－133



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ学ᰯಖ健安ἲ （ࠖpp.㸯㸳㸲

㸫㸯㸳㸳）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

学ᰯಖ健安ἲ（௨ୗྠࠊἲ）ࠊࡣ学ᰯಖ健

ἲࡀᨵ正ࠊࢀࡉᖹᡂ 21年 4᭶ 1᪥かࡽ⾜ࡉ

学ࠕࠊ࡚࠸ࡘⅬࡓࢀࡉᨵ正ࠊࡣ࡛✏本ࠋࡓࢀ

ᰯಖ健ࠖࠕ学ᰯ安࡚ࠖ࠸ࡘศ㢮し࡚ゎ

ㄝしࠊ学ᰯಖ健ࠕࡣ࡚࠸ࡘ学ᰯಖ健ィ⏬の

⟇ᐃࠖࠕࠊ学ᰯ⎔ቃ⾨⏕ᇶ‽ࠖࡲࠊ࡚࠸ࡘ

ࡘࠖ⏬学ᰯ安ィࠕࡣ࡚࠸ࡘ学ᰯ安ࡓ

 ࠋࡓゎㄝし࡚࠸

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ安Ⅼ᳨安教育 （ࠖpp.

㸯㸳㸴㸫㸯㸳㸵）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

本✏࡛ࠊࡎࡲࡣ学ᰯ安お≦⌧ࡿࡅㄢ㢟

Ⓩୗᰯ中の㏻ᨾࠊࡀࡅ学ᰯ࡛のࠊし࡚

༡ࡣ࡚࠸ࡘし࡚⅏ᐖࡑࠊ௳ㄏᣂ・ྲྀ␎

ᾏࣇࣛࢺᆅ㟈➼のഛ࡚࠸ࡘ࠼ゎㄝしࠋࡓ

安教ࠊ㏙࡚࠸ࡘし࡚安Ⅼ᳨の᪉ἲࡑ

育ࡿࡼඣ❺⏕ᚐの༴㝤ண知ࡸ༴ᶵᅇ㑊ຊの

育ᡂ࡚࠸ࡘゎㄝしࠋࡓ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ⅏ᐖ安・㜵⅏教育 （ࠖpp.

㸯㸳㸶㸫㸯㸳㸷）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

本✏࡛ࡎࡲࠊࡣ㏆年の⅏ᐖ㛵すࡘ≦⌧ࡿ

㜰⚄ῐ㊰大㟈⅏（ᖹᡂࠊ࡚࠸ 7年）ࠊ᪂₲中㉺

（ᖹᡂ 16年）ࠊ中㉺Ἀᆅ㟈（ᖹᡂ 19年）⏒

大な⿕ᐖࡽࡓࡶࢆしࡓ㟈⅏ࢆᣲࠊࡆᖹᡂ

23年Ⓨ⏕しࡓ東᪥本大㟈⅏ࠊࡣ࡚࠸ࡘὠ

Ἴࡸ⚟島➨ 1 原子ຊⓎ㟁ᡤᨾなࠊᵝࠎな

⅏ᐖࡽࡓࡶࢆしࠊࡓࡲࠊ学ᰯ⟶⌮ୗお࡚࠸

Ⓨ⏕しࡓᆅ㟈࡛あࡇࡿかࠊࡽᨵ࡚ࡵከࡃの

ㄢ㢟ࢆㄆ㆑すࡇࡿな࡚࠸ࡘ⦌⤒ࡓࡗゎ

ㄝしࡑࠋࡓのᑐ⟇し࡚ᩥࠊ部⛉学┬の㈨ᩱ

ル（ᆅ㟈・ὠἼ⅏ᐖ）సࣗࢽ学ᰯ㜵⅏マࠕ

ᡂのᡭᘬࠖࡁᇶ࡙ࠊ࡚࠸㜵⅏マࣗࢽルの

సᡂ࡚࠸ࡘゎㄝしࠋࡓ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ㣴ㆤ教ㅍの職ົ （ࠖpp.㸯㸴㸮

㸫㸯㸴㸯）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

㏆年ࠊᵝࡾ⛣ࠎኚࡿࢃ♫≧ἣ➼のኚ

కࠊ࠸ඣ❺⏕ᚐ➼の健ᗣ㛵すࡿㅖၥ㢟ࡘ

学ᰯಖ健ࠋࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀなㄢ㢟ࠎᵝࠊ࡚࠸

࣓ᚰ㌟のㄪなࡿࡼスࣞࢺスࠊࡣ࡚࠸ࡘ

ンࢱル࣊ルス㛵すࡿㄢ㢟ࣞࠊࡸル࣮ࢠ

ᝈࢆᢪࡿ࠼子ࡶのᑐᛂᙜࠊ࡚ࡗࡓ学ᰯ

ⓗ☜なࠊᢕᥱしࠎ᪥ࢆの≧ἣࡶ子࡚࠸お

ᑐᛂࢆᅗࡀࡇࡿồࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵのୖ࡛

㔜せなᙺࢆᢸ࠺㣴ㆤ教ㅍの職ົのᮇᚅࡸ

ලయⓗなෆᐜ࡚࠸ࡘゎㄝしࠋࡓ 

 

 

 

 

人間－134



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

㸴㸬㸱年目教師 ㈇

のᅗᕤ授業࡙ࡾࡃ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
㸵㸬2019 年ᨵゞ ᪂学
⩦ᣦᑟせ㡿 記ධᩥ
㞟ࠖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⦅ⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ඹⴭ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和㸯年 
7᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和㸰年 
2᭶ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
明治ᅗ書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᩥ⁇ᇽ 
 
 
 
 
 
 
 
 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ学ᰯᨾᅜᐙ㈺ൾἲ （ࠖpp.

㸯㸴㸰㸫㸯㸴㸱）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

一⯡ⓗ学ᰯᨾࠕࠊࡣ学ᰯの⟶⌮ୗおࡅ

࣏ඣ❺⏕ᚐ➼の⅏ᐖ（ࠖ⊂❧⾜ᨻἲ人᪥本スࡿ

➨ἲ࣮ࢱンࢭ⯆ࢶ࣮ 15ྕ➨ 1㡯➨ྕ）の

⟶安ࡣᇶ本ⓗࠊࡣ学ᰯᨾࠋᣦすࢆࡇ

ࡇࡃ࠸ᐇ㊶し࡚ࢆ安教育ࠊᚭᗏしࢆ⌮

ࠊࡀࡿࢀࡲᮃࡀࡇࡿࢀࡉ㜵Ṇ↛ᮍࠊ࡚ࡗࡼ

ࡀ のែࠊࡣ࡚࠸お学ᰯ⌧ሙࡶ࡛ࢀࡑ

Ⓨ⏕しࠊᨾࡀ㉳ࡿࡇሙྜࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡀ本

Ẹἲࠊ࡚࠸ࡘᦆᐖ㈺ൾ学ᰯᨾࠊࡣ࡛✏

 ࠋࡓゎㄝしࡽᅜᐙ㈺ൾἲの୧㠃か

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ㣗育ᇶ本ἲ （ࠖpp.㸯㸴㸲㸫㸯

㸴㸳）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

㣗育ᇶ本ἲࠊࡣᖹᡂ 17年 7᭶⾜ࠋࡓࢀࡉ

本ἲのᡂ❧⫼ᬒࠊࡣᡃࡀᅜおࡿࡅ㣬㣗の

௦ࡿ࠼࠸ࡶ௦⫼ᬒかࠕࠊࡽ㣗 大ษࠖࢆ

すࡿᚰࡸែ度のḞዴࡀ༴ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲࡪ

⏕ࡸ満⫧ࠊつ則な㣗⏕άࡸ೫㣗ࠊࡓࡲࠊ

ά⩦័（ࠊࢇࡀ⢾ᒀࠊ⬻༞中な）のቑ

加なࡀあࠋࡿࢀࡽࡆ本✏࡛ࠊࡣ本ἲのయ⣔

⏬㣗育᥎㐍ᇶ本ィࠊࡓࡲࠊし࡚ゎㄝし⌮ᩚࢆ

 ࠋࡓゎㄝしࡶ࡚࠸ࡘ

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ学ᰯ⤥㣗ἲ （ࠖpp.㸯㸴㸴㸫㸯

㸴㸵）ࢆ༢ⴭ 

 ᴫせ 

学ᰯ⤥㣗ྠࠊࡣἲ➨ 3 ᮲➨ 1 㡯ࠊ➨ 2 㡯

おࠊ࡚࠸⩏ົ教育ㅖ学ᰯ（ᑠ学ᰯࠊ中学ᰯࠊ

⩏ົ教育学ᰯࠊ中➼教育学ᰯの๓ᮇ᪥⛬ࠊ特

ูᨭ学ᰯのᑠࠊ中学部）おࡑࠊ࡚࠸のඣ

❺⏕ᚐᑐしᐇࡿࢀࡉ⤥㣗࠺࠸ࢆつᐃࡉ

ᙺ⩏学ᰯ⤥㣗のពࠊࡣ࡛✏本ࠋࡿ࠸࡚ࢀ

 ࠋࡓゎㄝし࡚࠸ࡘ

 

本書ࡣᅗᕤ⛉ᣦᑟἲのテ࢟スࢆࢺ目ⓗし

ࡽ᪂任かࠊࡓࡲࠊ࡚ 3 年目の教師ࢵࢤ࣮ࢱࢆ

教師ຊྥࠊ㊶᭷ຠなᐇࡿࡅおᅗᕤࠊࢺ

ᨵゞ学⩦ᣦᑟせࠋࡓࢀࡉし࡚ⴭ㏙目ⓗࢆୖ

㡿ࡶᑐᛂࠊࡏࡉカ࣒ࣜࣛࣗ࢟マ࣓ࢪࢿンࠊࢺ

ICT のά⏝ࠊチ࣮࣒し࡚の学ᰯ➼ࢆ㛵㐃ࡉ

 ࠋࡓᵓᡂし࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ㊶授業ᐇ࡚ࡏ

㸿㸳ุ   ࢪ࣮࣌127

⦅ⴭ⪅㸸松井典夫 

ඹⴭ⪅㸸松井典夫ࠊ森治健太 
 
┘ಟ㸸Ლ田ཿ一ࠊ⦅ⴭ㸸ྂᕝ治ࠊ༡山⏕ࠊ
ඹⴭ⪅㸸ᐑಙ࿃ࠊ┒田ᜤᖹࠊ㛗野⣧子ࠊ
松井典夫ࠊᰵ井大㍜ࠊ༑ᕝ昌ᏹࠊ㱟⚄美
和ࠊ西江なお子ࠊ瀧本ဴ弘  159㡫 

ᢸᙜ部ศ㸸 
ప学年 ྛ教⛉の学⩦㛵すࡿᡤぢ ᅗ⏬ᕤ

స18ࠊ㡫㸫19㡫ࢆ༢ⴭ 
中学年 ྛ教⛉の学⩦㛵すࡿᡤぢ ᅗ⏬ᕤ
స60ࠊ㡫㸫61㡫ࢆ༢ⴭ 
高学年 ྛ教⛉の学⩦㛵すࡿᡤぢ ᅗ⏬ᕤ

స112ࠊ㡫㸫113㡫ࢆ༢ⴭ 

人間－135



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

（学⾡ㄽᩥ）     

㸯.ࠕ安⛉ 

International Safe 

 Schoolࠖ   

 

 

 

༢ⴭ 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸰年 

㸯㸰᭶ 

 

 

 

 

 

大㜰教育大学㝃ᒓụ田

ᑠ学ᰯ研究紀せ・㞧ㄅ 

 ࠖࢁࡇࡈࠕ

㹮㹮㸯㸰㸫㸯㸵 

 

 

 

大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ研究ㄅࡈࠕ

ࡶࡓ࠸書ࢆᕳ㢌ゝࠊ࡚ࡗࡓあのⓎหࠖࢁࡇ

の࡛あᩥࠋࡿ部⛉学┬教育ㄢ⛬特ᰯし࡚

のࠕ安⛉ࠖのⓎ㊊⤒⦋ࠊ教⛉し࡚の安

⛉のពࠊࡓࡲࠊ᪥本࡛ึࡓࡗࡔ࡚ࡵ㹕㹆

㹍 International Safe School のㄆドの⤒

 ࠋࡓ記㏙しࢆのពࡑ⦌

㸰㸬ࠗ の㑊㞴訓⦎࠘

   

    

  

 

༢ⴭ 

 

 

ᖹᡂ㸰㸱年 

㸰᭶ 

 

 

 

 

 

大㜰教育大学㝃ᒓụ田

ᑠ学ᰯ研究༠㆟紀せ 

㹮㹮㸱㸳㸫㸱㸴 

 

 

本✏࡛ࠕࠊࡣの㔜ࠊࡉᑛࡉᑐすࡿᐇឤࢆ

కࡓࡗ㑊㞴訓⦎ࠊࡑࡇඣ❺࡚ࡗᚲせな㑊

㞴訓⦎࡛あࠋࡿの㑊㞴訓⦎ࠊࡣ訓⦎๓のࠊ

⅏ᐖᑐすࡿ学⩦の῝ࡀࡾࡲあࡑࡇ࡚ࡗᡂ❧

すࠖࡿㄶ᪨ࢆ書ࠋࡓ࠸ᐇែㄪᰝ࡛ࠊࡣඣ❺の

中࡛ࠕⅆ⅏ࠖࠕ㑊㞴訓⦎ࠖ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡀ

な࠺࠸࠸⤖ᯝࢆ♧しࡇࡑࠊかࠊࡽス࣮ࣔࢡ

マࢩンࡿࡼ↮య㦂ࡿࡼᣦᑟ᪉ἲࢆᥦし

 ࠋࡓ

㸱㸬の大ษࡉのᐇឤ

安⛉ࠖの授ࠕࡴ育ࢆ

業ࠗの㑊㞴訓⦎࠘ 

  

  

༢ⴭ 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸱年 

㸴᭶ 

 

 

 

 

 

 

大㜰教育大学㝃ᒓụ田

ᑠ学ᰯ研究紀せ・㞧ㄅ 

 ࠖࢁࡇࡈࠕ

㹮㹮㸰㸲㸫㸰㸵 

 

 

 

本✏ࠊࡣマンࣜࢿしࡕࡀな㑊㞴訓⦎ࡘ

࡚ࡗなࠖ⦏㑊㞴訓ࡿᏲࢆࠕ本ᙜࠊ࡚࠸

の࡚࠸ࡘ㊶授業ᐇࡿ⪃・ᥦすࢆかࡿ࠸

ሗ࿌࡛あࠋࡿ授業ᚋの༠㆟࡛ࠊඣ❺ࡀⅆ⅏

の中࡛ࡶ大ษなࢆຓࡅᡠ࠸ࡓࡾⓎゝし

࡚ࡗᡠࠊࡣし࡚安ᣦᑟࠕࠊ࡚࠸ࡘࡇࡓ

ฟࡀពぢ࠺࠸ࠖࡔࡁࡿ࠼教࠸なࡅ࠸ࡣ

安ᣦᑟࠕࠊࢆࡇࡓࢀࡉ ࠖ⩦安学ࠕࠖ

の┦㐪࡚࠸ࡘ㏙ࠋࡓ 

㸲㸬ࠕ⮬ᕫኚᐜのㄆ㆑

㠀ゝㄒࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

ࣙン࣮ࢶルし࡚のࢿ

 ࠖ⏝のάࢺ࣮ࣞࣉ࣒࣮

 

༢ⴭ ᖹᡂ㸰㸱年 

㸯㸰᭶ 

大㜰教育大学㝃ᒓụ田

ᑠ学ᰯ研究紀せ・㞧ㄅ 

 ࠖࢁࡇࡈࠕ

㹮㹮㸲㸶㸫㸲㸷 

 

安⛉の授業おࡑࠊ࡚࠸のᐈほⓗຠᯝࢆ

 ᐃすࠕࠊࡵࡓࡿ安安ᚰᵝ┦ᅗ （ࠖH22 松

井）ࢆ⪃しࠋࡓ授業の中࡛ࠊ安安ᚰᵝ┦

ᅗࢆࢺ࣮ࣞࣉ࣒࣮ࢿ⨨かࡑࠊࡏのኚᐜࢆㄞ

ࡇࡿᐃす ࡚࠸ࡘ安教育のຠᯝࠊࡾྲྀࡳ

⾜ࡃ⨨ࢆࢺ࣮ࣞࣉ࣒࣮ࢿࠊࡀࡓࡗࡔ目ⓗࡀ

為ࡑのࡶのࠊࡀඣ❺の⮬ᕫኚᐜࢆㄆ㆑ࡿࡏࡉ

᭷ຠなᡭ❧࡚ࢃࡀࡇ࠺࠸ࡔかࠋࡓࡁ࡚ࡗ 

 

㸳㸬ࠗ 㔩▼のወ㊧学

 ࠘ࡪ

 

 

 

 

 

 

༢ⴭ 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸲年

㸰᭶ 

 

 

 

 

大㜰教育大学㝃ᒓụ田

ᆅ༊ྜྠ研究༠㆟ 

研究紀せ  

㹮㹮㸱㸳㸫㸱㸴 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸱年度研究༠㆟࡛⾜ࠊࡓࡗබ㛤授業

ᣦᑟࠋᑠ中高ྜྠ研究࡛ࠊ安⛉の授業

ࡣࢆᑠ中高㐃ᦠࠊࡾࡼࡇ࠺⾜⏕中学ࢆ

かࡿ目ⓗ࡛⾜ࠋࡓࡗᐇ㝿㔩▼ᕷࢆゼ࡚ࢀ教

ᮦ研究ࠕࠊ࠸⾜ࢆ㔩▼のወ㊧ࠖࢆ㢟ᮦしࠋࡓ

᪥㡭の㑊㞴訓⦎ࡀ⮬ศࡕࡓのࢆᩆ࠸ࡓࡗ 

⦏᭷ຠな㑊㞴訓ࠕࠊࡶࢆ࣮ࣗࣅࢱン࠺

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ授業ࡿࡏࡉ࠼⪄ࢆఱかࠖࡣ

 

㸴㸬ࠕ安ᣦᑟࠗ安

 ࠖࡇ࠺࠸࠘ࡪ学ࢆ

༢ⴭ ᖹᡂ㸰㸳年 

㸷᭶ 

᪥本ᩥ教ฟ∧ࠕ教育

ሗࠖ㸰㸮㸯㸱㸬No.㸱㸬

ᕳᮎ 

本࣮ࣜࠊࡣࢺࢵࣞࣇ᪥本ᩥ教ฟ∧ࡀ教育㈨

ᩱし࡚Ⓨหし࡚ࡶࡿ࠸の࡛あࠊࡾ㸶࣮࣌

ロࢡࠕのࢪ࣮࣌⤊᭱ࠋࡿの࡛あࡶࡿなࡽかࢪ

教育の⌧ሙ !ࣉࢵࢬ࣮ の࣮ࠖࢼ࣮ࢥの原✏

࠸安学⩦ࠖの㐪ࠕ安ᣦᑟࠖࠕࠊᢸᙜしࢆ

大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘ

の㑊㞴訓⦎ࠖのࠕࡓ安⛉࡛ࠖᐇ㊶しࠕᰯ

授業かࠕࠊࡽおࡣしࡶ （ࠖᢲࡉな࠸・㉮ࡽな࠸・

しࡽࡷなࡽࡶ・࠸なࡲࢀࡇࠊ࠺࠸（࠸

࡛ࡶ࠸ᣢࡎࢀࡓ㑊㞴訓⦎のࢭオ࣮ࣜし

࡚㏻ࡓࡁ࡚ࡗゝⴥࢆ㢟ᮦしࠊᐃࢃࡽ

࡚࠸ࡘの༴㝤ᛶࡇࡿࢀࢃࡽ⩦័ࠊࢀ

㏙ࡶࡓの࡛あࠋࡿ 

人間－136



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸵㸬ࠗ 美⾡おࠕࡿࡅ㚷

㈹教育ࠖのあࡾ᪉ 㹼

ᑠ学ᰯᅗ⏬ᕤస↔Ⅼ

 ᙜ࡚࡚㹼࠘ࢆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༢ⴭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸳年 

㸰᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㐌หࠕ教育㹎㹐㹍ࠖ 

θ㸯㸵㸯㸴 ᖹᡂ㸰㸳

年㸰᭶㸳᪥ྕ 

㹮㹮㸴㸫㸯㸮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な࠺ࡼのࠊࡽゝⴥか࠺࠸美⾡㚷㈹ࠖࠕ
ᵝ子ࢆീすࠕࠋ࠺ࢁࡔࡿ㚷㈹教育 ࠋఱかࡣࠖ
ከࡃの学ᰯの美⾡教ᐊࠊࡣୡ⏺の᭷ྡ⤮⏬
ࠋࡿあࡀࢻ㚷㈹カ࣮ࠊࡓࡗなࢻカ࣮ࢺス࣏ࡀ
カ࣮ࢆࢻ㚷㈹しࠊⴭྡなⱁ⾡ᐙのྡ๓సရ
✏本ࠋ࠸なࡣ㚷㈹教育࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ⮴一ࢆ
㚷㈹教育のࡿࡅお⛉ᑠ学ᰯᅗ⏬ᕤసࠊࡣ࡛
あࡾ᪉࡚࠸ࡘ⪃しࠊᥦしࠋࡓඣ❺ࡀ᪂
ࢆఱࡽかࡇࡑࠊࡓࡗฟ⣲ᮦࡸなㄢ㢟ࡓ
ಶのㄆ㆑ࠖࠕࠊ࠺࠸かࡿ࠸し࡚࠺ࡑฟࡳ⏕
のⴌⱆࡀぢࡀࢪ࣮࣓ࠊࡔࡲࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡽ
ල㇟し࡚࠸な࠸ẁ㝵࡛あࠊࡾ⮬由㜏㐩なࡶ
の࡛あࡑࠋࡿし࡚㐀ᙧ⾲⌧άືࢆጞࡓࡵࠊ
⌧㢟ᮦのලࠊල㇟し➨次ࡣࢪ࣮࣓のࡑ
ࡀጞࡇࠋࡿࡲのࠕࠊಶのㄆ㆑ࠖࢇࡓࡗ࠸ࡣ
⤖し࠺ࡼࡓឤࡣࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡽࡌ⮬ᕫ中
ᚰⓗなࡶの࡛あࠊࡾ高次の⮬ᕫㄆ㆑ࡣゝ࠸
㞴࡛ࡇࡑࠋ࠸㚷㈹άືࡾྲྀࢆධࠋࡿࢀࠊࡤ࠼
ಶࠎのసရࢢࢆル࣮࡛ࣉ㚷㈹しࠊពぢࢆὶ
しྜࡑࠋ࠺のࠊᛮ࠸のࡽ⮬ࠊのࢪ࣮࣓
࠸な࠸࡚ࢀࡉල㇟ࡣ࠸ࡿあࠊ࠸なࡽࢃఏࡀ
ࠊࡣ⪅ホ౯ࡿࡼ㚷㈹άືࠋࡃẼࡇ
ጇ༠しࠊࡾࡓ᭕ࡓࡗࡔㄆ㆑ࢆᙉしࠊࡾࡓ
高ࡾࡓࡵすࡿの࡛あࠋࡿ 
 

㸶㸬人間教育美⾡の

ຊ㸫美⾡య㦂学ᰯ教

育㸫 

Human education and 

The dynamic of Art 

㸫 Art experience and 

education at schools 

㸫   （ᰝㄞㄽᩥ） 

 

༢ⴭ ᖹᡂ㸰㸴年 

㸲᭶ 

 

人間教育学ㄅ 

 人間教育学研究ࠖࠕ

หྕ㹮㹮㸶㸷㸫㸷㸳 

 

ᅗ⏬ᕤస・美⾡教育おࠊ࡚࠸学⩦ᣦᑟせ

㡿な㝶ᡤࠕࡿࢀ⌧⮬由 㐀ⓗࠕࠖ ಶࠕࠖ

ᛶⓗ ࡧ႐ࠕࠖ し࡚の特⛉教ࡽㄒか⏝࠺࠸ࠖ

ᛶㄢ㢟ࡀぢࡽࢀࡑࠋࡿ࠼の⏝ㄒࡣ㸪ᅗ⏬ᕤ

స・美⾡の教⛉ࡣな࠸特ᛶࢆ⾲すྠ

ࠖࡳࡿࡺࠕし࡚の⛉教ࡿࡼ࠺ࡼ࠼㸪ᤊ

ᅗ⏬ᕤࠊࡣ࡛✏本࡛ࡇࡑࠋ࠸なࡡかࡾࡀ⧄

స・美⾡教育のㄢ㢟ࢆṔ史ⓗ⫼ᬒかࡽ⣣ゎࡃ

し⛉教ࡘᣢࡀ⛉⾡ᅗ⏬ᕤస・美ࠊྠ

࡚の特ᛶࠊࢆ㚷㈹教育ࢆ中ᚰしࡓ特ᚩⓗな

ᐇ㊶かࡽㄽࠋࡓࡌ 

 

㸷㸬ᑠ学ᰯ美⾡教育の

᪉ἲᢏ⾡㛵すࡿᐇ

㊶研究Ϩ 

㹼㹇㹁㹒ࢆά⏝しࡓ⤮

⏬教育のྍ⬟ᛶ㹼 

Practical Research of 

Methods and  

Techniques of 

Elementary School Art   

Education 

–Possibility of 

Painting Education 

Using ICT- 

༢ⴭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸴年 

㸷᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ 

➨㸯㞟  

㹮㹮㸯㸮㸷㸫㸯㸯㸳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᡓᚋの美⾡教育史の中࡛ࠊ⤮⏬教育ࡀᩗ㐲

の⌮由ࡑࠋ࠸なࡵྰࡣឤࡓࡁ退し࡚⾶ࠊࢀࡉ

ᡭୖࠕࠊࡣ教育⏬⤮ࠊし࡚ ୗᡭࠖࠕࠖ 2 ᒁ

ⓗࠊ༶ⓗࡑࠊし࡚⤖ᯝⓗホ౯ࡿࢀࡉ

ࡑࠊࡶ࡚ࡗ❺ඣࡶ࡚ࡗ⪅授業ࠊࡵࡓ

㛵ᚰ・ពࡴ⤌ࡾྲྀの⌮由࡛✚ᴟⓗࢀࡒࢀ

ḧ・ែ度ࢆ㐓し࡚ࡓࡁのࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡔ 

な⤮⏬教育の᪉ἲࡓ᪂ࠊࡣ࡛✏本࡛ࡇࡑ

し࡚ࠊ㹇㹁㹒ᶵჾࢆά⏝しࡿࡼ⏬ືࡓ㚷㈹

άືࡾྲྀࢆධࡓࢀ授業ᐇ㊶ࢆ⤂介しࡑࠊの授

業の᪉ἲかࠊࡽ᪂ࡓな⤮⏬教育の᪉ἲࠊࡸ美

⾡教育の౯್࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 

 

人間－137



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸯㸮㸬ᑠ学ᰯ美⾡教育

の᪉ἲᢏ⾡㛵すࡿ

ᐇ㊶研究ϩ 

̿ ᑠ中㐃ᦠ教育のព

 ̿ ㄢ㢟⩏

Practical Research of 

Methods and 

Techniques of 

Elementary School Art 

Education 

̿ Significance and 

Problems of 

elementary and junior 

high education 

cooperation ̿ 

（ᰝㄞㄽᩥ） 

 

 

 

༢ⴭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸴年 

㸯㸰᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人間教育学ㄅ 

 人間教育学研究ࠖࠕ

➨㸰ྕ 

㹮㹮㸯㸰㸯㸫㸯㸰㸷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᑠ学ᰯ中学ᰯの⩏ົ教育ᮇおࡿࡅ教育

のᙺࠊࡣ人間教育のほⅬ࡛のᅵྎࢆ⠏ࡶࡃ

の࡛あࡑࠋࡿの㔜せᛶかࠊࡽ学ᰯ教育άືࡣ

ᑠ学ᰯ中学ᰯの㐃ᦠࢆᛕ㢌ࠊࡁ⨨ඹ⌮

ゎしࠊඹᡭࢆᦠࡓ࠼教育ࢆᐇ㊶すࡿヨࡀࡳ

ከࡃなࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 本✏おࠊࡣ࡚࠸大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᆅ

༊ྜྠ研究おࡿࡅලయⓗなྲྀࡳ⤌ࡾか

 ࠋࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘ⩏ពᑠ中㐃ᦠのㄢ㢟ࠊࡽ

ᑠ中㐃ᦠのព⩏ࡑࠊࡣのᐇ㊶ࡓࡗ⾜ࢆᑠ

学⏕のࠊ中学ᰯ௨㝆の学ຊࠊ⏕άのᵝ子࠸ࠊ

ࡲࠊࡾᚲせ࡛あࡀの⤒年ほᐹのᐇែなࡵࡌ

学年࠸な࡛࠺ࡑ学年ࡓࡗ⾜ࢆᑠ中㐃ᦠࠊࡓ

のẚ㍑研究ࡑࠊし࡚ᑠ中㐃ᦠ教育の᪉ἲ㠃࡛

のຠᯝのᐇド研究ࡀᚲせ࡛あࠊࡾከᒱࡓࢃ

ࠊࡵ㐍ࢆの㐃ᦠ༠ຊᰯࠊࡣ࡚࠸おᚋࠋࡿ

ᑠ中㐃ᦠ教育の研究ࡽࡉࢆ㐍ࡵなࡤࢀࡅな

 ࠋ࠸なࡽ

 

㸯㸯㸬学ᰯ安・安

教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༢ⴭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸵年 

㸯᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸲年度㹼ᖹᡂ㸰

㸴年度⛉学研究㈝⿵ຓ

金（ᇶ┙研究(㹀)ㄢ㢟

␒ྕ ࡕの࠸ࠕ24330254

の教育カ࣒ࣜࣔࣛࣗ࢟

ルの㛤Ⓨⓗ研究ࠖ研ࢹ

究ᡂᯝሗ࿌書 

 の教育ࡕの࠸ࠕ

カࣜࢹ࣒ࣔࣛࣗ࢟ルの

㛤Ⓨᐇ㊶ࠖ 

㹎㹎㸵㸵㸫㸷㸳 

 

 

 

 

 

本✏ࠊࡣᖹᡂ㸰㸲年度㹼ᖹᡂ㸰㸴年度⛉学

研究㈝⿵ຓ金࠸ࠕのࡕの教育カ࣒ࣜࣔࣛࣗ࢟

の࠸ࠕルの㛤Ⓨⓗ研究ࠖの研究ᡂᯝሗ࿌書ࢹ

㊶ᐇルの㛤Ⓨࢹ࣒ࣔࣛࣗ࢟の教育㸫カࣜࡕ

㸫ࠖの中のࠊ➨㸲章 学ᰯ安・㜵⅏部の

ሗ࿌ࠊ➨㸯⠇学ᰯ安（PP77-81）➨㸰⠇安

教育（PP82-95）の部ศࢆ༢ⴭしࡶࡓの࡛あ

ࡅお大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯࠋࡿ

⛉安ࠕࠊࡸࡳ⤌ࡾ学ᰯ安のྲྀࡿ ࡚࠸おࠖ

࠸ࡘᐇ㊶ෆᐜ安教育の᪉ἲࡔࢇ⤌ࡾྲྀ

࡚㏙ࠋࡓ 

 

 

 
 
 

人間－138



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸯㸰㸬 ඣ❺のⓎ㐩ẁ㝵

ࣉ安教育ࡓ៖し⪄ࢆ

ロ࣒ࣛࢢの㛤Ⓨ㛵す

ඣ❺の安ࠕ研究 㸫ࡿ

ព㆑ᑻ度（SASC）ࠖ の

㛤Ⓨ㛵すࡿᇶ♏ⓗ研

究㸫 

A study on the 

development of safety 

education program in 

consideration of the 

developmental stage 

of the children 

-Basic research on the 

development of 

“Safety Awareness 

Scale of Children 

�6$6&�͇-（ᰝㄞㄽᩥ） 
 

༢ⴭ ᖹᡂ㸰㸵年 

㸯㸰᭶ 
 

人間教育学 

 人間教育学研究ࠖࠕ

➨㸱ྕ 

㹮㹮㸷㸵㸫㸯㸮㸴 
 

本研究おࡾࡼࠊࡣ࡚࠸ỗ⏝ᛶの高࠸安

教育ࣉロ࣒ࣛࢢの㛤Ⓨࢆᛕ㢌ࠊඣ❺のⓎ㐩

ẁ㝵ࢆ⪃៖しࡓ安教育ࣉロ࣒ࣛࢢの㛤Ⓨ

㛵すࡿ研究おࠕࠊࡿࡅඣ❺の安ព㆑ᑻ度

（SASC）ࠖの㛤Ⓨ㛵すࡿᇶ♏ⓗ研究ࡇ࠺⾜ࢆ

ඣ❺の安ព㆑ᑻࠕࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓし目ⓗࢆ

度（SASC）ࠖの㛤Ⓨ㛵すࡿᇶ♏ⓗ研究し࡚ࠊ

බ❧ᑠ学ᰯの༠ຊᰯ㉱ࠊࡁSACSࡓ࠸⏝ࢆ

๓ㄪᰝࠊ安教育の授業ࠊᚋㄪᰝ࠺࠸ὶ

࡚࠸お安教育の授業ࠋࡓࡵ㐍ࢆㄪᰝ࡛ࢀ

ࢆ一授業ྠ࡛ࢀࡒࢀࡑࠊప・中・高学年ࠊࡣ

ᐹ⪄ࡓ目し╔㉁ၥෆᐜࢆㄪᰝ⤖ᯝࠋࡓࡗ⾜

⾜ࢆᐹ⪄ࡓ目し╔授業のඣ❺のᵝ子ࠊ

ᐇ㊶ࡓࡆୖࡾ本研究࡛ྲྀࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓࡗ

࡛あࠕࡿ知ࡽな࠸人ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗ࠸࡚࠸ࡘࡣ

安教育ෆࡓし㢟ᮦࢆ࠼教࠺࠸ࠖࢇࡏࡲ

ᐜࠊࡣప学年ࡑࡶ᭱ࡀのጇᙜᛶࡀ高࠸ぢな

す⬟ྍࡀࡇなࠋࡓࡗ 
 

㸯㸱㸬学ᰯ安のㄢ㢟

 ⪄一ㄽࡿ㛵すᒎᮃ

㹼教訓教ᮦ教師

 㹼࡚࠸ࡘ

 

 

 

 

 

 

༢ⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸶年 

㸰᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

大㜰教育大学㝃ᒓụ田

ᑠ学ᰯ研究紀せ・㞧ㄅ 

 ࠖࢁࡇࡈࠕ

㹮㹮㸳㸴㸫㸴㸮 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸵年㸵᭶ࠊዉⰋ┴香Ⱚᕷ࡛ᑠ学ᰯ

㸴年のዪඣࡀㄏᣂࡓࢀࡉ௳ࡣୡ間ࢆ㟈᧢ࡉ

ྠࠊࡀࡓࡗࡔ↓ࡣዪඣのࡶ࠸ᖾࠋࡓࡏ

ࡣ࡛↓ࠊࢀࡽཤࢀ㐃≀の㨱↛✺࠺ࡼࡌ

なかࡓࡗࡣࡕࡓ⚾ࢆᛮ࠸ฟす2004ࠋ年のዉ

Ⰻᑠ㸯ዪඣẅᐖ௳ࡸ 2014 年Ⓨ⏕しࡓ⚄

ᡞዪඣ㑇య㑇Რ௳2015ࠊ年の和ḷ山ᑠ㸳ẅ

ᐖ௳なࡽࢀࡇࠊの㐃ࢀཤࡾ௳࡛ࠊࡣᮍ

᮶のあࡿᑠ学⏕のඣ❺ࡀࢆኻ᭱ࠊ࠺࠸࠺

ᝏの⤖ᮎࢆ㏄ࡇࠋࡿ࠸࡚࠼のࠊᗂ࠸大ษな

㛵し≢㜵ࠋのかࡓࡗなかࡁ࡛ࡣࡇ࠺ᩆࢆ

教教訓ࠊࡽࡀ㉳しなࢆ௳ලయⓗなࠊ࡚

ᮦ教師࠺࠸ࠊ㸱ࡘのどⅬ࡛記㏙しࠋࡓ 

 

㸯㸲㸬ീຊ㐀ᛶ

美⾡教育のࡿすྜ⤖ࢆ

ྍ⬟ᛶ 

Possibility of 

education to combine 

the creativity and 

imagination 

（ᰝㄞㄽᩥ） 

 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸶年 

㸯㸰᭶ 

 

᪥本人間教育学 

 人間教育学研究ࠖࠕ

➨㸲ྕ 

㹮㹮㸳㸵㸫㸴㸱 

 

ᅜ㝿➇தࢆᒎ㛤すࡿ教育ᨻ⟇ࠊࡣ⛉学ᢏ⾡

ᅜẸ㐨ᚨの教育ഴᩳし࡚ࡃ࠸中࡛ࡽࡉࠊ

学ᰯ教育㈝ࡣᜏᖖⓗな๐ῶࡾ⧞ࢆ㏉しࠊⱁ⾡

教⛉の授業ᩘࡣ大ᖜ๐ῶࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉ次

の学⩦ᣦᑟせ㡿のᨵゞ㛵すࠊࡣ࡛⏦⟆ࡿ特

ูの教⛉し࡚の㐨ᚨのタ⨨ࠊⱥㄒ教育の

ᐇのࡵࡓの授業ᩘのቑ加ࣉࠊロ࣑ࣛࢢンࢢ

学⩦の᥎㐍なࡾ┒ࡀ㎸ࡲࠊࢀࡲすࡲすⱁ⾡

㡿ᇦのᏑᅾሙᡤࡃ࠸࡚ࡗࡲ⊂ࡀឤࡵྰࡣな

の教育ࢺ࣮ࠊの⌧ᐇの中ࡑࠊࡣ࡛✏本ࠋ࠸

ⓗព⩏ࢆⓎぢࠊ☜ㄆすࡇࡿのᛴົࢆឤ

ドし᳨ࢆ㊶教育のᐇࢺ࣮㏆⌧௦のࠊࡘࡘࡌ

なࡽࡀ美⾡教育ࡀႏ㉳すࡿ教育のྍ⬟ᛶ᥋

㏆すࢆࡇࡿ目ⓗしࠋࡓ 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸯㸳㸬ࠕ௳の教訓かࡽ学

学ᰯ安 㸫ụ教師ࡪ

田ᑠ学ᰯ௳かࡽのⓎಙ

 し࡚㸫ࠖどⅬࢆ
 

༢ⴭ ᖹᡂ㸰㸷年 

㸯㸮᭶ 
 

特ูㄢ㢟研究ࠕ㟈⅏・

学ᰯ༴ᶵ教師教育ࠖ

研究ሗ࿌㞟 

㟈⅏・学ᰯ༴ᶵの教ࠕ

訓かࡽ学ࡪ 㸫ᕼᮃあ

の⌮ㄽࡵࡓᮍ᮶のࡿ

 㸫࡚ࠖࡅࡴ

᪥本教師教育学 

pp.㸯㸰㸵㸫㸯㸱㸲 
 

ඣ❺ࡀ⏕ࢆ⬣かࠊࢀࡉあࡣ࠸ࡿኻ࠺

㐣ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸なࡓ⤯ࢆᚋࡣࠊᨾࠊ௳

ཤの௳ࡸ⅏ᐖの教訓ࡣ⏕かࡿ࠸࡚ࢀࡉの

か࠺࠸ၥࡇࡑࡓࡲࠋࡿࡌ⏕ࡀ࠸㝶し

ఱࡣかす᪉ἲ⏕ࢆ教訓ࠊఱかࡣ教訓ࠊ࡚

かࠊ教訓ࢆ⏕かすのࢀࡔࡣか࠺࠸ၥࡘ࠸

ඣ❺のࠊし⌮ᩚయ⣔ⓗࠊࡡ㔜ࢆ㆟ㄽ࡚࠸

ࡇࡃ࠸し࡚教訓ࡿࢀࡉか⏕ࡁࡘࡧ⤖

ụ田ࠊ一度ࠊࡣ࡛✏本࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡀᛴࡀ

ᑠ学ᰯ௳ࡕ❧ᡠࠊࡾ௳ࡀṧしࡓ教訓

学ᰯ安のྲྀࡓⓎಙしࡀ㝃ụᑠࠊのᚋࡑࠊ

ࡽࢀࡑࠊࡀ教師ࡃࠊし࡚どⅬࢆࡳ⤌ࡾ

教訓ࢆの࠺ࡼ学ᰯ安⏕かし࡚ࡃ࠸

のか࡚࠸ࡘㄽ⪃しࠋࡓ 
 

㸯㸴.௳ ・ᨾ・⅏ᐖ

おࡿࡅ学ᰯᑐᛂඣ

❺の安・安ᚰ㛵すࡿ

研究 

A Study of school`s 

response to 

incidents ,accidents , 

disasters , and safety  

and security of 

children. 

（ᰝㄞㄽᩥ） 

 

ඹⴭ 
 
 

ᖹᡂ㸰㸷年 
㸯㸰᭶ 
 

 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育
学研究 
 人間教育研究ࠖࠕ
➨ 1ྕ（หྕ） 
PP.55㸫71 
 

 

・௳ࡓࡗ㐼ᐖ⿕ࡀඣ❺⏕ᚐࠊ࡛ࡲࢀࡇ 
ᨾ・⅏ᐖおࡑࠊ࡚࠸の≢⨥ᶵືࡸᶵࠊ
あࡣ࠸ࡿ⮬ᕫのⓎ⏕原ᅉࡸ⅏ᐖࡿࡼ⿕⅏
≧ἣࡣ࡚࠸ࡘከࡃㄒࠊࢀࡽ研究ࡁ࡚ࢀࡉ
௳・ᨾ・⅏ᐖࡽࢀࡑࠊࡣ本研究࡛ࠋࡓ
おࠊ࡚࠸学ᰯࡣの࠺ࡼᑐᛂしࡑࠊのᑐᛂ
㐣ཤの研究ࠊ࡚࠸ࡘのかࡓࡗࡔ㐺ษࡣ
 ࠋࡓㄽ⪃しࡶࢆ
ⴭ⪅㸭松井典夫・ྂ田ᾈ大・竹中㐭一㑻・中
本ᑗ㤿・ụୖ⣪⪨・森高千ᬗ・ᡞᕝ⌮ኟ 
 本人(松井)ࠊࡣ本研究の⏬ࠊᵓᡂࠊ授業
ᐇ㊶ࠊㄽᩥᇳ➹ࢆᢸᙜしࠋࡓ 

 

㸯㸵.⿕⅏ᆅᑠ学ᰯ࡛の

 ㊶のᐇࢣࡿࡼ⏬⤮

㸫⇃本ᆅ㟈⯆ࣉࢺ࣮

ロࢺࢡ࢙ࢪのඣ❺教師

 㸫ࡕࡓ

Practice of care by 

painting at elementary 

school in disaster area 

㸫 Kumamoto earthquake 

reconstruction art 

project and children 

and teachers – 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸱㸮年 
㸱᭶ 
 
 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ 
➨㸶㞟 
PP.87-95 
 
 

本研究ࠊࡣ⅏ᐖおࡿࡅ学ᰯࠊ教師ࠊඣ❺
⏕ᚐ㛵㐃し࡚㸰ࡘのㄢ㢟ࢆぢฟしࠋࡓ一ࡘ
し࡚ぢయࢆ教師ࠖࠕࡿࡅお⅏ᐖࠊࡣ
ឤ࡛㑊㞴ᡤࡓ࠼㉸ࢆのከᛁឤࡑࠊࡁࡓ
なࡣ๓なの࡛ࡾࡓᙜࡣ教師のጼࡿ㐠Ⴀすࢆ
あ࡛⪅ࡿࢃ㛵学ᰯ教育の᥎㐍ࡣ教師ࠊࡃ
ࠊࡃなࡣの࡛ࡶ㑊㞴ᡤのࡸ⪅⅏⿕ࡣࢀࡑࠊࡾ
教師ࡣ学ᰯࡑࠊし࡚子ࡕࡓࡶのࡶの࡛あࡿ
࠺ࡶࠋࡿㄆ㆑のᚲせᛶ࡛あ࠺࠸ 1Ⅼࠊࡣ㜵
⅏教育のあࡾかࡓし࡚ࡣࢀࡑࠊ次᮶ࡿࡓ
⅏ᐖの‽ഛࠊᑐᛂのࡵࡓの教育࠺࠸ព⩏
⅏ᐖᚋのᚰࢆのどⅬࡑࠊののࡶࡿࢀࡽࡵㄆࡣ
のࢣ╔目しࡓ教育ࡑࠊࡁ⨨の᪉ἲࢆᵓ
⠏し࡚ࡃ࠸ᚲせᛶࡀあ࡛ࡇ࠺࠸ࡿあࠋࡿ 
本ᆅ⇃ࡣ本研究࡛ࠊࡽㄢ㢟の╔║かࡽࢀࡇ 
㟈おࠊ࡚࠸学ᰯ㛤┤ᚋᐇ㊶ࡓࢀࡉ⯆
ᚰࠕࠊし࡚ࡑࠋࡓὀ目しࢺࢡ࢙ࢪロࣉࢺ࣮
の⯆ࠖࢆ目ⓗすࡿ教育άືの᭷ຠᛶࠊࢆ
ඣ❺ࠊ教師ࠊ教ᮦの㸱ࡘのどⅬか᳨ࡽドすࡿ
 ࠋࡓし目ⓗࢆࡇ
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸯㸶㸬教師教育のどᗙ

おࡿࡅᅜ㝿⌮ゎ教育のᚲ

せᛶの⪃ᐹ 㸫教職ᚿ

ᮃ学⏕の㛤Ⓨ㏵ୖᅜ研ಟ

ࢽマࢺス࢟テࡿࡅお

ンࢢかࡽ㸫 

A study on the necessity 

of international 

understanding 

education in the 

viewpoint of teacher 

education. 

-From text mining in 

developing country 

training for teacher 

aspiring students- 

 

 

༢ⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ᖹᡂ㸱㸮年 
㸷᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ 
➨㸷㞟 
PP.137-146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㏆年ᡃࡀᅜおࠊ࡚࠸᪥⣔人ࡴྵࢆእᅜ人の
᪥ࡀቑ加し࡚ࢀࡑࠋࡿ࠸క࣮ࣗࢽࠊ࠸カ
マ࣮のඣ❺⏕ᚐの教育ࡸᑐᛂࠊ♫ⓗၥ㢟
ࠊ学ᰯ㐺ᛂࠊⓗ༴ᶵ（㈋ᅔ）῭⤒ࠊし࡚
ẕᅜの㒓ឋࡀࡽࢀࡑࠊ」ྜⓗΰᅾしࡓ⤖
ᯝࡵࡌ࠸ࡿࡼ➼なࠊከࡃのၥ㢟ࡀᣦࡉ
カマ࣮࣮ࣗࢽࡽࢀࡑࠊࡣ本研究࡛ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
࡚ࡗ教師ࡣᅜ㝿⌮ゎࠊࡵࡌࡣࢆの教育
㔜せな㈨㉁⬟ຊ࡛あࡶࡿかかࠊࡎࡽࢃ教師
教育のどᗙおࡑࠊ࡚࠸のㄆ㆑ࡸᑐᛂࡀ㐍ࢇ
大学ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓしㄢ㢟ࢆࡇ࠸な࠸࡛
おࡿࡅ教ဨ㣴ᡂㄢ⛬࡛の教職ᚿᮃ学⏕のᾏ
እ研ಟࢺࢵࢤ࣮ࢱࢆし࡚ࠊ研ಟཧ加学⏕の
ᚋ⮬由記㏙のసᩥࢆテ࢟スࢺマࢽンࢢ
ࢺࢵࢤ࣮ࢱࠊࡽかࡇࡑࠋࡓศᯒし࡚ࡗࡼ
しࡓ㛤Ⓨ㏵ୖᅜ研ಟࠊࡣ教職ᚿᮃ学⏕のᅜ㝿
⌮ゎࢆ㐍ࠊࡵ᭷ຠ࡛あࡣࡇࡿ明☜なࡓࡗ
教ဨの㈨ࡸࣈテࢡ࣌ス࣮ࣃルࣂロ࣮ࢢࠊࡀ
㉁⬟ຊྥୖ㛵し࡚ࡽࡉࠊࡣなࡿ研究ࡀᚲせ
࡛あࡀࡇࡿ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 
 

㸯㸷㸬⅏ᐖおࡿࡅ教

師の職業ⓗᙺ 㸫ࠕ

ឤࠖࠕከᛁឤࠖ╔

目し࡚㸫 

Occupational role of 

teacher in case of 

disaster  

-Focusing on “sense of 

PLVVLRQ͇� DQG� ͆EXV\�

IHHOLQJ͇- 

（ᰝㄞㄽᩥ） 

 

ඹⴭ 
 
 
 
 
 

 

ᖹᡂ㸱㸮年 
㸷᭶ 
 
 
 

᪥本教師学学ㄅ 
 教師学研究ࠖࠕ
➨ 21ᕳ ➨ 2ྕ 
PP.13㸫21 
 
 

本研究࡛ࡣ㸪⅏ᐖお࡚࠸㸪ࡑの教師のࠕ職
業ⓗឤ ࡿࡅおἣ≦࠸ไのຠかな⤫ࡣࠖ
ከᛁឤࠕ ௬࠺࠸か࠸なࡣの࡛ࡿ㥙すࠖࢆ
ㄝࡑࠋࡓ࡚❧ࢆし࡚㸪⇃本ᆅ㟈お࡚࠸教ဨ
し㸪㠀⅏ᐖᆅᇦのルࢹࣔࢆᙺࡓしࡓᯝࡀ
教ဨのࠕឤ ࢆのẚ㍑ㄪᰝከᛁឤࠖࠕࠖ
教師の職ࡿࡅお㸪⅏ᐖ࡚ࡗࡼࡇ࠺⾜
業ⓗឤのᐇែࢆ明ࡽかすࢆࡇࡿ目
ⓗし࡛ࡇࡑࠋࡓ本研究࡛ࡣ㸪⇃本ᆅ㟈お
教ဨࡿົす学ᰯࡓ⅏し⿕࡚࠸ 26 ྡ㸪㠀
⅏ᐖᆅᇦし࡚㸪Ẹ間ദの研究ཧ加し
ᑠ学ᰯ教ဨࡓ 31 ྡ㸪ཬࡧ㛵西ᅪのᑠ学ᰯ教
ဨ 16 本⩌の⇃ㄪᰝࢺ࣮ࢣンのẚ㍑ྡ
ᑠ学ᰯ教師㸴ྡ㠀ᵓ㐀ンࢆ࣮ࣗࣅࢱ
ᐇしࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪ឤ㛵し࡚ࡣ㸪⿕
⅏の᭷↓かかࡎࡽࢃ高࠸ឤࢆ᭷し࡚
㸪ከ࡚࠸お教ဨࡓ㦂し⤒ࢆ㠃㸪⿕⅏ࡿ࠸
ᛁឤࡸෆⓗ⤫ไឤの高ࡀࡉ㸪⮬ࡽのᏑᅾ౯್
ࡀᐇែ࠸な࠸࡚ࡗࡀなࡘࡾࡲពḧの高ࡸ
明ࡽかなࠋࡓࡗ 
ⴭ⪅㸭松井典夫・岡村季光 
 本人(松井)ࠊࡣ本研究の⏬ɔࠊ ᡂࠊㄪᰝࠊ
ㄽᩥᇳ➹ࢆᢸᙜしࠋࡓ 
ㄽᩥࠊࡣ࡚࠸ࡘ㸯㸬本研究の⫼ᬒ 㸲㸬ࡲ
 ࠋࡓᢸᙜしࢆᐹ⪄ࡵ
 

㸰㸮㸬教職ᚿᮃ学⏕ࡀ༴

ᶵ⟶⌮ព㆑のᅜ㝿ⓗな┦

㐪ࢆㄆ㆑すࡇࡿの᭷ຠ

ᛶ㛵すࡿ⪃ᐹ 

㸫ࠕ学ᰯ安ࠖおࡿࡅ

␃学⏕᪥本人学⏕の学

 㸫ࡽのẚ㍑かࡧ

A  study on the 

effectiveness of 

recognizing 

international 

differences of crisis 

management 

consciousness by 

students who wish to be 

teachers. 

- From a comparison of 

the studies of  

༢ⴭ ᖹᡂ㸱㸯年 
㸱᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ 
➨㸯㸮㞟 
pp.113㸫122 
 

本研究࡛ࠊࡣᾏ㐨ᆅ㟈おࡿࡅゼ᪥እᅜ人
࡚࠸おの௦ࡽかࢀࡇࡀㄢ㢟ࡓ㠃し┤ࡀ
┳㐣࡛ࡁな࠸ㄢ㢟࡛あࠊࡓࡲࠊࡾの学ᰯ
教育おࡿࡅእᅜ⡠ඣ❺⏕ᚐのቑ加కࠊ࠸
のかࠖࡪ学ࢆఱࠕࡀ⏕ᚿす学ࢆ教職ࡽかࢀࡇ
⌮⟶ㅖእᅜの༴ᶵࠊࡁࡓࡗ❧どⅬ࠺࠸
ព㆑ࡑࡸの᪉ἲ࡚࠸ࡘ学ࡇࡪのᚲせᛶ
教職ࠊࡣ本研究࡛࡛ࡇࡑࠋࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘ
ᚿᮃ学⏕ࡀ᪥本௨እのᅜの༴ᶵ⟶⌮࠸ࡘ
࡚知ࠊࡣࡇࡿ教ဨの㔜せな㈨㉁⬟ຊの一㠃
学ᰯ安ࠖのࠕࠊ࡛ୖࡓ௬ᐃしࡿᙧᡂすࢆ
授業おࡿࡅ中ᅜ人␃学⏕᪥本人学⏕の
学࡚࠸ࡘࡧẚ㍑᳨ウしࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓ学⏕の
Ⓨ⾲の㝿記㏙しࡓ⮬由記㏙ឤᩥࢆテ࢟
スࢱ࣮ࢹࢺし࡚⏝しࠊテ࢟スࢺマࢽン
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆศᯒ࡚ࡗࡼࢢ
୧⪅の学ಟࢆẚ㍑しࠊࡁࡓ༴ᶵ⟶⌮お࠸
ࠕ࡚ 人ࠕࠊࡁ⨨ࢆࡁ大の㔜᭱のࡶ࠺࠸ࠖ

のࡶ大ษ࡛あࡤࢀࡁ࡛ࠊࡾᩆ࠸ࠖ࠸ࡓ࠸
᪥本人学⏕中ᅜ人␃学ࡶ࡚࠸おឤぬ࠺
しかࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀࡇす♧ࢆᵝの㉁ྠࡣ⏕
しࠊ授業の中࡛ࡃࡼࡶぢࡇࡓࢀࡽし࡚ࠊ 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

 international 

students and Japanese 

students  

LQ�͆VFKRRO�VDIHW\͇�- 

 

 

   中ᅜ人␃学⏕のᛮ⪃し࡚ࠊࡣ㐨ᚨⓗなឤ
なࡣࡿㄒ࡚࠸ࡘ⌮⟶༴ᶵࡸࠖࠕ࡛ࡅࡔ
㔜せ࡛ࡀ┙のᇶᢏ⬟なࡸ知㆑ࡣࡇࡑࠊࡃ
あ࠺࠸ࡿⓎࡀあࡑࠋࡓࡗの࠺ࡼな中ᅜ人
␃学⏕のⓎゝࠊⓎࡣ᪥本人学⏕ࠊ࡚ࡗ
大ࡁな่⃭なࡀࡇࡿ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 
 

㸰㸯. 教ဨࠕࡿࡼㄒࡾ

㛵すンマࣞࢪのࠖࡂ⥅

研究㸫௳・ᨾ・⅏ࡿ

ᐖのᮍయ㦂教ဨࠕ⎔≧

島ࠖࢹࣔࢆルし࡚㸫 
 

 

 

 

 

༢ⴭ 
 

令和㸯年 
9᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ 
➨㸯㸯㞟 
pp.135㸫142 
 

本研究࡛ࠊࡣ⿕⅏య㦂のなࠊ࠸あࡣ࠸ࡿ学ᰯ
教育⌧ሙ㛵㐃しࡓ௳ࠕࠊ࡚࠸ࡘ௳ࢆ
知ࡽなࠖ࠸教ဨࠕࡀㄒࠖࡂ⥅ࡾの㈐ົࢆ㈇ࡗ
ࡇࡿすかࡽ明࡚࠸ࡘンマࣞࢪのࡑࠊࡓ
ࠖࡂ⥅ࡾㄒࠕࠊの中࡛ࡑࠋࡓࡁし࡚目ⓗࢆ
のࣞࢪンマࠊࡣ⎔≧島（ᐑᆅ,2007）の࣏
ンࢺン࡚ࡗࡼ࣮ࣗࣅࢱ明ࡽかなࡗ
ンマࣞࢪのࡑࡀルࢹのࣔࢀࡒࢀࡑࠊࡓࡲࠋࡓ
ࡸሙのኚ❧ࠊし࡚ࡅかࡗࡁࡿ࠼㉺ࡾࢆ
⪅かࡽのホ౯ࡀᙉࡃാࢃࡀࡇࡓ࠸かࡗ
 ࠋࡓ
 

㸰㸰. 教職ᚿᮃ学⏕の

యࡿ㛵す学ᰯ安ࠖࠕ

㦂ⓗ学ಟの᭷ຠᛶ 
 

 

 

 

༢ⴭ 
 

令和㸰年 
1᭶ 

ᅜ⚾❧大学教職ㄢ⛬
༠ ࠕ教師教育研究  ࠖ
➨㸱㸰ྕ 
pp.63㸫74 
 

本研究࡛ࠊࡣ教ဨの㈨㉁⬟ຊし࡚の学ᰯ安
のᚲせᛶのㄆ㆑ᐇ⾜ຊࠊࡣ教ဨなࡿ๓
のẁ㝵ࠊ教職ᚿᮃ学⏕の学ಟの中࡛育ࡿࢀࡲ
❧ࢆ௬ㄝ࠺࠸か࠸なࡣ᭷ຠなの࡛ࡀࡇ
ࢥ⛬教職ㄢࠊ2017年ࠊな中࠺ࡼのࡑࠋࡓ࡚
カ࣒ࣜࣛࣗ࢟おࠕࠊ࡚࠸学ᰯ安のᑐᛂࠖ
⦌⤒のㄢ㢟の࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࢀࡉᚲಟ㡯目ࡀ
学ᰯ安ࠖࠕか࠸ࡀ⏕教職ᚿᮃ学ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ
ࡼのの㈨㉁⬟ຊ教職ࡀࢀࡑࠊࡧ学ࢆ
ᐇ⏬ィࠊのかࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅࡘࡧ⤖࠺
 ࠋࡿࡃ࡚ࡗなᚲせࡀド᳨ホ౯ࠊ㊶
 本研究おࠊࡣ࡚࠸教職ᚿᮃ学⏕ࡀ学ᰯ安
ࢆ学ࡘࡦࡪのࣔࢹルし࡚ࠊయ㦂ⓗ学ಟ
のពし࡚の学ᰯ安教ဨの㈨㉁⬟ຊࠊࡀ
㆑のࡃࡘࡧ⤖࠺ࡼのかࠊᐇ㊶学⏕の
ᛂか᳨ࡽドしࠋࡓ 
 

 （のࡑ）

 教ᮦのసᡂࠖࠕ

 

 

   

㸯㸬教職⾲⌧ຊ₇⩦࣮ࣀ

 ࢺ

 

ඹⴭ ᖹᡂ㸰㸵年 

㸲᭶ 

 

ዉⰋ学ᅬ大学 

 

西㎷正・山本美紀⦅ 

岡村季光・岡野聡子・高木悠哉・松井典夫ⴭ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部のᚲಟ⛉目࡛

あࡿ教職⾲⌧ຊ₇⩦の教ᮦし࡚ࠊ授業ᢸᙜ

⪅࡛㏻年⏝ྍ⬟な教ᮦࢆసᡂしࠋࡓ 

 

     ࠖ学Ⓨ⾲(ᢒ㘓)ࠕ

㸯㸬ࠗ安教育カࣜࣛࣗ࢟

 研究ࡿ㛵すのᵓ⠏࣒

㹼大㜰教育大学㝃ᒓụ田

ᑠ学ᰯࠕ安⛉ࠖのᐇ㊶

かࡽ㹼࠘  

 

㸫 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸰年

㸷᭶ 

 

 

 

᪥本安教育学➨ 11

ᅇᐑᇛ大 

( ᐑᇛ教育大学) 

 

 

ᖹᡂ 13年ඣ❺ẅയ௳ࢆዎᶵし࡚ጞࡓࡵ

安教育ࠊࡣ㜵≢のカテ࣮ࣜࢦ特しࡓ安

教育ࠋࡓࡗࡔしかしࠊ子ࡕࡓࡶの目の๓

㏻安ࢆ安教育ࠊࡁࡓ࠼⪄ࢆ༴㝤ࡿあ

ࡸ⅏ᐖ安教育ࢆᢤࡁし࡚ㄒࡣࡇࡿ

ࠊ㏻安ࠊά安⏕ࠊ≢㜵࡛ࡇࡑࠋ࠸なࡁ࡛

⅏ᐖ安ࠊの大ษࢆࡉᐇឤすࡿ授業ࠊの 5

カテࢆ࣮ࣜࢦ安⛉お࡚࠸ᐇ㊶し࡚ࠋࡿ࠸

しかしࠊカ࣒ࣜࣛࣗ࢟のᵓ⠏ࠊࡁࡓ࠼⪄ࢆ

ඣ❺の安ᑐすࡿ㐺ᛶ（知㆑・ᢏ⬟・⾜

ື・⥴㠃おࢆ（࡚࠸ᢤࡁし࡚ࡣㄒࢀな

安ࠕ本ᰯࠊࡣ࡚࠸お本研究ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸

⛉ のࠖᐇ㊶ࡶࢆඣ❺の安ᑐすࡿ㐺

ᛶ᳨ࢆドしࠊⓎ㐩ẁ㝵ࢆ⪃៖しࡓ安教育

カ࣒ࣜࣛࣗ࢟のᵓ⠏࡚࠸ࡘⓎ⾲しࠋࡓ 

 

人間－142



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸰㸬安⛉の授業おࡅ

ඣ❺の安ព㆑のኚᐜࡿ

 研究ࡿ㛵す

 

㸫 

 

 

ᖹᡂ㸰㸰年 

㸯㸮᭶ 

 

᪥本教育大学༠研究

㞟（ 島根┴ࢧン

 （ࡶࡃࡽࡴ࣮࣏ࣛ

 

 本Ⓨ⾲ࠊࡣ᪥本教育大学༠ࡀദしࡶࡓ

の࡛あࠊࡾ➨㸱ศ⛉ࠕ㝃ᒓ学ᰯのᨵ㠉ᐇ

㊶のືྥ࡛ࠖࠕ安⛉の授業おࡿࡅඣ❺の

安ព㆑のኚᐜ㛵すࡿ研究 し࡚Ⓨ⾲しࠖ

ࡘ安教育の᭷ຠᛶࠊ特ࠋࡿの࡛あࡶࡓ

㊶授業ᐇࡓ࠸⏝ࢆ安安ᚰᵝ┦ᅗࠖࠕࠊ࡚࠸

安教育のࠊⓎ⾲し࡚࠸ࡘඣ❺のኚᐜࠊ

᭷ຠᛶのᐇド࡚࠸ࡘⓎ⾲しࠋࡓ㏻安学

安安ᚰᵝ┦ᅗࠖࠕࡣ学⩦๓ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⩦

࣏ࡃከᅗの中ᚰ㏆ࡀ❺のඣࡃከࠊࡣ࡛

ンࢺし࡚ࠊࡀࡓ࠸授業ᚋࠕࡣ安・༴㝤ࠖの

カテ࣮ࣜࢦከ࣏ࡃンࢺしࡇࠋࡓのࡇ

ࡗなかࡽ明ࡀඣ❺のኚᐜࡿࡼ授業ࠊࡾࡼ

ࠊỈ㞴⅏ᐖࠊࠋࡓⓎ⾲しࢆෆᐜ࠺࠸ࡓ

ࢆᐇឤすࡿ授業のᐇ㊶ࠊࡶ࡚࠸ࡘ授業๓

࡛ࡀࡇࡿぢどぬⓗࢆඣ❺のኚᐜࠊᚋの

 ࠋࡓෆᐜ࡛Ⓨ⾲しࡿࡁ

 

㸱㸬ඣ❺のⓎ㐩ẁ㝵お

安教育の᭷ຠᛶࡿࡅ

㛵すࡿᐇドⓗ研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㸫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸱年 

㸯㸯᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

᪥本ࣇ࣮ࢭテࣉ࣮ロ

ン学 ➨㸳ࣙࢩ࣮ࣔ

ᅇ学⾡大（ 大㜰

教育大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究おࠊࡣ࡚࠸一ࡘのᐇ㊶ࢆప・中・

高学年࡛⾜ࡑࠊ࠸の┦㐪ࢆ明ࡽかしࠊⓎ㐩

ẁ㝵ࡈの安教育カ࣒ࣜࣛࣗ࢟のసᡂࡘ

なࢆࡇࡿࡆ目ⓗしࡶࡓの࡛あࠋࡿ㜵≢ࣈ

ࠋࡓし㢟ᮦࢆ授業ࡿ㛵すの⏝᪉ἲ࣮ࢨ

㜵≢ࠊࡣ࣮ࢨࣈす࡚のඣ❺ࡀ㏻学ࣜࣗࢡࢵ

ᑐす࣮ࢨࣈ≢㜵ࠊしかしࠋࡿ࠸╔し࡚

ప・中・高ࠊな࠼ᵓࡿᑐす⏝ࠊព㆑ࡿ

学年࡛ࡣ大ࡁな┦㐪ࡀぢࡿࢀࡽணࢀࡉ

ᐇែ࡚࠸⏝ࢆ安安ᚰᵝ┦ᅗࠖࠕࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ

ࠊྠࡶࡿㄪᰝすࢆ 授業ࢆ 3学年࡛⾜ࠊ࠸

ඣ❺の授業おࡿࡅ記㏙なࡶࢆㄪᰝ

ࢀࡘࡿࡀୖࡀ学年ࠊし࡚ᐹ⪄ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

Ⓨ育ࡀᡃ⮬ࡿᑐすࢺン࣓ࢪࢿマࢡスࣜࠊ࡚

すࠋࡿしかしࡣࢀࡑࠊᐇែࢆకࢃな࠸ሙྜࡀ

ከࠋ࠸ప学年࡛ࡣ⮬ᑛឤࢆ育ࠊࡳ中学年࡛

ᕫព㆑の⮬ࡣし࡚高学年࡛ࡑࠊᐇ㊶ⓗなࡣ

ᵓ⠏࠸ࡽࡡࢆすࡿ授業ᵓᡂࡀ⫢せ࡛あࡿ

㏙ࠋࡓ 
 

人間－143



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸲㸬安教育のࣞࣜࣂン

ス㛵すࡿ研究㹼大㜰教

育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ

 㹼ࡽ安⛉ࠖのᐇ㊶かࠕ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㸫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ㸰㸲年 

㸵᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

᪥本カ࣒ࣜࣛࣗ࢟学 

➨㸰㸱ᅇ大（ 中

部大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究࡛ࠕࠊࡣ安安ᚰᵝ┦ᅗ （ࠖ᪥本ࣇ࣮ࢭ

テࣉロ࣮ࣔࣙࢩン学 2011 松井）࠸⏝ࢆ

ࠖ⛉安ࠕ大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯࠊ࡚

の授業ᐇ㊶ࡿࡼඣ❺のኚᐜࢆᐈほⓗᐇ

ドすࠊࡾࡼࡇࡿ安教育ෆᐜඣ❺のⓎ

㐩ẁ㝵のጇᙜᛶ᳨ࢆドし࠺ࡼしࡶࡓの࡛

あ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ安教育おࠊࡣ࡚࠸ඣ❺の

Ⓨ㐩ẁ㝵ࢆ⪃៖しࡓ学⩦ෆᐜ᳨ࡀウࠊࢀࡉ研

究ࡇ࡚ࢀࡉなかࠋࡓࡗしࠊ࡚ࡗࡀࡓ㑊㞴訓⦎

㐺の学年ࠊ㏻安学⩦なࠊࡵࡌࡣࢆ

し࡚おࠊࡾの学年࡛⾜࠺のࡀጇᙜ࡛あࡿ

᭷ຠなࠖࠕࠊࡵࡓࡓࡗなかࡇ࡚ࢀࡉࡀウ᳨࠺࠸

安教育࡛あࡓࡗか࠺࠸ၥࠋࡿࡌ⏕ࡀ本

研究࡛ࠊ安教育ඣ❺のⓎ㐩ẁ㝵のጇᙜᛶ

ロࣉ᭷ຠな安教育ࠊࡾࡼࡇࡿᐇドすࢆ

 ࠋࡓし目ᶆࢆࡇࡃ࠸సᡂし࡚ࢆ࣒ࣛࢢ
 

㸳㸬安教育のࣞࣜࣂン

ス㛵すࡿ研究 
 

㸫 
 

ᖹᡂ㸰㸲年 

㸯㸮᭶ 
 

᪥本安教育学➨㸯

㸱ᅇ大㜰大（ 大

㜰教育大学） 
 

中ኸ教育ᑂ㆟学ᰯ安部おࠕࠊ࡚࠸㜵

⅏⛉ࠖあࠕࡣ࠸ࡿ安⛉ࠖし࡚ࠊ安教育

࡛ࡲࢀࡇࠋࡓࢀࡉฟࡕᡴࡀ᪉㔪ࡿ教⛉すࢆ

యࠊࢆ安教育ࡓࡗどⅬ࡛ࠖあࠕのࡘࡦࡣ

⣔ⓗ学࠺࠸࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡪⓎ

࡛あࠊࡾ東᪥本大㟈⅏ࡿࡼ⅏ᐖかࠊࡽ教育

しかࠋࡿ࠼࠸ࢀ㢧ࡿす࠺ࡶ㐍一Ṍ๓ࡀ

しࠊ安教育࡛᭱ࡶ大ษなのࠕࠊࡣ㔜せᛶの

ㄆ㆑ࠖࡇࡿࡉࡶなࠕࠊࡽࡀຠᯝⓗな学⩦ࢆ

すࠖࡇࡿあ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠼⪄ࡿの安

教育ࠊࡣ安ࡔಙࢆࡇࡓࡁ࡚࠼⪄ࠊࡌ

ࡈ๓のࡾࡓᙜ❺ඣࡤ࠼ࠋࡓࡗなかࡇ࡚ࡗ

ࢀᦂࠕࠊࡓࡁ࡚࠼し࡚教安ᣦᑟࠖࠕࡃ

かのお࠸ࠕࠊࡸࡇ㞃すࠖࢆ㌟ᮘのୗࡽࡓ

すし ゝⴥなࡿすࡵࡌࡣࢆࠖࡶしࡣおࠕࠖ

ࢆෆᐜࠊᣦᑟ᪉ἲࠊ一ᒙྫྷしࠊࡶ࡚࠸お

本研究࡛ࡇࡑࠋ࠸なࡽなࡤࢀࡅなࡉ┤࠼⪄

おࠕࠊࡣ࡚࠸ຠᯝⓗな安教育࡛ࠖあࡵࡓࡿ

ࠊᚋࠋࡓ目し╔ンスࣂ安教育のࣞࣜࠊ

教⛉すࡿおࠊࡓࡲࠊࡶ࡚࠸安教育ࢆ᥎

㐍し࡚ࡑࠊࡶ࡛ୖࡃ࠸のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟のᵓ⠏

ンスࣂࣜࣞࡿᑐすඣ❺の安ࠊ࡚࠸お

Relevance（知㆑・ᢏ⬟・⾜ື・⥴㠃お

ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿせ࡛あ⫢ࡀࡇࡿ៖す⪄ࢆ（࡚࠸

本研究おࠊࡣ࡚࠸ᐇ㊶ࡶࢆඣ❺の安

ᑐすࣂࣜࣞࡿンス᳨ࢆドしࠋࡓ 
 

人間－144



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸴㸬安教育カࣜࣛࣗ࢟

ࡿ㛵すンスࣂの࣒ࣞࣜ

研究㹼大㜰教育大学㝃ᒓ

ụ田ᑠ学ᰯࠕ安⛉ࠖの

ᐇ㊶かࡽ㹼 
 

㸫 

 

ᖹᡂ㸰㸲年 

㸯㸯᭶ 

➨㸴ᅇࢪᆅᇦ࣮ࢭ

 ㆟テࢽ࣑ࣗࢥࣇ

 

大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ࡛ࠊࡣᖹᡂ

21 年度ᩥࠊࡾࡼ部⛉学┬の教育ㄢ⛬特ᰯ

安教ࠋࡓタ⨨しࢆࠖ⛉安ࠕࠊࢀࡉㄆᐃ

育のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟のᵓ⠏ࠊࡁࡓ࠼⪄ࢆඣ❺

の安ᑐすࣂࣜࣞࡿンス Relevance（知

㆑・ᢏ⬟・⾜ື・⥴㠃おࢆ（࡚࠸⪃៖す

࠸お本研究ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿせ࡛あ⫢ࡀࡇࡿ

大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ࠊࡣ࡚ ࠖ⛉安ࠕᰯ

のᐇ㊶ࡶࢆඣ❺の安ᑐすࣜࣞࡿ

安教ࡓ៖し⪄ࢆⓎ㐩ẁ㝵ࠊドし᳨ࢆンスࣂ

育カ࣒ࣜࣛࣗ࢟のᵓ⠏の♏すࢆࡇࡿ目

ⓗしࠕࠋࡓ安安ᚰᵝ┦ᅗࠖࡓ࠸⏝ࢆㄪᰝ

かࠊࡽప高学年ẚし࡚ࠊ中学年ࡀⴭしࡃ㐪

Ⓨ㐩ẁ㝵ⓗࠊࡣࡇのࡇࠋࡓし♧ࢆ┦ᵝ࠺

ࡾẁ㝵࡛あࡿ౫Ꮡ（ಙ㢗）す࣮ࢨࣈ≢㜵ࡣ

なࡀ࣮ࢨࣈࠊࡽࡀᐇ㝿ࡣ㬆ࡽなかࠊࡾࡓࡗ

㬆ࡽす࣑ࢱン࠺㏞ࢢ⮬ศᨵࡁྥ࡚ࡵ

ࡿあࡀࢡࢵࣙࢩ一ⓗなࡿࡼࡇࡓࡗྜ

㢮ࡣ࡚࠸おప高学年ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪄

ఝしࡓᵝ┦ࢆ♧しࠊࡀࡓ記㏙ෆᐜࢆぢࠊࡿ

高学年おࡿࡅ㜵≢࣮ࢨࣈᑐすࡿ౫Ꮡᚰ

（ಙ㢗度）のపࡀࡉఛࡽࢀࡇࠋࡓ࠼のࡇか

年௦ࠊᯝ⤖ࡓ年௦ู࡛ᐇしࢆ授業ྠࠊࡽ

 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀ㐪┦ࡿࡼ
 

㸵㸬学ᰯ安㜵⅏教育

 の教育ࡕの࠸

 

㸫 

 

ᖹᡂ㸰㸵年 

㸯᭶ 

 

の教育ᐇ㊶ὶࡕの࠸

 ➨㸴ᅇࢩン࢘ࢪ࣏

 㹧㹬රᗜ࣒

 

本研究Ⓨ⾲ࠊࡣᖹᡂ㸰㸲年度㹼ᖹᡂ㸰㸴年

度⛉学研究㈝⿵ຓ金࠸ࠕのࡕの教育カࣜࣗ࢟

ルの㛤Ⓨⓗ研究ࢹ࣒ࣔࣛ のࠖ研究ᡂᯝሗ࿌書

ルの㛤ࢹ࣒ࣔࣛࣗ࢟の教育㸫カࣜࡕの࠸ࠕ

Ⓨᐇ㊶㸫ࠖの中のࠊ➨㸲章 学ᰯ安・㜵

⅏部のሗ࿌ࠊ➨㸯⠇学ᰯ安（PP77-81）

༢ⴭࢆ㸰⠇安教育（PP82-95）の部ศ➨

しࡶࡓのᇶ࡙࡚࠸Ⓨ⾲しࡶࡓの࡛あࠋࡿ

学ࡿࡅお大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ

ᰯ安のྲྀࠕࠊࡸࡳ⤌ࡾ安⛉ࠖおྲྀ࡚࠸

࠸ࡘᐇ㊶ෆᐜ安教育の᪉ἲࡔࢇ⤌ࡾ

 ࠋࡓⓎ⾲しࡽࡀな࠼ࢆᐇ㊶⤖ᯝࠊ࡚

 

㸶㸬⅏ᐖおࡿࡅ教ဨ

の職業ⓗᙺ 

㹼ࠕឤ ከᛁឤࠖࠕࠖ

 目し࡚㹼╔

 

㸫 ᖹᡂ㸰㸷年 

㸱᭶ 

 

᪥本教師学学➨㸯㸶

ᅇ大（ࠊ᪩✄田大

学ᡤἑ࢟ャンࣃス） 

 

本研究࡛ࠊࡣ特Ṧな≧ἣୗࡃࠊ⅏ᐖ

ࢆከᛁឤࠖࠕࡣឤࠖࠕのࡑࠊࡣ࡚࠸お

㥙すࡿの࡛ࡣな࠸か࠺࠸௬ㄝࠋࡓ࡚❧ࢆ

ᙺࡓしࡓᯝࡀ教ဨ࡚࠸お本ᆅ㟈⇃ࠊ࡛ࡇࡑ

ࢹࣔࢆルしࠊ㠀⅏ᐖᆅᇦの教ဨのẚ㍑

ㄪᰝࢆ㏻し᳨࡚ドしࠊ教ဨᅛ᭷の職業ⓗᙺ

⤖ㄪᰝのࠋࡓし目ⓗࢆࡇࡿす☜明ࢆ

ᯝࠊ⩌の教ဨࡣከᛁឤࡸෆⓗ⤫ไឤࡀ高ࡲ

ࡀࡾࡲពḧの高ࡸのᏑᅾ౯್ࡽ⮬࡛ࡇࡿ

ࡀࡽࢀࡑ本⩌の教ဨ⇃ࠊᑐしのࡿࢀࡽࡳ

ᑐす一㐃の⇃本ᆅ㟈ࠊࡽかࡇ࠸なࢀࡽࡳ

ᬒ⫼ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲ高ࡀᑐᛂの⑂ປឤࡿ

ᅉ子し࡚ᠱᛕࠊࢀࡉ᪩ᛴのᑐᛂࡀồࢀࡽࡵ

 ࠋࡓࡗかࢃࡀࡇࡿ

 

人間－145



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸷㸬ࠕ௳の教訓かࡽ学ࡪ

教師学ᰯ安 㸫ụ田

ᑠ学ᰯ௳かࡽのⓎಙࢆ

どⅬし࡚㸫ࠖ 

 

㸫 ᖹᡂ㸰㸷年 

㸷᭶ 

 

᪥本教師教育学 

➨㸰㸵ᅇዉⰋ大 

（ࠊዉⰋ教育大学） 

 

ඣ❺ࡀ⏕ࢆ⬣かࠊࢀࡉあࡣ࠸ࡿኻ࠺

㐣ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸なࡓ⤯ࢆᚋࡣࠊᨾࠊ௳

ཤの௳ࡸ⅏ᐖの教訓ࡣ⏕かࡿ࠸࡚ࢀࡉの

か࠺࠸ၥࡇࡑࡓࡲࠋࡿࡌ⏕ࡀ࠸㝶し

ఱࡣかす᪉ἲ⏕ࢆ教訓ࠊఱかࡣ教訓ࠊ࡚

かࠊ教訓ࢆ⏕かすのࢀࡔࡣか࠺࠸ၥࡘ࠸

ඣ❺のࠊし⌮ᩚయ⣔ⓗࠊࡡ㔜ࢆ㆟ㄽ࡚࠸

ࡇࡃ࠸し࡚教訓ࡿࢀࡉか⏕ࡁࡘࡧ⤖

ụ田ࠊ一度ࠊࡣ࡛✏本࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡀᛴࡀ

ᑠ学ᰯ௳ࡕ❧ᡠࠊࡾ௳ࡀṧしࡓ教訓

学ᰯ安のྲྀࡓⓎಙしࡀ㝃ụᑠࠊのᚋࡑࠊ

ࡽࢀࡑࠊࡀ教師ࡃࠊし࡚どⅬࢆࡳ⤌ࡾ

教訓ࢆの࠺ࡼ学ᰯ安⏕かし࡚ࡃ࠸

のか࡚࠸ࡘⓎ⾲しࠋࡓ 

 

㸯㸮. ⅏ᐖおࡿࡅ教

ဨの職業ⓗᙺ 

 

 

㸫 ᖹᡂ㸰㸷年 

9᭶ 

 

᪥本安教育学 

➨ 18ᅇ岡山大（ࠊ

岡山大学ὠ島࢟ャンࣃ

ス） 

 

教ဨのࠕከᛁࠖࡀᣦࡿࢀࡉ中ࠊ⅏ᐖ

ከᛁࠖࠕのࡑࠊࡁἣの≦࠸なࡁไ࡛⤫࠺࠸

のከᐻかかࠊࡎࡽࢃ教ဨࡀ㑊㞴ᡤ㐠Ⴀ

యⓗࠊあࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࡣ࠸ࡿⓎし࡚

ᦠࡿࢃなのࡀあࠋࡿ 

本研究࡛ࠊࡣ教ဨのࠕឤࠖࠕከᛁឤࠖ

本ᆅ㟈⇃ࠊ࡚࠸ࡘの㛵㐃ᛶࡑࠊ目し╔

お࡚࠸教ဨࡀᯝࡓしࡓᙺࢹࣔࢆルし࡚ࠊ

教ဨのព㆑ㄪᰝ᳨ࡶࢆウしࠋࡓ 

 

㸯㸯㸬⿕⅏ᆅおࡿࡅ

ඣࡀࢺࢡ࢙ࢪロࣉࢺ࣮

❺・教師ཬࡰしࡓᙳ㡪

 ࡚࠸ࡘ

On the Influences of Art 

Projects in Disaster 

Areas on Children and 

Teachers 

 

 ᖹᡂ㸱㸮年 

㸱᭶ 

 

 

᪥本教師学学 

➨㸯㸷ᅇ大 

（ࠊ⏥༡大学ᖹ⏕記

ᛕ࢘ࣁ࣮ࢼ࣑ࢭス） 

 

1995年Ⓨ⏕しࡓ㜰⚄・ῐ㊰大㟈⅏௨㝆ࠊ

⿕⅏⪅のᚰのࢣの㔜せᛶࡀ広ࡃㄆ㆑ࢀࡉ

⅏し⿕ࡣ࡚࠸お学ᰯ教育ࠋࡓࡗな࠺ࡼࡿ

⅏ᐖࠊࡸスᑐฎἲࣞࢺのスࡵࡓඣ❺⏕ᚐのࡓ

ᚋのᚰのയࢆண㜵すࡵࡓࡿのスࣞࢺスマࢿ

᪂ࠊࡾお࡚ࢀࡉᣦࡀ教育のᚲせᛶࢺン࣓ࢪ

ࠊࡣ本研究ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀな㜵⅏教育ࡓ

⇃本ᆅ㟈お࡚࠸⿕⅏しࠊ㑊㞴ᡤなࡓࡗᑠ

学ᰯお࡚࠸ᐇ㊶ࣉࢺ࣮ࡓࢀࡉロࢡ࢙ࢪ

ぢࢆな᪉ྥᛶࡓ㜵⅏教育の᪂ࠊࡽのሗ࿌かࢺ

ฟ࠺ࡑすࢆࡇࡿ目ⓗしࠋࡓ 

 

㸯㸰㸬教職ᚿᮃ学⏕のࠕ学

ᰯ安ࠖ㛵すࡿయ㦂ⓗ

学ಟの᭷ຠᛶ 

 

 

 ᖹᡂ㸱㸮年 

㸷᭶ 

 

 

᪥本安教育学 

➨㸯㸷ᅇᶓ大 

（ࠊᅧᏥ㝔大Ꮵ） 

 

 

教ဨචチἲࡀᨵ正ࠊࢀࡉ教職ㄢ⛬の授業のᨵ

善ࠊࡸ教職ㄢ⛬య࡚࠸ࡘのࢨࢹンのࡉ

ࠊྛࡀウ᳨ࡿなࡽ 大学ồ࠺ࡼࡿࢀࡽࡵな

ࡣ࡚࠸お࣒ࣛࣗ࢟カࣜࢥ⛬教職ㄢࠋࡓࡗ

࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡽࡵồࡀのᑐᛂ学ᰯ安ࠖࠕ

本研究࡛ࠊࡣ教職ᚿᮃ学⏕ࠕࡀ学ᰯ安ࠖࢆ

య㦂ⓗ学ಟすࡿࡼࡇࡿ教職のព㆑

のኚᐜࠊあࡣ࠸ࡿ㈨㉁⬟ຊのᙧᡂおࡿࡅ᭷

ຠᛶ᳨࡚࠸ࡘウしࠋࡓ 

 

㸯㸱㸬教職ᚿᮃ学⏕のࠕ学

ᰯ安ࠖ㛵すࡿ学ಟの

᭷ຠᛶ 

 Effectiveness 

of study on “School 

6DIHW\͇� RI� VWXGHQWV�

who wish to become 

teachers 

 

 ᖹᡂ㸱㸯年 

㸱᭶ 

 

 

᪥本教師学学 

➨㸰㸮ᅇ大 

（ୖࠊ智大学） 

教職ㄢ⛬ࢥカ࣒ࣜࣛࣗ࢟おࠕࠊ࡚࠸学ᰯ

安のᑐᛂࠖࡀᚲಟ㡯目ࡲࢀࡇࠋࡓࢀࡉ

࡛のㄢ㢟の⤒⦋ࢆ㋃ࠊ࠼ࡲ教職ᚿᮃ学⏕࠸ࡀ

かࠕ学ᰯ安ࠖࢆ学ࡀࢀࡑࠊࡧ教職の㈨

㉁⬟ຊの࡛ࡀࡇࡿࡅࡘࡧ⤖࠺ࡼ

ᚲせࡀド᳨ホ౯ࠊ㊶ᐇ⏬ィࠊのかࡿࡁ

なࠋࡿࡃ࡚ࡗ本研究おࠊࡣ࡚࠸教職ᚿᮃ学

ࠊし࡚ルࢹのࣔࡘࡦࡪ学ࢆ学ᰯ安ࡀ⏕

య㦂ⓗ学ಟࡀ教職のព㆑ࠊ㈨㉁⬟ຊの

ࡽ学⏕のᛂか㊶ᐇࠊのかࡃࡘࡧ⤖࠺ࡼ

᳨ドしࠋࡓ 

人間－146



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸯㸲. 教ဨࠕࡿࡼㄒࡾ

᭷ຠンマࣞࢪのࠖࡂ⥅

ᛶ 

 令和㸯年 

9᭶ 

᪥本安教育学➨ 20

ᅇ山ᙧ大 

（ࠊ山ᙧ大学） 

本研究࡛ࠊࡣ⿕⅏య㦂のなࠊ࠸あࡣ࠸ࡿ学
ᰯ教育⌧ሙ㛵㐃しࡓ௳ࠕࠊ࡚࠸ࡘ௳
㈇ࢆの㈐ົࠖࡂ⥅ࡾㄒࠕࡀ教ဨࠖ࠸なࡽ知ࢆ
ࡿすかࡽ明࡚࠸ࡘンマࣞࢪのࡑࠊࡓࡗ
ンࣞࢪのࡑࡀ教ဨࠊࡓࡲࠋࡿす目ⓗࢆࡇ
マࢆࡾ㉺ࠕ࠺⾜࡚࠼ㄒࡑࠊࡣࠖࡂ⥅ࡾのᑐ
㇟（ඣ❺ࡸの教ဨ）の࠺ࡼな᭷ຠᛶࢆ
ᣢࡘのかࢆ明ࡽかすࢆࡇࡿ目ⓗしࠋࡓ 

ࡾㄒࠕの中࡛ࡾྲྀࡁ⪺ࠊࡣ教ဨࡿし࡚あࡑ

ࡂ⥅ のࠖࣞࢪンマࢆࡾ㉺ࡗࡁࡓ࠼かࡅし

ゎ⌮ࠕのࡽ⪅かࠊ࡚ ホ౯ࠕࠖ ࠋࡓࡆᣲࠖࢆ

しかしࠊ௳ࢆᑐ㇟しࡓン࣮࢛ࣇマンࢺ

のㄒࡸࡾ⎔≧島の࣏ンࢺのᵝ┦ࠊࡣ⇃本ᆅ

㟈のࣔࢹルのᵝ┦ࡣ㐪࠺⤖ᯝ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ

 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀࡇࡿ

 

㸯㸳. ௳・⅏ᐖのᮍయ

㦂教ဨࠕࡿࡼㄒࠖࡂ⥅ࡾ

の研究 

 令和㸰年 

3᭶ 

᪥本教師学学➨21ᅇ

大 

（ࠊ㛵西་⛉大学） 

㜰⚄・ῐ㊰大㟈⅏かࡽ 25年ࡑࠋࡘ⤒ࡀの年
᭶ࠊࡣ⅏ᐖ➼のࠕᮍయ㦂ࠖ教ဨࡀㄒ࡛࠸⥅ࡾ
⅏య㦂⿕ࠊࡣ本研究࡛ࠋࡿពすࢆࡇࡃ࠸
のなࠊ࠸あࡣ࠸ࡿ学ᰯ教育⌧ሙ㛵㐃しࡓ
ㄒࠕࡀ教ဨࠖ࠸なࡽ知ࢆ௳ࠕࠊ࡚࠸ࡘ௳
ンマࣞࢪのࡑࠊࡓࡗ㈇ࢆの㈐ົࠖࡂ⥅ࡾ
本研ࠋࡓし目ⓗࢆࡇࡿすかࡽ明࡚࠸ࡘ
究のࣔࢹルなࡓࡗ教ဨࡑࠊࡣのンࣗࣅࢱ
࣮の中࡛一ᵝࣞࢪࠊンマࢆࡾ㉺ࠕࡿ࠼
ឤࠖࢆ⾲ฟしࠋࡓ 
 

 ࠖ➼教育ㄅࠕ

㸯㸬ࠗ 安教育㜵≢ձ 

学ᰯ安の⌧≧ㄢ㢟

࠸ࠖࡈࡦࡣ⅏ᐖࠕ

 ࡚࠘࠼㉸ࢆព㆑࠺

 

 
༢ⴭ 
 

 

ᖹᡂ㸰㸱年 

㸯㸮᭶ 

 

 

㐌หࠕ教育㈨ᩱࠖ 

 θ㸯㸯㸶㸮 ᖹᡂ㸰

㸱年㸯㸮᭶㸯㸮᪥ྕ 

㹮㹮㸯㸶㸫㸯㸷 

᪥本教育᪂⪺♫ 

 

 

 

 安なሙᡤ࡛すかࠖࡣ学ᰯࠕ

࠺ࡼのࡣ⪅学ᰯ㛵ಀࠊᑐし࡚࠸のၥࡇ

な⟅ࢆ࠼ฟすࠕࡽࡉࠋ࠺ࢁࡔあなࡓの学ᰯ

安࡛すかࡣ ࠺ࡽᑐし࡚な࠸ၥ࠺࠸ࠖ

大㜰教育ࡓࡗኻࢆのࡶ㸶人の子ࠋ࠺ࢁࡔ

大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯのࠊᜟ③ᜟかࡳ⏕ࡽ

ฟࡓࡁ࡚ࢀࡉ学ᰯ安のྲྀࠊ࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾ

安࡛安ᚰな学ᰯ⏕άࠊ人ࢆയࡅࡘなࠊ࠸

യࢀࡽࡅࡘな࠸子ࡀࡕࡓࡶ育ࡵࡓࡘの安

教育の᪉ἲ࡚࠸ࡘ記㏙しࠋࡓ 

 

㸰㸬ࠗ 安教育㜵≢ղ 

学ᰯ安⟶⌮教職ဨの

安ព㆑࠘ 

 

 

༢ⴭ 
 

 

ᖹᡂ㸰㸱年 

㸯㸮᭶ 

 

 

㐌หࠕ教育㈨ᩱࠖ 

 θ㸯㸯㸶㸯 ᖹᡂ㸰

㸱年㸯㸮᭶㸯㸵᪥ྕ 

㹮㹮㸰㸲㸫㸰㸳 

᪥本教育᪂⪺♫ 

 

お金ࡀかかࡽな࠸安⟶⌮ࡣከࡃあࢀࡑࠋࡿ

ࢆ㜵ቨࠖ࠸な࠼ぢࠕ学ᰯࠊࡣ⌮⟶の安ࡽ

సࠋࡿしかしࠊ一⯡ⓗࠊከࡃの学ᰯᅬࡣ

ぢ࠼な࠸ቨࡣなࠊࡃධࡣᐜ࡛᫆あࠊࡾࢆ

㉳ࡇしࠊ㏨ࡶࡇࡿࡆᐜ࡛᫆あࠕࠋࡿቨࠖ

ࠊᰯࡣ 㛛の࡛ࢻ࣮࢞あࠊᰯࡾ ⯋の࿘ᅖ࡛あࠊࡾ

教職ဨ㞟ᅋのព㆑࡛あࠊࡾ⟶⌮職の࣮࣮ࣜࢲ

᪉ࡕ教職ဨの安ព㆑のᣢࠋࡿあ࡛ࣉࢵࢩ

⟇安ᑐࡿࡁ࡛ࡀࡇࡴ⤌ࡾ学ᰯ࡛ྲྀࠊࡸ

 ࠋࡓ記㏙し࡚࠸ࡘ

㸱㸬ࠗ 安教育㜵≢ճ 

ᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎࡚࠸ࡘ 

㹼ࠕ訓⦎ࠖのኻᩋかࡽ次

のㄢ㢟ࢆぢฟす㹼࠘ 

 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸱年 

㸯㸮᭶ 

 

㐌หࠕ教育㈨ᩱࠖ 

 θ㸯㸯㸶㸰 ᖹᡂ㸰

㸱年㸯㸮᭶㸰㸲᪥ྕ 

㹮㹮㸯㸶㸫㸯㸷 

᪥本教育᪂⪺♫ 

 

 

大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ࡛ࠊࡣ年間㸳ᅇ

の教職ဨᑐ㇟ᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ  

 ᖹᡂ㸰㸰年度のᙜᰯの安研ಟ࡛ࠕࠊබ

㛤ᑂ⪅ᑐᛂ訓⦎ࠖࢆᐇしࡑࠋࡓの訓⦎࡛

࡛ࡲࢀࡇࠊࡀࡃ教育㛵ಀ⪅のከࡓぢ学しࠊࡣ

学ᰯᅬ࡛ྲྀࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾ訓⦎の㐪ࢆ࠸ᐇ

ឤし࡚ࡿ࠸ᵝ子ࡑࠋࡓࡗࡔし࡚ࡀࢀࡒࢀࡑࠊ

ྛᆅの学ᰯᖐࠊࡾබ㛤訓⦎のࢆࡇఏࠊ࠼

記㏙࡚࠸ࡘࡉの大ษࡇࡃ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ

しࠋࡓ 

人間－147



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸲㸬ࠗ᭷ຠな安教育ࡣ

ఱか㸽 㹼య㦂ᐇឤ࡛

子ࡶ⮬㌟のุ᩿ࢆ育ࡴ

㹼࠘ 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸱年 

㸯㸯᭶ 

 

㐌หࠕ教育㈨ᩱࠖ 

 θ㸯㸯㸶㸱 ᖹᡂ㸰

㸱年㸯㸯᭶㸵᪥ྕ 

㹮㹮㸰㸲㸫㹮㸰㸳 

᪥本教育᪂⪺♫ 

 

の大ษ࠺࠸ࡉព㆑ࡣ₯ᅾⓗなࡶの࡛あ

ࡿᐇឤすࠊࡅࡔ࠸なࡀのᐇయࡑࡣࠊࡾ

ᐇࡿᑐすࡉの大ษࡑࠋ࠸なࡣᐜ࡛᫆ࡣࡇ

ឤࡣ㸪大人ࡲࠊࢇࢁࡕࡶࡣし࡚ࡸඣ❺ࡀᐜ᫆

ᐇయࠊ࡚ࡗࡀࡓしࠋ࠸なࡣの࡛ࡶࡿᚓࡕᣢ

のな࠸ᑐすࡿᐇឤࠊࡣᐙᗞࢇࢁࡕࡶࡣの

の࡛ࡶࡁࡃ࠸࡛ࢇ教育άືの中࡛育ࠊࡇ

あࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学

安教育カࡓࡁ࡚ࢀࡲ⤌ࡾྲྀ࡛ࠖ⛉安ࠕᰯ

㏻し࡚⤂介しࢆのᐇ㊶ࡑࠊࢆ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ

 ࠋࡓ

 

㸳㸬ࠗ 安教育㜵≢յ 

ྥの学ᰯ安ࡽかࢀࡇ

ᑐࠖ⤯ࠕ㹼安 ࡚ࡅ

ᚲせࡀ᩿のດຊࡃなࡣ

㹼࠘ 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸱年 

㸯㸯᭶ 

㐌หࠕ教育㈨ᩱࠖ 

 θ㸯㸯㸶㸲 ᖹᡂ㸰

㸱年㸯㸯᭶㸯㸲᪥ྕ 

㹮㹮㸯㸶㸫㸯㸷 

᪥本教育᪂⪺♫ 

 

学ᰯᅬ࡛సᡂྛࠊࡣルࠖࣗࢽ安⟶⌮マࠕ

しᰯࠊෆࡀࡇࡃ⨨⩏ົࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ

大ษなࠕࠊࡣࡇᨵゞ࡛ࠖࡇࡿࡅ⥆ࢆあࠋࡿ

ᨵゞしࡾࡼࠊᐇ㊶ⓗࠊ⌧ᐇⓗなマࣗࢽル

し࡚ࡀࡇࡃ࠸ᚲせ࡛あࠋࡿ学ᰯ安の᪤Ꮡ

すࡸ࠼⪄ࡿᴫᛕࢆၥࠊࡅ⥆࠸研究し⥆ࠊࡅ๓

࡛ࡇ࠺࠸࠸なࡽなࡤࢀࡅなࡅ⥆ࡳ㐍

あࠋࡿ安ᣦᑟୖࠕࠊⰋしࠖࡇࡓࡁ࡚ࢀࡉ

ࡿᏲࢆඣ❺の⏕ᐇ㝿のሙ㠃࡛本ᙜࠊࡀ

ᨵࠊ࡚࠸ࡘࡇ࠺࠸のかࡿ࠸࡚ࡗな⾡

学ᰯ安ࡀࡇࡃ࠸ᨵゞし࡚ࠊぢ┤し࡚ࡵ

お࡚࠸ᚲせ࡛あࢆࡇ࠺࠸ࡿ記㏙しࠋࡓ 

 

㸴㸬ࢀࡇࠕかࡽの学ᰯ安

➨㹼ࠖࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘ 1

ᅇ ௳の教訓かࡽ学ᰯ

安のᐇែࢆぢࡿ㹼 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸵年 

㸶᭶ 

 

ࠗ教育ࣉロ ➨࠘45ᕳ ➨

17 ྕ ㏻ᕳ 1786 ࠊྕ

ERPࠊpp.26-27 

 

㆙ᐹᗇのࠊࡿࡼࡵࡲ子౪の㐃ࢀཤࡾ

（␎ྲྀ・ㄏᣂ）௳のࠊࡕ࠺Ⓨ⏕間ᖏし

༗ᚋࡽ༗ᚋ㸲かࠊࡀのࡓࡗከかࡶ࡚᭱ 6

の間ᖏࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉの間ᖏࠊࡣゝࢃ

ዉⰋᑠ㸯ዪඣẅᐖࠋࡿࡓあୗᰯ間ᖏࡤ

௳௨㝆ࡇࠊの間ᖏࠕࡣ㨱の間ᖏ ࠊࢀࡉࠖ

子౪ࡕࡓの安ࢆᏲࠊ࠺ࢁᆅᇦఫẸࡿࡼ

ぢᏲࡾ㝲なࠊඣ❺のୗᰯࢆぢᏲࡿ大人のጼ

13ࠊしかしࠋࡓࡗな࠺ࡼࡿࢀࡽぢࡃከࡀ

ṓᮍ満ࡀ⿕ᐖ㐼ࡓࡗ␎ྲྀ・ㄏᣂ௳㛵し

2004年のዉⰋの௳௨㝆のࠊ࡚ 10年間ࢆぢ

2004ࠊࡿ 年の 141 ௳௨㝆ῶᑡし2008ࠊ 年

ࡣ ࡣ2014年ࠊしかしࠋࡓῶᑡし࡛ࡲ௳63

ᆅᇦఫࠋࡿ࠸࡚࠼ᩘࢆᩘ௳⏕㉸すⓎࢆ௳100

Ẹࡀດຊし࡚ࠊࡶなࡣ⨥≢ࡐῶࡽな࠸のかࠋ

௳の教訓ࢆどⅬ学ᰯ安のᐇែ࠸ࡘ

࡚㏙ࠋࡓ 

 

㸵㸬ࢀࡇࠕかࡽの学ᰯ安

㹼➨㸰ࠖࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘ

ᅇ 子ࡶのࢆᏲࡿ

ࠗ᭷ຠな࠘安教育ࡣ

㹼 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸵年 

㸶᭶ 

 

 

ࠗ教育ࣉロ࠘➨ 45ᕳ  

➨ 18ྕ ㏻ᕳ ࠊ1787ྕ

ERPࠊpp.26-27 

 

 

ඣ❺ࡀఱ⪅か㐃ࢀཤ࠺ࡑࢀࡽなࡓࡗ

おࠕかの࠸）ࡓฟしࢆ大ኌࠊࡁ すࠖし）⤖ᯝࠊ

࠺ࡼࡵṆࡀᝏの᪉ἲ࡛≢人᭱ࢆの大ኌࡑ

すࡿሙ㠃ࢆീすࠕࠊࡀࡔࠋࡿ大ኌࢆฟすࠖ

⋥ᅾの学ᰯ࡛の安教育の⌧ࠊࡣのࡓ࠼教

㐨なの࡛あࡑࠋࡿの教ࢆ࠼㡹なᏲ࠺ࢁし

ㄆࢆࡇࡿあࡀᛶ⬟ྍࡃᣍࢆ安ࠊᯝ⤖ࡓ

㆑しなࡤࢀࡅなࡽなࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠸岡山┴࡛

の安教育ᐇ㊶ࢆᣲࠊࡆ安ᶆㄒ㢗ࡽ

なࠕࠊ࠸᭷ຠなࠖ安教育࡚࠸ࡘ㏙ࠋࡓ 

 

人間－148



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸶㸬ࢀࡇࠕかࡽの学ᰯ安

㹼➨㸱ࠖࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘ

ᅇ 学ᰯ安教訓㹼 

 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸵年 

㸷᭶ 

 

ࠗ教育ࣉロ ➨࠘45ᕳ ➨

20 ྕ ㏻ᕳ 1789 ࠊྕ

ERPࠊpp.26-27 

 

2001 年 6 ᭶Ⓨ⏕しࠊୡ間ࢆ㟈᧢ࡓࡏࡉ大

㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯඣ❺ẅയ௳࡛

しࠋࡓࢀࢃゝ学ᰯ安⚄ヰのᔂቯࠖࠕࠊࡣ

かしࠊ学ᰯࡀなࡐ安ࡔᛮ࠸㎸ࡓ࠸࡚ࢀࡲ

のࡑࠋ࠺ࢁࡔのᛮ࠸㎸ࠊࡀࡳ㸶ྡのඣ❺の大

ษなࢆኻ࠺⤖ᯝなࡓࡗの࡛あࠋࡿࡶな

おࠊ学ᰯ安ᑐすࡿᛮ࠸㎸ࡣࡳな࠺ࢁࡔ࠸

かࡑࠋのᛮ࠸㎸ࠊࡀࡳ目の๓ࡿ࠸大ษな

子౪のࢆኻࡣࡇ࠺なࡽな࠺ࢁࡔ࠸かࠋ

本㐃載࡛࡛ࡲࢀࡇࠕࠊࡣのࠖ学ᰯ安ᑐす

ࡵᨵࢆㄆ㆑ࠊし┤࠼⪄ࠊドし᳨ࢆࡳ㎸࠸ᛮࡿ

ࠋ᭱ࡓࡁ࡚㏙ࢆᚲせᛶࡃ࠸࡚ ⤊ᅇなࡿ本

㏙࡚࠸ࡘ教訓ࡿ࠼ᨭࢆ学ᰯ安ࠊࡣ࡛✏

 ࠋࡓ

 

㸷㸬ࠕ教育ᐇ⩦のㄢ㢟ᒎ

ᮃࠖ➨ 1 ᅇ 教育ᐇ⩦の

ព⩏㹼ࡑのᚲせᛶ㉁㹼 

 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸵年 

㸯㸰᭶ 

 

ࠗ教育ࣉロ࠘➨ 45ᕳ  

➨ 28ྕ ㏻ᕳ ࠊ1797ྕ

ERPࠊpp.14-15 

 

 

学ᰯおࡿࡅ⌧௦ⓗㄢ㢟し 学ࠕࠖࡵࡌ࠸ࠕ࡚

⣭ᔂቯ Ⓩᰯࠕࠖ の㐃ᦠᐙᗞࠕࠖ 学ຊಖࠕࠖ

㞀 ࢀࡑࡣ教育⌧ሙࠊの安ࠖなࡶ子ࠕࠖ

ゎࠊᑐᛂしࠊᑐฎࠊ࠸ྜࡁྥᖖのၥ㢟ࡽ

Ỵし࡚࠸かなࡤࢀࡅなࡽなࠋ࠸学⩦㠃・࣓ン

ᨭࡸࢣ特ูの࡛ル㠃・人間㛵ಀ㠃なࢱ

ಖㆤࡿቑ大すࠊࡸのቑ加ࡶ子ࡿすᚲせࢆ

⪅のせᮃ・࣒࣮ࣞࢡのᑐᛂなࠊ学ᰯ・教

職ဨࡀᑐᛂすࡁၥ㢟ࡸㄢ㢟ࡣከᵝしቑ

大し࡚ࠋࡿ࠸しࠊ࡚ࡗࡀࡓ教ဨの㈨㉁・⬟ຊ

ࠋࡿ࠼ゝࡿ࠸࡚ࢀࡉせồࡀのࡶ࠸高ࡾࡼࡣ

大ษなࡇࠊࡣ࡛ࠕࠊࡣࡇのὶࡃࡺࢀ♫の

中࡛ồࡿࢀࡽࡵ教師ീᑐᛂすࡿ㈨㉁・⬟ຊ

࠺ࡼのࠊ学ᰯ⌧ሙ࡛ࡸ教ဨ㣴ᡂ⣔大学ࠊࢆ

のかࡴ育 ᚲせなどⅬ࡛あᐇⓗ⌧࠺࠸ࠖ

ୖࡿな教ဨࠊ特ࡶの中࡛ࡑࡣ࡛✏本ࠋࡿ

࡛ᚲಟ࡛あࡿ教育ᐇ⩦ࡑࠊ࡚࠸ࡘのあࡾ᪉

教育ᐇࠊㄽ⪃し࡚࠸ࡘㄢ㢟ࡿ࠼ᢪࠊ౯್ࡸ

⩦のࢀࡇかࡽのᒎᮃࢆᤊࢆࡇࡃ࠸࡚࠼目

ⓗし࡚記㏙しࠋࡓ 

 

㸯㸮㸬ࠕ教育ᐇ⩦のㄢ㢟

ᒎᮃࠖ➨㸰ᅇ 教育ᐇ⩦

のᐇែ㹼ᐇすࡿ大学

 学ᰯ㹼ࡿࢀධࡅཷ

 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸶年 

㸯᭶ 

 

ࠗ教育ࣉロ࠘➨ 46ᕳ  

➨ 1ྕ ㏻ᕳ ࠊ1798ྕ

ERPࠊpp.26-27 

 

 

 

බ❧ㅖ学ᰯの教育ᐇ⩦⏕のཷࡅධ࠸ࡘࢀ

බ❧学ᰯࡎࡲࠋࡿあࡀなⅬ࡛ㄢ㢟ࠎᵝࠊࡣ࡚

๓ᥦ࡛のࡿࢀධࡅཷࢆ⩦教育ᐇࡶࡑࡶࡑࠊࡣ

యไ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᩚࡀなࡿࡺࢃ࠸ࠊࡓࡲࠋ࠸ẕ

ᰯᐇ⩦ࠊ͆ࡣ࡚࠸ࡘ 大学ഃのᑐᛂࡸホ౯の

ᐈほᛶの☜ಖ➼のⅬ࡛ㄢ㢟ࡶᣦࡇࡿࢀࡉ

ࢆぢ┤しࠊ᪉ྥ࡛ࡿࡅ㑊ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡽか

❧බࠊ࠺ࡼࡿあ͇ࡿ㐺ᙜ࡛あࡀࡇ࠺⾜

学ᰯࡘ࠸ࠊࡣ࡚ࡗఱࠊの࠺ࡼなࠊ

࠸おⅬ࠺࠸のかࡿࢀධࡅཷࢆ⏕の学ࡇ

ࢀධࡅཷࠊࡣ࡛✏本ࠋࡿ☜ᐃなの࡛あࠊ࡚

 ࠋࡓ記㏙し࡚࠸ࡘ学ᰯഃのᐇែࡿ

 

人間－149



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸯㸯㸬ࠕ教育ᐇ⩦のㄢ㢟

ᒎᮃࠖ➨㸱ᅇ 教育ᐇ⩦

のᙺ㹼教職の㐨ᶆ㹼 

 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸶年 

㸯᭶ 

 

ࠗ教育ࣉロ࠘➨ 46ᕳ  

➨ 2ྕ ㏻ᕳ ࠊ1799ྕ

ERPࠊpp.24-25 

 

 

教育ᐇ⩦の๓ࠊ大学おࡿࡅ 3ᅇ⏕なࡲࡿ

࡛のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟の中࡛ࠊ介ㆤ➼య㦂ࠊࡸ大

学のカࣜࡣ࡚ࡗࡼ࣒ࣛࣗ࢟学ᰯᨭࣛ࣎

ンテなࠊ教育࠺࠸♫の一部⤒㦂

ᑐすࡕࡓࡶ子ࠕࡿあࡇࡑࠊࡶ࡚ࡗあࡣ

しかࠋ࠸なࡣࡃࡁ大ࡉࡣ㈐任ࠖのⲴ㔜ࡿ

しࠊ教育ᐇ⩦࡛ࡣおࡑࡼ㸯ࣧ᭶のᮇ間ࠊ教師

࠸᥋し࡚ࡕࡓࡶ子ࠊ間ࡌྠࡰࡕࡓ

㏕のᑐᛂࡕࡓࡶ子ࡿ࠸し࡚ࢆかࢇࡅࠋࡿ

ሙࡿᣦᑟすࢆ学⣭యࠊࡤࢀあࡶሙ㠃ࡿࢀࡽ

㠃ࡶฟࡑࠋ࠺の中࡛ࠊおのࠕࡎ子ࡶ

教ࠋࡿなࡃࡁ大ࡣ㈐任ࠖのⲴ㔜ࡿᑐすࡕࡓ

育ᐇ⩦⏕ࠕࡣ学⏕࡛ࠖあࡾなࠕࡽࡀඛ⏕࡛ࠖ

あࠊ࠺࠸ࡿ㔜ᒙⓗ❧ሙ（Student Teacher）

➨本㐃載のࠋࡿなࡇࡘᣢࢆ 3ᅇ目あࡓ

あࢆⅬ↔のࡶのࡑ⏕⩦教育ᐇࠊࡣ࡛✏本ࡿ

の学ࡑࠊࡧ教育ᐇ⩦⌧ሙ࡛のᐇ㝿の学ࠊ࡚

 ࠋࡓㄽ⪃し࡚࠸ࡘຠᯝࡸの᭷⏝ᛶࡧ

 

㸯㸰㸬ࠕ教育ᐇ⩦のㄢ㢟

ᒎᮃࠖ➨㸲ᅇ ࢀࡇかࡽ

の教育ᐇ⩦㹼㉁ክのಖ

ド㹼 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸶年 

㸰᭶ 

 

ࠗ教育ࣉロ࠘➨ 46ᕳ  

➨ 4ྕ ㏻ᕳ ࠊ1801ྕ

ERPࠊpp.16-17 

 

 

ᖹᡂ㸰㸵年㸯᭶ᩥ部⛉学┬かࡽⓎಙࢀࡉ

࣮ࢱンࢭࠊࡣンࠖࣛࣉ⾜高大᥋⥆ᨵ㠉ᐇࠕࡓ

ヨ㦂のᗫṆࡸ記㏙ᘧヨ㦂のᑟධなࢭࡀン

ࡓしࠋࡓࢀࡉࣉࢵࢬロ࣮ࢡルࢼࣙࢩ࣮ࢭ

ព大学ධヨᨵ㠉ࠊࡣࡕࡓ⚾一⯡ⓗ࡚ࡗࡀ

㆑ࠊࡀࡔࡕࡀࡁྥࡀ高大᥋⥆ᨵ㠉ࠊࡣ高➼

学ᰯ教育ࠊ大学教育ࠊ大学ධ学⪅㑅ᢤの୕⪅

一యⓗᨵ㠉࡛あ࠺࠸ࡿᤊ࠼᪉ࢆすࡁࡿ

࡛あࠊࡣࢀࡑࠋࡿ高ᰯ࡛のࠕ学ຊの 3せ⣲ࠖ

の育ᡂࡓࡅཷࢆࢀࡑࠊ大学教育の㉁ⓗኚ

ࡑࠊし࡚ࠊ高大の᥋⥆ࢆᢸ࠺大学ධヨไ度

ࠊࡣࡇࡑࠋࡿᨵ㠉࡛あࡓࡗな一య୕ࡀ

࠸しࢃࡉࡩ௦࠸᪂しࠕ 学ࠖຊࡸ人ᮦࢆ育

ᡂすࣙࢪࣅ࠺࠸ࡿンࡀᅵྎなࠋࡿ࠸࡚ࡗ

一㐃の㐣⛬のࡿࢃ㛵教ဨ㣴ᡂࠊࢆのᵓ㐀ࡇ

中ồ࠺࠸ࡿࡵどⅬ࡛記㏙しࠋࡓ 

 

㸯㸱㸬ࢀࡇࠕかࡽの教ဨ㣴

ᡂおࡿࡅ㉁ⓗ㌿ࠖ 

➨㸯ᅇ 教師の㈨㉁⬟ຊ

のኚ㌿ 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸶年 

㸶᭶ 

 

ࠗ教育ࣉロ ➨࠘46ᕳ ➨

18 ྕ ㏻ᕳ 1815 ࠊྕ

ERP 

㹮㹮㸯㸰㸫㸯㸱 

 

 

♫の㐍Ṍࡸኚࡶな࠸教育のୡ⏺

ࡑࠊしかしࠋࡿ࠸ࡣ࡚ࢀゼか☜ࡣのὶࡑ

の一᪉࡛ࠊ教育ࡑのࡶのࢆᢸ࠺教師のᏑᅾ

（ព⩏）ࡸ㈨㉁⬟ຊࡽࢀࡑࠊࡓࡲࠊの♏な

ぢࡣື⫾なࡁ大㐍Ṍ教ဨ㣴ᡂのኚࡿ

㐍ࡸのኚ♫ࠊࡣ࡛✏本࡛ࡇࡑࠋ࠸なࢀࡽ

Ṍᑐᛂすࡿ教ဨ㣴ᡂの㉁ⓗ㌿ࠊ࡚࠸ࡘ

教師の㈨㉁⬟ຊࠊ教育ᐇ⩦ࠊ教ဨし࡚の㐍

㊰㑅ᢥࢻ࣮࣮࣡࢟ࢆし࡚ㄽ⪃しࠋࡓ 

 

㸯㸲㸬ࢀࡇࠕかࡽの教ဨ㣴

ᡂおࡿࡅ㉁ⓗ㌿ࠖ 

➨㸰ᅇ 教ဨのࠕከᛁឤࠖ

 教職のᐇീ

 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸶年 

㸷᭶ 

 

 

ࠗ教育ࣉロ ➨࠘46ᕳ ➨

20 ྕ ㏻ᕳ 1817 ࠊྕ

ERP 

㹮㹮㸯㸲㸫㸯㸳 

 

 

次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿の特Ⰽ学ᰯ教育のᙺ

࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌᑠ学ᰯのⱥㄒ教育のᙉ

ࠊ授業ᩘのቑ加ࣉࡓࡲࠊロ࣑ࣛࢢンࢢ教

育のᑟධなࡑࠊのᨵᐃࡣᛴ㏿㐍ࠋࡴ一᪉

⪅退職ᑡ子ࠊࡣᩘ⪅⏝ᚋの教ဨ᥇ࠊ࡛

ᩘの㢌ᡴࡕかࠊࡽῶᑡすࡿഴྥࡵྰࡣなࠋ࠸

ከᛁࠕ教ဨのࡣのࡿࢀࡉ ᥎ࡽかࡇのࡇ

ឤࠖのቑ大࡛あࠋࡿ教ဨのࠕከᛁឤࠖὀ目

しࠊᚋồࡿࢀࡽࡵ教ဨの㈨㉁ࠕࡸ学ᰯ⾜

⢭㑅授業ᩘ☜ಖࠖࡶ࡚࠸ࡘㄽ⪃しࠋࡓ 

 

人間－150



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸯㸳㸬ࢀࡇࠕかࡽの教ဨ㣴

ᡂおࡿࡅ㉁ⓗ㌿ࠖ 

➨㸱ᅇ ᦂࡂࡿなࠕ࠸教

職のయᖿࠖࡣ 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸶年 

㸷᭶ 

 

ࠗ教育ࣉロ ➨࠘46ᕳ ➨

21 ྕ ㏻ᕳ 1818 ࠊྕ

ERP 

㹮㹮㸯㸴㸫㸯㸵 

 

ᩥ部⛉学┬の⟅⏦おࠕࡿࡅ教ဨの㈨㉁⬟

ຊࠖࡣ௦ࡸ♫のせㄳᛂࡑࠊ࡚ࡌの㈨㉁

⬟ຊࡸ教師ീࡀኚᐜしࠊࡘࡘᦂ࠸࡚࠸ືࢀ

᪥本のṔ史ⓗな学ᰯไ度のኚࡣ࡛✏本ࠋࡿ

教ဨࠊᙜ࡚ࢆどⅬ教ဨ㣴ᡂのṔ史ⓗኚࡸ

の㈨㉁⬟ຊࡸᚋの教職࢟ャ࡚ࣜ࠸ࡘ

ᩚ⌮しࡽࡉࠋࡓ௦のࡣࢬ࣮ࢽኚし࡚

ඣࠕ教職のయᖿࠖ㸻ࠕࡿࢀࡽࡵồ教師ࠊࡶ

ࡌㄽࡶ࡚࠸ࡘ㈨㉁ࠖࡿࢀዲかᚐ⏕ࡸ❺

 ࠋࡓ

 

㸯㸴㸬ࢀࡇࠕかࡽの教ဨ㣴

ᡂおࡿࡅ㉁ⓗ㌿ࠖ 

➨㸲ᅇ ࠕ教職のయᖿࠖ

࣒ࣛࣗ࢟カࣜࡿ育ᡂすࢆ

 ンࢨࢹ

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸶年 

㸯㸮᭶ 

 

ࠗ教育ࣉロ ➨࠘46ᕳ ➨

22 ྕ ㏻ᕳ 1819 ࠊྕ

ERP 

㹮㹮㸯㸴㸫㸯㸵 

 

教ဨの㈨㉁⬟ຊ࡚࠸ࡘゝཬしࠊᦂࡂࡿな࠸

㈨ࡿࢀዲかᚐ⏕ࡸ❺ඣࠕ教職のయᖿࠖ㸻ࠕ

㉁࡚ࠖ࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ教育のឤࡸ子

ࠊࡅ╔㌟ࢆఱࡣの教師ࡑࠊの⇕なࡶ

大ษࡀⅬ࠺࠸かࡔࢇ学࠺ࡼのࢆࢀࡑ

࡛あࡣࢀࡑࠋࡿඛኳⓗなࡶのࡸእぢ࡛ࡣな

❺ඣࠕࠋࡿの࡛あࡶࡓࢀࡉ㣴ᡂᚋኳⓗࠊࡃ

㈨㉁ࡿࢀዲかᚐ⏕ࡸ ࡿ㣴ᡂすᚋኳⓗࠖࢆ

カࣜࢨࢹ࣒ࣛࣗ࢟ン࡚࠸ࡘㄽ⪃しࠋࡓ 

 

㸯㸵㸬࠸のࡕの教育 

㸫教師のどⅬ࠸ࢆかࡶ

 か㸫ࡘ

➨㸯ᅇࠕ研究のᡂ❧㐣

 ࠖࡳのṌ࡛ࡲࢀࡇ⛬

 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸶年

㸯㸮᭶ 

 

ࠗ教育ࣉロ ➨࠘46ᕳ ➨

23 ྕ ㏻ᕳ 1820 ࠊྕ

ERP 

㹮㹮㸯㸴㸫㸯㸵 

 

1995 年Ⓨ⏕しࡓ㜰⚄・ῐ㊰大㟈⅏ࠊ⚄ᡞ

㐃⥆ඣ❺ẅയ௳（1997年）2004ࠊ年ࠊࡣ

㛗ᓮ┴࡛ᑠ 6 ዪ子ඣ❺ྠࡿࡼ⣭⏕ẅᐖ

のࡕの࠸のࡕࡓࡶ子ࠊなࡿⓎ⏕すࡀ௳

ឤぬࠊあࡣ࠸ࡿṚ⏕ほࡶ࠺࠸のᑐすࠊࡿ

ᙜࡾࡓ๓࡛ࡶ࠺ࡼ࠸なかࡶࡓࡗののあ

教育のᵓᡂのᚲ࠺కࢀࡑࠊの✀ࡿ

せᛶࡀ高ࡿࡲなかࡇࠊの࠺ࡼな⫼ᬒかࠊࡽ

2009年࠸ࠕࠊのࡕの教育ᐇ㊶研究ࠖࡀⓎ㊊

しࠋࡓ本✏࡛ࠊࡣ研究のᡂ❧㐣⛬࠸ࠕの

 ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘの教育ࠖのᚲせᛶࡕ

 

㸯㸶㸬ࠗ⅏ᐖおࡿࡅ教

師ࡕࡓのࣞࣈࣀス・オࣈ

ࡿあࡇࡑ㹼 ࣗࢪ࣮ࣜ

ከᛁឤࠖࠕឤࠖࠕ

㹼 

➨ 1 ᅇ 㟈⅏ࡿࡄࡵࢆ教

師のࠕឤࠖࠕከᛁ

ឤࠖの╔目 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸷年 

㸴᭶ 

 

ࠗ教育 PRO࠘➨ 47ᕳ  

➨ 14ྕ ㏻ᕳ ࠊ1839ྕ

ERPࠊpp.㸰㸶㸫㸰㸷 

 

 

⅏ᐖࡉࡲࡣしࠊࡃ⮬ᕫのࢥンࢺロ࣮ル（⤫

ไ）ࡀຠかな࠸特Ṧな≧ἣୗࠋࡿ࠼࠸本研

究࡛ࠊࡣ⅏ᐖおࠊ࡚࠸教師のࠕ職業ⓗ

ឤࠖࡣ⤫ไのຠかな࠸≧ἣおࠕࡿࡅከᛁ

ឤ ❧ࢆ௬ㄝ࠺࠸か࠸なࡣの࡛ࡿ㥙すࠖࢆ

ࡓᯝࡀ教ဨ࡚࠸お本ᆅ㟈⇃ࠊし࡚ࡑࠋࡓ࡚

しࡓᙺࢹࣔࢆルしࠊ⅏ᐖおࡿࡅ教師

の͆ࣞࣈࣀス・オ͇ࣗࢪ࣮ࣜࣈのᐇែࢆ明ࡽ

かすࢆࡇࡿ目ⓗしࠋࡓ 

 

㸯㸷㸬㸬ࠗ ⅏ᐖおࡿࡅ

教師ࡕࡓのࣞࣈࣀス・オ

あࡇࡑ㹼 ࣗࢪ࣮ࣜࣈ

ከᛁឤࠖࠕឤࠖࠕࡿ

㹼 

➨㸰ᅇ ࠕ⅏ᐖᨭ⪅ࠖ

 し࡚の教師のᙺ

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸷年 

㸵᭶ 

 

ࠗ教育 PRO࠘➨ 47ᕳ  

➨ 15ྕ ㏻ᕳ ࠊ1840ྕ

ERPࠊpp.㸴㸫㸵 

 

2ࠊ東᪥本大㟈⅏ᚋࠊࡣ⅏ᐖᑐ⟇ᇶ本ἲࠖࠕ

ᅇのᨵ正ࡾ⧞ࢆ㏉し2013ࠋࡓ 年 6 ᭶のᨵ正

⥭ࠕࠊ⅏⪅ಖㆤᑐ⟇のᨵ善࡛ࠖ⿕ࠕࡿࡅお

ᛴ㑊㞴ሙᡤࠖࠕ㑊㞴ᡤࠖࡀ明☜༊ูࢀࡉ

࠸お学ᰯࡓࡗな㑊㞴ᡤࠋࡓࡗなࡇࡿ

な࠸࡚ࢀࡽࡵỴࡀᙺศᢸࠕࡣࡕࡓ教師ࠊ࡚

職業ࠖࡿᩆす⅏ᐖࠕࠊἣの中≦ࠖ࠸

し࡚ࠊ目の๓の⅏ᐖᩆすࡿᙺࢆᢸࡇ࠺

ࡓࡅཷࢆ⦏⅏ᐖのᩆᑐ⟇訓ࠋࡿな

し࡚教師ࠊࡃなࡣ࡛ࠖ⪅職業ⓗ⅏ᐖᩆࠕ

のࠕឤ࡛ࠖᩆᚑすࡿ教師のᐇែ

 ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘ

 

人間－151



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

㸰㸮㸬ࠗ⅏ᐖおࡿࡅ教

師ࡕࡓのࣞࣈࣀス・オࣈ

ࡿあࡇࡑ㹼 ࣗࢪ࣮ࣜ

ከᛁឤࠖࠕឤࠖࠕ

㹼 

➨㸱ᅇ ⅏ᐖおࡿࡅ

教師の職業ⓗ᭷⬟ᛶ 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸷年 

㸵᭶ 

 

ࠗ教育 PRO࠘➨ 47ᕳ  

➨ 16ྕ ㏻ᕳ ࠊ1841ྕ

ERPࠊpp.㸯㸮㸫㸯㸯 

 

 

本✏ࠊࡣ⇃本ᆅ㟈࡛యⓗ㑊㞴ᡤࢆ㐠Ⴀし

お教師の⅏ᐖࠊルࢹࣔࢆ一人の教師ࡓ

教師のឤかࠋࡓㄽ⪃し࡚࠸ࡘ⬟職ࡿࡅ

明☜な⅏ᐖࠊࢆ⅏ᐖの職業ⓗ᭷⬟ᛶࡿࡃࡽ

ᨭᑐ⟇し࡚⨨࡙ࠊࡅศᢸしࡔࠊかࡇࡽ

ㄆ㆑࠺࠸ࡿ⅏ᐖᨭ⪅なの࡛あࡣ教師ࡑ

⅏ᐖࡿࡅおᚋࠊࡣࡇࡃ࠸し࡚☜明ࢆ

の᭷ຠな㑊㞴ᡤ㐠Ⴀのᶍ⣴おࠊࡶ࡚࠸あ

職業ⓗᙺのࡿࡅお⅏ᐖࠊ教師のࡣ࠸ࡿ

明☜おࠊࡶ࡚࠸ᚲせなࠋࡿ 

 

㸰㸯㸬ࠗ⅏ᐖおࡿࡅ教

師ࡕࡓのࣞࣈࣀス・オࣈ

ࡿあࡇࡑ㹼 ࣗࢪ࣮ࣜ

ከᛁឤࠖࠕឤࠖࠕ

㹼 

➨㸳ᅇ 㑊㞴訓⦎ᑐす

࣮ࢭࢵの࣓ࡽ⅏ᆅか⿕ࡿ

 ࢪ

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸷年 

㸶᭶ 

 

ࠗ教育 PRO࠘➨ 47ᕳ  

➨ 18ྕ ㏻ᕳ ࠊ1843ྕ

ERPࠊpp.㸯㸮㸫㸯㸯 

 

 

⇃本ᕷෆの༡部⨨すࡿ⇃本ᕷ❧ᑠ学ᰯ

お⅏ᆅ⿕ࠊᯝ⤖ࡓࡗ⾜ࢆᮦྲྀ職⌮⟶ࠊ࡛

ࠊࡽ学ᰯ㐠Ⴀୖのᐇかࡸのᵝ子ࡶ子ࡿࡅ

㑊㞴訓⦎のᅾࡾ᪉ᑐすࡿ㔜せな♧၀ࢆᚓ

࠸ࡘ࠺ࡼࡾ㑊㞴訓⦎のᅾࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ

࡚⪃しࠊ☜ㄆすࡇࡿのᚲせᛶࢆ♧၀す

ࢪ࣮ࢭࢵの大ษな࣓ࡽ⅏ᆅか⿕ࡃしࡉࡲࠊࡿ

 ࠋࡓㄽ㏙し࡚࠸ࡘ

 

㸰㸰㸬ࠗ⅏ᐖおࡿࡅ教

師ࡕࡓのࣞࣈࣀス・オࣈ

ࡿあࡇࡑ㹼 ࣗࢪ࣮ࣜ

ከᛁឤࠖࠕឤࠖࠕ

㹼 

➨㸴ᅇ ⚟島┴のࠕࠖ

ࡿࡅおᆅᇦࠊࡿ࠼ఏࡀ

学ᰯの౯್ 

 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸷年 

㸷᭶ 

 

ࠗ教育 PRO࠘➨ 47ᕳ  

➨ 20ྕ ㏻ᕳ ࠊ1845ྕ

ERPࠊpp.㸶㸫㸷 

 

 

2011年 3᭶ 11᪥Ⓨ⏕しࡓ東᪥本大㟈⅏࡛

2次ⓗな⅏ࠊ࠺࠸ὠἼ⅏ᐖࡿࡼᆅ㟈ࠊࡣ

ᐖ࡚ࡗࡼ大ࡁな⿕ᐖࡑࠋࡓࡗ⿕ࢆの中ࠊᆅ

㟈ືὠἼࡿࡼ 3次ⓗ⅏ᐖࡀⓎ⏕しࡑࠋࡓ

✏本ࠋࡿ島➨一原子ຊⓎ㟁ᡤᨾ࡛あ⚟ࡀࢀ

ࡽ原Ⓨᨾかࠊࡣ࡛ 6年༙⤒ࡓࡗ⚟島┴お

学ᰯࡓ㛤し࡚ࢀࡉゎ㝖ࡀ♧㑊㞴ᣦࠊ࡚࠸

╔目しࠊ学ᰯࡀᆅᇦᯝࡓすᙺ࡚࠸ࡘ記

㏙しࠋࡓ 

㸰㸱㸬ࠗ⅏ᐖおࡿࡅ教

師ࡕࡓのࣞࣈࣀス・オࣈ

ࡿあࡇࡑ㹼 ࣗࢪ࣮ࣜ

ከᛁឤࠖࠕឤࠖࠕ

㹼 

➨㸵ᅇ 子ࡕࡓࡶの࠸

のࢆࡕᏲࡿのࠖࢀࡔࠕࡣ

なのか 
 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ㸰㸷年 

9᭶ 
 

ࠗ教育 PRO࠘➨ 47ᕳ  

➨ 21ྕ ㏻ᕳ ࠊ1846ྕ

ERPࠊpp.㸯㸰㸫㸯㸱 

 
 

⅏ᐖ㛵し࡚ࡑࠊの⿕⅏ᆅᇦࢆୡ⏺目ྥࢆ

ࡉࡁの⿕ᐖの大ࡑ⅏⪅ᩘな⿕ࠊࡁࡓࡅ

㛵ᚰࡣࡽࢀࡑࠊࡀࡿࢀࡽࡅྥࡀの࠺ࡼ教

訓ࠊࢀࡉⓎಙࡓࡁ࡚ࢀࡉのかࡇࡑࠋかࡽぢ

࣋ࠊࡣ࡛✏本ࠋ࠸ࡁ大ࡣのの౯್ࡶࡿࡃ࡚࠼

௳ࡸ⅏ᐖࠊ࡚࠸お⩏ඹ和ᅜ♫࣒ࢼࢺ

なᑐし࡚ࠊ子ࠕࢆࡶಖㆤࠖすࡿぶのጼ

ໃࠊࢆ᪥本の㏆年のᐇែẚ㍑しࠋࡓ 
 

㸰㸲㸬ࠗ⅏ᐖおࡿࡅ教

師ࡕࡓのࣞࣈࣀス・オࣈ

ࡿあࡇࡑ㹼 ࣗࢪ࣮ࣜ

ከᛁឤࠖࠕឤࠖࠕ

㹼 
➨㸷ᅇ 教訓ࢆ⏕かしࡓ
㑊㞴ᡤ㛤タ・㐠Ⴀ 

 
 
 

༢ⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ᖹᡂ㸰㸷年 
㸯㸮᭶ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ࠗ教育 PRO࠘➨ 47ᕳ  

➨ 23ྕ ㏻ᕳ ࠊ1848ྕ

ERPࠊpp.㸶㸫㸷 

 

 

 

 

 

 
 

⅏ᐖおࡿࡅ㑊㞴ᡤࢆ㐠Ⴀすࡿయ目

ンࠖࣛࢻ࢞㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࠕࠊࡁࡓࡅྥࢆ

࡚ࢀࡽᙜ࡚ࡀ教職ဨࡣ࠸ࡿあࠊ教ဨࠊࡣ

ࡀ学ᰯࠊࡣᐇ⌧ࠋ࠸なࡽࡓぢᙜࡣᙺࡿ࠸

㑊㞴ᡤなࡿሙྜࢆࡇࡑࠊ㛤㘄し࡚㑊㞴ᡤࢆ

㛤タしືึࠊẁ㝵࡛⿕⅏⪅ࡅཷࢆධࠊࢀ㐠Ⴀ

ࠋࡿࢀࡉணࡀࡇࡿ教師࡛あࡣのࡿࡵ㐍ࢆ

本✏࡛ࠊࡣ㑊㞴ᡤ㛤タࠊ㐠Ⴀおࡿࡅ教師

のᙺ࡚࠸ࡘ㏙ࠋࡓ 
 

㸰㸳㸬ࠗ⅏ᐖおࡿࡅ教

師ࡕࡓのࣞࣈࣀス・オࣈ

ࡿあࡇࡑ㹼 ࣗࢪ࣮ࣜ

ከᛁឤࠖࠕឤࠖࠕ

㹼 

➨㸯㸮ᅇ ⅏ᐖ㛵すࡿ

教師のン࣮ࣗࣅࢱか

 ㄢ㢟ࡓࡁ࡚࠼ぢࡽ

༢ⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸷年 

㸯㸯᭶ 

 

ࠗ教育 PRO࠘➨ 47ᕳ  

➨ 24ྕ ㏻ᕳ ࠊ1849ྕ

ERPࠊpp.㸶㸫㸷 

 

本研究࡛ྛࡣᑠ中学ᰯの⟶⌮職ࢆᑐ㇟し

㠀ᵓࡣࡽࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆ࣮ࣗࣅࢱン࡚

㐀ン࡛࣮ࣗࣅࢱあࠊࡾ明☜なၥ࠸ᑐし

࡚明☜なᅇ⟅ࢆồࡓࡁ࡚ࡵの࡛ࡣなࠊࡃ➹⪅

教師ࡿࢃ㛵ࡇࡑし࡚ࡑࠊࢆࡇ㟈⅏のࡀࡽ

࠺࠸ࡓࡗかࡓࡾ知ࢆのࡶのෆ㠃ⓗなࡕࡓ

のࡀ⋡┤な࡛ࢁࡇあࠋࡿ本✏࡛ࡑࠊࡣのᚋ

ࢆの⤖ᯝ࣮ࣗࣅࢱンᵓ㐀༙ࡓᐇし

⪃ᐹしࠊ⅏ᐖ㛵㐃し࡚ࠊ教ဨかか࠸࡚ࡗ

 ࠋࡓウし᳨࡚࠸ࡘスࣞࢺ㐣㔜なスࡿ

人間－152



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

 年㚷ࠖࠕ

㸯㸬ࠗ安教育のᐇຠᛶ

のᐈほⓗຠᯝの ᐃࡑ

㛵すࡿ研究-➨㸴学年ࠕ

のࣂスࢱン࣮ࠖࢲのᐇ

㊶かࡽ-࠘ 
 

 
༢ⴭ 

 

ᖹᡂ㸰㸰年 

㸵᭶ 
 

 

㈈ᅋἲ人ୗ中記ᛕ㈈ᅋ

2010年ሗ pp14-17 
 

 

ᖹᡂ㸯㸷年度ࠊ㸰㸯年度おࡿࡅୗ中⛉学

研究ຓᡂ金のྲྀᚓࡑࠊࡾࡼの研究ᡂᯝࢆୗ

中⛉学記ᛕ㈈ᅋ年ሗᐤ✏しࡶࡓのࠋ 

 安教育のຠᯝࡸᐇຠᛶࡣ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ授

業⪅のᐇឤࡿࡼほⓗなࡶの࡛しかなか

ᐈ࡚࠸⏝ࢆ安安ᚰᵝ┦ᅗ࠘ࠗࢆࢀࡑࠋࡓࡗ

ほⓗඣ❺のኚᐜࢆ ᐃしࠊศᯒしࡓ⤖ᯝࢆ

Ⓨ⾲しࠋࡓ 
 

 ࠖࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜࠕ

㸯㸬ࠕ安ᣦᑟࠗ 安ࢆ

学ࠖࡇ࠺࠸࠘ࡪ 

༢ⴭ ᖹᡂ㸰㸳年 

㸷᭶ 

᪥本ᩥ教ฟ∧ࠕ教育

ሗࠖᕳᮎ 

 

本࣮ࣜࠊࡣࢺࢵࣞࣇ᪥本ᩥ教ฟ∧ࡀ教育㈨ᩱ

ࢪ࣮࣌㸶ࠊࡾの࡛あࡶࡿ࠸し࡚Ⓨหし࡚

かࡽなࡶࡿの࡛あࢪ࣮࣌⤊᭱ࠋࡿのࢡࠕロ࣮

✏の原࣮ࢼ࣮ࢥ教育の⌧ሙࠖの !ࣉࢵࢬ

安学⩦ࠖの㐪ࠕ安ᣦᑟࠖࠕࠊᢸᙜしࢆ

大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘ࠸

学ᰯࠕ安⛉࡛ࠖᐇ㊶しࠕࡓの㑊㞴訓⦎ࠖ

の授業かࠕࠊࡽおࡣしࡶ （ࠖᢲࡉな࠸・㉮ࡽな

ࡇࠊ࠺࠸（࠸なࡽࡶ・࠸なࡽࡷし・࠸

オࣜࢭ㑊㞴訓⦎のࡎࢀࡓᣢࡶ࠸࡛ࡲࢀ

ᐃࠊし㢟ᮦࢆゝⴥࡓࡁ࡚ࡗし࡚㏻࣮

ࠊ័ࢀࢃࡽ の༴㝤ᛶࡇࡿࢀࢃࡽ⩦

 ࠋࡿの࡛あࡶࡓ㏙࡚࠸ࡘ

 

 

人間－153



 

教  育  研  究  業  績  書 

                                          令和 2年 3᭶ 31᪥    

   Ặྡ  森 一弘     

研   究   ศ   野 研 究 ෆ ᐜ の ࢻ ࣮ ࣡ ࣮ ࢟ 

య育⛉教育のᐇ㊶㛵すࡿᐇົ 

⥲ྜⓗな学⩦のᣦᑟἲ㛵すࡿᐇົ 
య育⛉ᣦᑟἲ・⮬ⓗな学ࡧ・⥲ྜⓗな学⩦ 

教  育  ୖ  の  ⬟  ຊ    㛵  す  ࡿ    㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ           せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   
 授業のᨵ善ࡓά⏝しࢆチ࣮ࢧンࣜࣙࢩࢡۑ
 ・༢元おࡿࡅㄢ㢟のᣢࡏࡓ᪉ 
 ・子ࡶの⪺࠺ྜࡁሙ࡙ࡾࡃ 
 ・子ࡶ子ࡶの㛵ಀᛶ 
 ・子ࡶ教師の㛵ಀᛶ 
 ・子ࡶの⌮ゎ度授業の᭷ຠᛶ 
 
 
 
 
 ࡾࡃయ育の授業࡙ࡴ育ࢆᛶ♫ۑ
 ・チ࣮ࡀࣞࣉ࣒㔜せ࠺࠸ࡔㄆ㆑のᣢࡏࡓ᪉ 
 ・チ࣮ࡀ࣒ࡵࡓࡘの⮬ศのᙺẼかす 
 
 
 
 
 
授業࡚࠸ࡘルの教育ⓗ౯್࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇۑ
ᐇ㊶かࡽの᳨ウ 

 

 

 

ᖹᡂ 16年 4᭶㹼 
ᖹᡂ 24年 7᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 16 年 4 ᭶㹼ᖹᡂ
24年 7᭶ 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 27 年 4 ᭶ࠥᖹᡂ
30年 3᭶ 

ࡶࢆのᐇែࡶオ࡛ᙳし㸪子ࢹࣅࢆ授業ۑ
授業ᨵ善の᪉⟇ࢆ᥈ࠋࡿ教師の授業おࡿࡅฟሙ
ᑐ㏉し・ㄢ㢟のタᐃなࡾし࡚㸪Ⓨၥ・ษ
し࡚㸪子ࡀࡕࡓࡶᐇ㝿の࠺ࡼなጼࢆしࡵし
教ᮦಶの㛵ಀ㸪ಶಶࡶࡿのかศᯒすࡓ
教師の㛵ಀ㸪の㛵ಀ㸪ಶ㞟ᅋの㛵ಀ㸪ಶ
㞟ᅋ教師の㛵ಀな༠ാⓗな学ࡶࢆࡧ㸪授
業のᨵ善ࢆ明ࡽかし࡚ࠋࡓࡁ 
（⚄ᡞ大学㝃ᒓఫ吉ᑠ学ᰯ） 
 
ࡓࡶし࡚㸪子教ᮦࢆル࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇۑ
・ࡿかࢃࠕࠋ࠺⾜ࢆンࢨࢹ授業ࡴ育ࢆの♫ᛶࡕ
の㸪ࡵࡓࡘ࣒࣮ࢤ㸪࠸ᢅ一యⓗࢆࠖࡿࡁ࡛
⮬ศのᙺࢆព㆑し㸪సᡓࢆ㐍ࢆࡇࡃ࠸࡚ࡵ㏻
し࡚㸪┦ᡭのᛮࡾࡸ࠸㸪࣒࣮ࢤ㐍⾜࡛のル࣮ル
の㡰Ᏺ㸪マ࣮ࢼのྥୖࡀぢࠋࡓࢀࡽ（⚄ᡞ大学㝃ᒓ
ఫ吉ᑠ学ᰯ） 
 
ンࣈ࣮࡚࠸おルの授業࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇۑ
ᡓ⾡ⓗࠊࡶ授業ᒎ㛤し࡚࡚࠸⏝ࢆ࣒࣮ࢤ࣮ࣂンࢼ
な学⩦ㄢ㢟↔Ⅼ࡛࣮ࣞࣉࠊࡁお࡚࠸子ࡶ
の࣮ࣞࣉᴟⓗな✚ࡶのᙺの明☜ࡕࡓ
ཧ加ಁࢆすྍ⬟ᛶࡀあࢆࡇࡿ明ࡽかしࠋࡓ（ዉ
Ⰻ学ᅬᑠ学ᰯ） 
 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書ࠊ教ᮦ   
⥲ྜ学⩦ࠕᬑኳ間ၥ㢟ࠖࡿ࠼⪄ࢆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （ᥖ）ࢺス࢟ルᣦᑟテ࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇ

ᖹᡂ 22年 5᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 22年 7᭶ 

ࡵࡲࢆのἈ⦖のṔ史ࡵࡓࡿ࠼⪄ࢆᬑኳ間ᇶᆅۑ
子ࡓ  （教ᮦ）ࢪ࣮࣌15
Ἀ⦖ࡀ本ᅵ࡚ࡗࡼ㸪ࡓࢀࡽᨻ⟇ࢆ知࡛ࡇࡿ㸪
Ἀ⦖の人ࠎのᛮࢆ࠸ឤࡌ㸪ᡓᚋな࣓ࣜࡶ࡚ࡗ
カ㌷のከࡃのタࡀἈ⦖㥔␃すࡿ⌧ᐇࢆ知ࡏࡽ
 ࠋࡓసᡂしࢆ㈨ᩱࡿ
（⚄ᡞ大学㝃ᒓఫ吉ᑠ学ᰯの⥲ྜⓗな学⩦の間
 （⏝し࡚ཧ⪃㈨ᩱ
 
ᣦࡓฟ∧しࡽル༠か࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇ᪥本ۑ
ᑟ⪅のࡵࡓのテ࢟スࢺ  （教⛉書）ࢪ࣮࣌36
高橋ᘓ夫ඛ⏕ࡀ┘ಟしࡓ㸪学ᰯయ育࡛ά⏝࡛ࡿࡁ
 ࠋࡓし♧ࢆル⦎⩦᪉ἲな࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇ
オ࢙ࣇンスのసᡓ࡙ࢆࡾࡃし࡚ࡵࡓࡃ࠸㸪2
ᑐ 1㸪4ᑐ 3㸪5ᑐ 3㸪（オ࢙ࣇンスチ࣮࣒の人ᩘࢆ
ከࡃすࣃ࡛（ࡿス࣮ࢥス・ࣛン࣮ࢥス࠸࡚࠼⪄ࢆ
ンス࢙ࣇ㸪オࡓࡲࠋࡓし♧ࢆࡁືࡿなルࢹࣔࡃ
ࡶ┦ᡭチ࣮ࣈࢆ࣒ロࢡࢵすࢆࡁືࡿ♧し㸪ࣇ
スࣔࢆンスのసᡓ࢙ࣇルのオ࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛ
࣮ルステ࡛ࣉࢵ学࠺ࡼࡿᕤ夫しࠋࡓ（⚄ᡞ大学
㝃ᒓఫ吉ᑠ学ᰯのయ育のᣦᑟཧ⪃㈨ᩱし࡚
⏝） 

人間－154



㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯ 
ົホᐃ 

 
 

 
 

・⚄ᡞ大学㝃ᒓఫ吉ᑠ学ᰯのᰯ㛗かࡽのホ౯ 
 
 
 
 
 
 
・ⰱᒇᕷ❧山ᡭᑠ学ᰯのᰯ㛗かࡽのホ౯ 
 

ᖹᡂ 16 年度かࡽᖹᡂ
25年度 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 26 年度かࡽ⌧ᅾ
 ࡿ⮳

教㢌し࡚ᰯົ⯡ࡾྲྀࢆษࡾ㸪学ᰯのかな
し࡚㸪ྛࡵ 教ဨࡽのಙ㢗ࡶཌࡃ㸪ࡓࡲ㸪PTAの
㛵ಀࢆᐦし࡚ಖㆤ⪅かࡽのಙ㢗ࡶཌࡶ࠸のࡀあ
ᚓ࡚ࢆホ౯࠸し࡚高人ᮦ࠸なࡽなࡣ࡚ࡃなࠋࡿ
 ࠋࡿ࠸
 
 
研究任・㸴年学年任し࡚学ᰯయの教育ㄢ
⛬の⦅ᡂࠊ授業ᐇ㊶ࠊⱝᡭ教ဨのᣦᑟなの業ົ
ホ౯࠺࠸ࡓ࠸࡚ࡗᢸࢆ⩼⢭㏻し学ᰯ㐠Ⴀの一
 ࠋࡿ࠸ᚓ࡚ࢆ
 
 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯 
 ᣦᑟࡿᑐす⏕⩦教育ᐇۑ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᖹᡂ 4年 4᭶かࡽ⌧ᅾ
 ࡛ࡲ
 
 
 
 
 
 
 

 
ࡸᢸ任ࠊ࡚ࢀධࡅཷࢆ⏕⩦ẖ年教育ᐇ࡛ࡲࢀࡇۑ
⟶⌮職の❧ሙ࡛⾜ࡓࡗ講ヰෆᐜ 
 ・学ᰯ㐠Ⴀ㸪ඣ❺⌮ゎ㸪⏕ᚐᣦᑟ学⩦ᣦᑟ 
 ・༢元のసࡾ᪉ 1間の授業のసࡾ᪉ 
 ・学⩦ホ౯の⪃࠼᪉のᐇ㝿のホ౯の᪉ 
 ・య育の授業のసࡾ᪉  
・ᢸ任㣴ㆤ教ㅍ・カン࣮ࣛࢭの㐃ᦠ 
・特ูάື ➼ 

 
 ࣅ㹌㹉㹆 教育テࣞۑ
 教ᐊࠖࢶ࣮࣏スࠕ 
 ル ᇶ♏⦅・Ⓨᒎ⦅の࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇ
ᵓᡂཬࡧᣦᑟฟ₇ 

ᖹᡂ 21年度 
ᖹᡂ 22年度 

教ᐊࠖの␒⤌࡛㸪ࢶ࣮࣏スࠕࣅ㹌㹆㹉教育テࣞۑ
の␒⤌のᵓᡂ・₇ࡑ㸪ࡆୖࡾྲྀࢆル࣮࣎ࢢࢵࣛࣇ
ฟཬࡧᣦᑟ⪅し࡚ฟ₇しࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓ㸪ࢵࣛࣇ
㸪ᐇ㝿のࡁ⨨ࢆຊⅬ᪉ࡳルのᴦし࣮࣎ࢺࢵࣇࢢ
ᑠ学ᰯయ育授業࡛άかし࡚ࡿࡅ࠸ෆᐜᵓᡂし
中ࢆసᡓࡸࡁのືࡵࡓࡿࡵᴦしࡶࡶの子ࠋࡓ
ᚰࢆ⤌␒ᵓᡂしࠋࡓ 
 

㸳 ࡑの  なし 
 
 

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ        せ 

㸯 ㈨᱁ࠊචチ 
教ဨචチ 

 
和 57年 3᭶ 31᪥ 
 
 
和 57年 3᭶ 31᪥ 

 

ᑠ学ᰯ教ㅍ1⣭ᬑ㏻චチ≧ 

56ᑠᬑ➨5892ྕ （ᇸ⋢┴教育ጤဨ） 

 

中学ᰯ教ㅍ 2⣭ᬑ㏻චチ≧（♫） 

 56中ᬑ➨ 5629ྕ  （ᇸ⋢┴教育ጤဨ） 

 

㸰 特チ➼ 
特なし 
 

  

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿ特記㡯   
 講師࣮ࢼ࣑ࢭࡾࡃ授業࡙ۑ
 
 

ᖹᡂ 21年 8᭶ 
 
 

ࡃ授業࡙ࠕࡓദしࡀᡞ大学㝃ᒓఫ吉ᑠ学ᰯ⚄ۑ
ࢭのᚋのࡑබ㛤し㸪ࢆ授業࡚࠸お࣮ࠖࢼ࣑ࢭࡾ
㸪ᑠ学ᰯࡣලయⓗࠋࡓࡗ⾜ࢆ講₇࡚࣮ࢼ࣑ 2
年⏕ࢆᑐ㇟しࡓ㨣㐟ࡧの授業ࢆබ㛤しࡇࠋࡓの
中࡛ࡣ㸪ᣦᑟせ㡿のᨵᐃᮇ㔜なࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗ㸪
ᨵᐃの㊃᪨࡚࠸ࡘゎㄝし㸪ᨵᐃᚋのෆᐜἢࡗ
 ࠋࡓし♧ࢆࢺン࣏のࡾࡃ授業࡙ࡓ
・᪤⩦ෆᐜࡸయ㦂ࢆᇶ㸪ㄢ㢟ࢆ明ࡽかࡏࡉ 
 ࠋࡿ 
・᪂し࠸ෆᐜࢆ知ࡾ㸪࡛ࡲࢀࡇしࡀࡇࡓな࠸
 ࠋࡿࡅࡘぢࢆ᪉な࠼⪄సᡓのࡸࡁື

・子ࡀࡶ㐠Ⴀす࣒࣮ࢤࡿ大ࢆ㛤ദすࠋࡿ 
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ルス࣊ルࢱᅜ㝃ᒓ学ᰯ㣴ㆤ教ㅍ部࡛の࣓ンۑ
 ⾲のⓎ࡚࠸ࡘ

ᖹᡂ 21年 8᭶ ࢆ⤎ۑ大ษすࡿ子ࡶの育ᡂࢆ目ᣦし࡚子
のࠎ㢟目࡛㸪᪥࠺࠸యไのᐇ㹼ࢣのࡶ
学ᰯ࡛㉳ࡿࡇ子ࡕࡓࡶのᢪࡿ࠼ㅖၥ㢟ࢆゎ
Ỵすࡵࡓࡿ㸪ࠕᚰのࢣጤဨࠖࡆୖࡕ❧ࢆ
㸪教育┦ㄯᢸࡵࡓࡿᶵ⬟すࡀのጤဨࡇࠋࡓ
ᙜ⪅・カ࢘ン࣮ࣛࢭ・࣓ンࢱルࣞࣇンࢻ・㣴ㆤ
教ㅍ・⟶⌮職の㐃⤡యไ㸪┦ㄯయไ㸪ᣦ♧యไ
なࢆලయⓗなࡶࢆⓎ⾲しࠋࡓ 
 

㸲 ࡑの 
 ࠖ⫣㈉♫ࠕ

 
 

 
 

ᅜ大学య育㐃ྜദ  
大学య育ᣦᑟ⪅ᅜ研ಟ講師 
 

ᖹᡂ 24年 8᭶ 
 
 
 

大学య育㐃ྜの研ಟ࡚大学教ဨࣛࣇࠕ
大学ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩦ルࠖのᐇᢏ講࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵ
࡛のయ育授業ࡾྲྀධࡵࡓࡿࢀの研ಟし
࡚ึᚰ⪅のᣦᑟのලయࢆ♧しࡇࠋࡓの研ಟ࡛
⨶⥙࡛ࡲ（⾡ᡓ）࣒࣮ࢤࡽかࡁᇶ本ⓗなືࠊࡣ
ⓗయ㦂すࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿしࠋࡓ研ಟࢆ㏻し
ࡑࠊయឤしࢆルの㨩ຊ࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇࠊ࡚
の特ᛶࢆ⏕かしࡓ授業ࠊ࡚࠸ࡘᐇ㊶ⓗな知ぢ
 ࠋࡓ介し⤂ࢆ࣒ࣛࢢロࣉࡿࡁ࡛ࡀࡇࡪ学ࢆ
 

   ᣦᑟຓゝ㛵ಀࠖࠕ
・ⰱᒇᕷ❧ᮅ᪥ࣨୣᑠ学ᰯ講師 
 
 
・୕田ᕷ❧Ṋᗜᑠ学ᰯ講師 
 
 
・୕田ᕷ教育ጤဨദ研ಟ講師 

ᖹᡂ 16年度㹼22年度 
 
 
ᖹᡂ 21.22年度 
 
 
ᖹᡂ 21.22年度 

ᰯෆ授業研究࡛のᣦᑟຓゝ 
ཬࡧ研究Ⓨ⾲のᣦᑟຓゝ 
 
ᰯෆ授業研究࡛のᣦᑟຓゝ 
ཬࡧ研究Ⓨ⾲講師 
 
研究任ᑐ㇟のࠕ学ᰯ研究の㐍ࡵ᪉ࠖ講師 
ᰯෆ授業研究࡛のᣦᑟຓゝ 
 

・ᕝ西ᕷᕷ❧久௦ᑠ学ᰯᣦᑟຓゝ 
 
・ⰱᒇᕷ教育ᩥࢭン࣮ࢱ講師 
 
 
・ⰱᒇᕷ山ᡭᑠ学ᰯ研究講師 
 

ᖹᡂ 23㸬24年度 
 
ᖹᡂ 27年 5᭶ 
 
 
ᖹᡂ 27年 8᭶ 
 

ᰯෆ授業研究࡛のᣦᑟຓゝ 
 
ⱝᡭ教ဨࡀࠕࡇࡁࡿࡸ授業ᐇ㊶ࢆ㏻し
࡚ࠖ講₇ 
 
授業研究の㐍ࡵ᪉ࠕ学࠸ྜࡧのあࡿάື࠸ࡘ
࡚ࠖ講₇ 
 

・西᪥本⚾学㐃┕య育部ᐇᢏ研ಟ講師 
 

ᖹᡂ 28年 5᭶ 
 

᪉ࠖᐇᢏ研ࡵル授業の㐍࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇࠕ
ಟおࠊ࡚࠸ᑠ学ᰯ高学年お࣮ࢦࡿࡅルᆺ࣎
࣮ル࣒࣮ࢤの⪃࠼᪉ཬ࣎ࢺࢵࢵࣇࢢࢵࣛࣇࡧ
࣮ルの授業ᒎ㛤の᪉ 講師 
 

・ዉⰋ┴୕Ꮿ⏫❧୕Ꮿᑠ学ᰯ㐠ື⬟ຊྥୖの 
 のᣦᑟ講師ࡵࡓ 
 

ᖹᡂ 28年 5᭶ 
 

ᑠ学⏕ 1年⏕かࡽ 6年⏕ࢆᑐ㇟ࠊᢞືసのᣦ
ᑟࢆᐇし࣮࣎ルᢞࡆのᢏ⬟ྥୖࢆ目ᣦしࡓ
ᣦᑟࡓࡗ⾜ࢆ 
 

・ዉⰋ┴୕Ꮿ⏫❧୕Ꮿᑠ学ᰯ࣮࣎ル㐠ື授業 
 ᐇᢏ講⩦ᣦᑟ 
 

ᖹᡂ 28年 8᭶ 
 

࣒࣮ࢤル࣮࣎中ᚰࢆル࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇ
の授業ᵓ࡚࠸ࡘ㸰᪥間Ώࡾᐇ㊶ᣦᑟࢆ
 ࠋࡓࡗ⾜
 

・ᑽᓮᕷ❧大島ᑠ学ᰯ講師 
 

ᖹᡂ 28年 8᭶ 
 
 

学⣭࡙ࡾࡃの࣏ンࢆࢺ♧しࠊ子౪ࡀ人බの
学ᰯ࡙ࡾࡃのᚲせᛶࢆᣦᑟしࠋࡓ 
 

・ⰱᒇᕷ教育ᩥࢭン࣮ࢱ講師 
 

ᖹᡂ 28年 8᭶ 
 

2 年次かࡽ 5 年次࡛ࡲのⱝᡭ教ဨࢆᑐ㇟ࠊ学
⣭࡙ࡾࡃ・授業࡙ࢆࡾࡃᣦᑟしࠋࡓ 
 

・ዉⰋ┴୕Ꮿ⏫健ᗣ࡙ࡾࡃ᥎㐍༠㆟ᗙ㛗 
 

ᖹᡂ 29年 3᭶ 
 

୕Ꮿ⏫おࡿࡅ健ᗣቑ㐍ィ⏬・㣗育᥎㐍ィ⏬ࢆ
ᑂ㆟しࠊィ⏬書ࢆసᡂしࠋࡓ 
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・ዉⰋ┴୕Ꮿ⏫教育ጤဨ授業ホ౯ጤဨ 
 
 
 
 
・ⰱᒇᕷ授業ᨵ善部講師 
 
 
 
・ⰱᒇᕷ᪂任教ဨ研ಟ講師 
 
 

ᖹᡂ 29 年 2 ᭶ࠥ令和

2年 3᭶ 

 

ᖹᡂ 29 年ࠥ令和元年

度 

 

ᖹᡂ 30年 8᭶ 

 

୕Ꮿ⏫教育ጤဨの⏬業ࢆ➨୕⪅の❧ሙ
࡛ホ౯しࠋࡓ 
 
 
᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ࡿࡼ授業ᨵ善のලయࢆᣦᑟ
すࠋࡿ㸱ࡘのᰕしࡓ授業のලయࡑのホ౯
 ࠋࡓࡗな⾜ࢆ➼講ヰ࡚࠸ࡘ
 
 
ⰱᒇᕷ᪂つ᥇⏝⪅ࢆᑐ㇟ࠊ授業のࡾࡃࡘかࡓ
ຊ⬟し࡚ᚲせな教師の⬡㉁᪂任ࠊ中ᚰࢆ
 ࠋࡓ講ヰしࢆ
 

研  究  業  績  ➼    㛵  す  ࡿ    㡯 

ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼の
ྡ⛠ 

༢ⴭ・
ඹⴭの
ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ⾲の
年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼
ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ

⛠ 
ᴫ      せ 

（ⴭ書）     

    

 

 

（学⾡ㄽᩥ）     

1 ル♫ࣂロ࣮ࢢ
学࠺ྜࡁࡧࡦࡿࡁ⏕
 ࡶ子ࡿ㐀すࢆࡧ
㹼☜かな⌮ゎࡴ⏕ࢆ
┦స⏝のሙࢨࢹࢆ
 㹼ࡿンす
 
 
 
 

ඹⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 23年 2᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚄ᡞ大学㝃ᒓఫ吉ᑠ
学ᰯ研究紀せ 2010 
P6㹼P16 
 
 
 
 
 
 
 
 

授業の中࡛㸪友ࡕࡔの㛵ಀᛶࢆ᰾し࡚
࠸࡚ࡅࡘ㌟ࢆ⬟ᢏࡸ知㆑࠸⣡ᚓし㸪᪂し࠸
 ࠋࡿ紀せ࡛あࡓᥦしࢆࡇࡃ

ᑐし࡚㸪研究ෆᐜのㄽの⦆♏の紀せのᇶࡇ
㐍ࡵ᪉㸪ࡑのලయ㸪ᡂᯝㄢ㢟ྜᩚࡀし࡚ࡿ࠸
かࢆㄞࡾྲྀࡳ㸪研究部ఏ㐩しࠋࡓఏ㐩ෆᐜࡣ㸪
授業お࡚࠸⪅のὶࡿࡼάືࢆෆᐜ
㠃の㐪࠸㸪ྠព㸪どⅬの㐪࠸なかࡽ授業ࢆᵓ
すࡿᚲせᛶࢆ明ࡽかす࡛ࡇࡿあࠋࡿ 
㹼☜かな⌮ゎࡴ⏕ࢆ┦స⏝のሙࢨࢹࢆン
すࡿ㹼 
 ┦స⏝の㉁のྥୖのࡣࡵࡓ㸪教⛉➼の知
ࡏࢃฟྜࡶ㏻し࡚子ࢆなάື࠺ࡼのࢆ
教ᮦ研࡚࠸ࡘᨭのලయࡸのሙ㠃ࡑのか㸪ࡿ
究ࢆし࡚おࡃᚲせࡀあࠋࡿ一ࡣࡘ㸪ከᵝなぢ᪉
㐪⪅ࡀ㸪ఱ࡚࠸おሙࡿฟす⾲ࢆ᪉࠼⪄ࡸ
ࠋࡿᚲせ࡛あࡀࡇࡿࡏࡉゝㄒ☜のか明࠺
ࡘ目ࡣ㸪᪂ࡓな知ࢆฟすࡿሙお࡚࠸㸪⮬
ᕫのኚᐜࢆゝㄒし࡚⮬ぬࢆᅗࡿᚲせᛶࡀ
あࢆࡇࡿ明ࡽかしࠋࡓ 
本人ᢸᙜሙᡤ㸸研究のᇶ♏⦅部ศࢆᢸᙜ 
ඹⴭ⪅㸸ᰗ田Ὀ⩏㸪⚟原雅⏕㸪⚄山┿一㸪森一
弘（ 19 ྡ） 

ᐇ⌧し࡚ࢆඹࠖࠕ2
 ࡶ子ࡃ࠸
㹼┦స⏝の㉁╔
目し࡚㹼 

ඹⴭ 
 

ᖹᡂ 24年 2᭶ 
 

⚄ᡞ大学㝃ᒓఫ吉ᑠ
学ᰯ研究紀せ 2011 

授業の中࡛㸪友ࡕࡔの㛵ಀᛶࢆ᰾しࡑの
㛵ಀᛶࡘࢆなࡵࡓࡃ࠸࡛࠸の᪉⟇ࢆᥦしࡓ
紀せ࡛あࠋࡿ 
ᑐし࡚㸪研究ෆᐜの⦆♏の紀せの研究ᇶࡇ

ㄽの㐍ࡵ᪉㸪ࡑのලయ㸪ᡂᯝㄢ㢟ྜᩚࡀし࡚
ఏ㐩ෆࠋࡓఏ㐩し㸪研究部ࡾྲྀࡳㄞࢆかࡿ࠸
ᐜࡣ㸪授業のどⅬࢆලయし࡚授業の中
ࡽ㈨ᩱかࡸ㸪ẚ㍑ࡣ㸪ㄢ㢟のㄆ㆑࡛ࡿࡅ࡙⨨
のㄞࡾྲྀࡳなㅖ⬟ຊのᚲせᛶࢆᣦし㸪ಟ正
し࡚࠸かࠋࡓࡏ 
㹼┦స⏝の㉁╔目し࡚㹼 
 ࠸のᛮ࠼⪄ࡸ࠸ᑛ㔜しなࡽࡀᙳ㡪ࢆ࠼
あ࠺┦స⏝ࡵࡓࡴ⏕ࢆ㸪ࠕຓの授ཷ ╔ࠖ
目し㸪┦స⏝の㉁ࢆつᐃすࡿせ⣲し࡚⨨
┦࠺కࢆຓの授ཷࠖࠕ࡚࠸お授業ࠋࡓࡅ࡙
స⏝ࢆ㏻し࡚᪂ࡓな౯್ࡵࡓࡴ⏕ࢆ㸪ၥ㢟
ゎỴの㐣⛬ࡘのࠕ授業のどⅬ タᐃし㸪ࠖࢆ
 ࠋࡓしかࡽ明ࢆの᭷ຠᛶࡑ
授業のどⅬ㸯㸸ⴱ⸨ࢆ㢧ᅾし㸪ඹ㏻のㄢ㢟

 ࠋࡿࡏࡉㄆ㆑ࢆ
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼の
ྡ⛠ 

༢ⴭ・
ඹⴭの
ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ⾲の
年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼
ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ

⛠ 
ᴫ      せ 

    授業のどⅬ 2㸸ྛ⮬の⌮ゎ῝度のࣉロࢭスࡸ
⌮ゎの⤖ᯝࡶࢆᛮ⪃ࢆ
῝ࠋࡿࡏࡉ 

本人ᢸᙜሙᡤ㸸研究のᇶ♏⦅部ศࢆᢸᙜ 
ඹⴭ⪅㸸ᰗ田Ὀ⩏㸪⚟原雅⏕㸪బྂ㈼一㸪 

森一弘㸪（ࡑの 16 ྡ） 
 

⌧ᐇࢆ༠ാ♫ࠖࠕ3
し࡚ࡃ࠸子ࡶ 
㹼ࡘなࢀࡲ⏕ࡀࡾࡀ
ࡿンすࢨࢹࢆሙࡿ
㹼 

ඹⴭ ᖹᡂ 25年 2᭶ 
 

⚄ᡞ大学㝃ᒓఫ吉ᑠ
学ᰯ研究紀せ 2012 
ᥖ載 p6㹼p18 

㸪༠ാⓗなࡵࡓࡃ࠸ᐇ⌧し࡚ࢆ༠ാ♫ࠖࠕ
学ࡧの中࡛㸪࠸のほ᪉࠼⪄ࡸ᪉ࢆㄪᩚしなࡀ
ࡿᅗࢆゎỴࡾ᥈ࢆ➽ၥ㢟ゎỴの㐨࠸ࡼࡾࡼ㸪ࡽ
子ࡶおࠋࡓ࠸ලయⓗ授業ࢆᵓすࡿᡭ❧
⏕ࢆἣ≦ࡿなࡃࡓࡁ⫈ࠕࡣのෆᐜࡑࠋࡓし♧ࢆ
ࡴ ࡴ⏕ࢆゎ┦ࠕࠖ ┤ࡵࡘのぢ࠼⪄ศの⮬ࠕࠖ
しࡴ⏕ࢆ ࠺࠸ࠖ 3 ࢆ授業ᵓࡅタࢆの℩Ⅼࡘ
࠺ࡼࡃ࠸ドし᳨࡚ࡽし⤖ᯝかࢆ㊶㸪ᐇ࠼⪄
 ࠋࡿの࡛あࡶ࠺࠸
㹼ࡘなࡿࢀࡲ⏕ࡀࡾࡀሙࢨࢹࢆンすࡿ㹼 
 3 ࠺ࡼᯝ㸪次の⤖ࡓᐇ㊶し࡚ࡗᣢࢆのどⅬࡘ
なࡀࡇ明ࡽかなࠋࡓࡗ 
ᑐ㇟ᑐすࡿ⮬ศの⪃ࢆ࠼明☜し㸪⪅

ᅗࢆ㸪ゎỴࡏẼか㐪Ⅼ┦ࡸのඹ㏻Ⅼ࠼⪄
 ࠋࡿᚲせ࡛あࡀ࡚❧ᡭࡿ
 ࡀ࠸⣡ᚓ࡛ࡿࡁぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉࡚࠸ࡘ⾲
 ࠋࡿᚲせ࡛あࡀ࡚❧ᡭࡿࡏࡉ⌧
 ⮬ศぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉のኚᐜの㐣⛬ࡾࡩࢆか࠼
㸪ព࡙ࡾࡓࡵ῝ࢆゎ⌮ࡿᑐす㸪学⩦ෆᐜࡾ
 ࠋࡿᚲせ࡛あࡀ࡚❧ᡭࡿすࡾࡓしか㇏ࢆࡅ
な࠺ࡼのࡇ  3  ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇのࡘ
本人ᢸᙜሙᡤ㸸研究のᇶ♏⦅部ศࢆᢸᙜ 
ඹⴭ⪅㸸ᰗ田Ὀ⩏㸪⚟原雅⏕㸪ᑠἙෆ┤ᶞ㸪 

森一弘㸪（ࡑの 13 ྡ） 
 

4 ᪂し࠸య育授業の
㐀ࡊࡵࢆし࡚ 
㹼ࣛࣇス࢟ルの育
ᡂࢆど野ධࡓࢀయ
育学⩦㹼 
 
 
 

༢ⴭ 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 25年 3᭶ 
 
 
 
 
 
 
 

教育 PRO 3᭶ྕ 

ᰴᘧ♫ ERP 
ᥖ載 p6㹼p9 
 
 
 
 
 

ᡂᑵᛶࠕ ᢎㄆᛶࠕࠖ  ࢆのせ⣲ࡘぶ和ᛶࠖの୕ࠕࠖ
おࠊࡁయ育授業ࢆᐇ㊶し࡚ࠊࡣࡇࡃ࠸子ࡶ 
 ࠸⢭一ᮼືࠕࠋࡿあࡶ࡛ࡇࡿなࡁ㐠ືዲࡀ
ࡉᴦしࡓ ࡧ႐ࡓࡗな࠺ࡼࡿࡁ࡛ࠕࠖ  ௰間ࠕࠖ
༠ຊ࡛ࡉࡼࡓࡁのᐇឤ  ࡿあࡀⓎぢࠖ࠸᪂しࠕࠖ
授業࡛あࡇࠋࡿの⤖ᯝし࡚ࠊ㌟యⓗエࣇカ 
 ࡳࡀの⋓ᚓ࣒࣮エステࣇルࢭ㸪ࡾࡲ高ࡀ̿ࢩ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᙇ࠺࠸ࡿࢀࡽ
 

5 人間教育ࢆᨭࡿ࠼
↔のࠥ⮬ᑛឤࡶ
Ⅼࢆᙜ࡚ࡿయ育⛉の
授業ᵓࠥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ༢ⴭ 
 

ᖹᡂ 26年 12᭶ 人間教育学研究  
➨ 人間教育学ࠖࠕ2ྕ
のྍ⬟ᛶ—⌮ㄽのᒎ㛤
 ᐇ㊶Ѹ p89ࠥp100
 

య育⛉の授業ᵓお࡚࠸次の㸱Ⅼ࣏ࡀン
のከᵝᛶࡇձࠋࡓしかࡽ明ࢆࡇࡿなࢺ
ղ௰間ࠋࡿࢀධࡅཷࡀဨࡿࢃ㛵授業ࢆ
の㛵࡛ࡾࢃ⏕ᡂࡿࢀࡉᛮ⪃ࡸᢏ⬟ࢆ⾲⌧す
かࡽ明ࢆ␗の中࡛ᕪࡾࢃの㛵ճ௰間ࠋࡿ
しㄆࠋ࠺ྜࡵ 
యࠊ࡛ࡇࡿࡅ⨨授業ࢆࢺン࣏のࡇ
育⛉の特ᛶし࡚の㈨㉁ࡶ高ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ
య・㌟యⓗࡿࢀ᧯由⮬ۑࠋࡿあࡀᛶ⬟ྍࡿ
エࣇカۑࠊ࣮ࢩ⢭⚄ⓗ・⫗యⓗな⢓ࡾᙉ
♫ࠊ⪄ᢈุⓗᛮۑࠊル࢟スᑐฎスࣞࢺスࠊࡉ
ᛶࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊンࠊ⮬ᚊᚰなの㈨
㉁ࢆ高ࡇࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵの㈨㉁ࡀ⏕ᾭス࣏
ࡇࡿ大なせ⣲࡛あࡃ࠸࡚ࡗࡀなࡘࢶ࣮
 ࠋࡓし♧ࢆ
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・
ඹⴭの
ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ⾲の
年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼
ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ

⛠ 
ᴫ      せ 

6 ඹ学ࢆࡧࡾ࠺
子ࡊࡵࢆࡶし࡚ 
ࠥゝⴥࢆ⏕かし知㆑ࡸ 
 ᢏ⬟ࢆ᭦᪂すࠥࡿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 2᭶ ⰱᒇᕷ❧山ᡭᑠ学ᰯ
研究紀せ 2014  
ᥖ載 p33ࠥp39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᥖ載 
 p120ࠥp126 
 

授業研究ᇶ♏⦅  
授業研究おࡶ࡚᭱࠸大しࡣࡇࡓ㸪ྛ
研究ྠ人のయⓗなྲྀ࡛ࡳ⤌ࡾあࠋࡿ研究ྠ
人࡛あࡿ教師一人ࡣࡾࡦ㸪授業の㉁ࢆ高ࡵ
ࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ目ᣦし㸪授業研究ࢆࡇࡿ
ࡾࡦ㸪ࠗ一人ࡣ田⛅࡚࠸ࡘ授業の㉁ࠋࡓ
の子ࡀࡶ授業中ࠕࡅࡔࢀ安ᚰ・安ᐃ
（well-being）し࡚ࡿ࠸かࠖ࠺࠸ᒃሙᡤឤ
ࡼࡓࡲࡃ῝ࡅࡔࢀᑐし࡚㇟のᑐࡧ㸪学
࠼⪄ࡾࢃἐ㢌・ክ中(involvement)㛵ࠕࡃ㛗ࡾ
㞟中の࠺࠸かࠖ࠘ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ 2Ⅼࢆᣲ
のࡇࠋࡿ࠸࡚ࡆ 2Ⅼࢆ㋃࠼ࡲ㸪子ࡀࡕࡓࡶ
教師のಙ㢗㛵ಀ㸪௰間ࡅཷධ࠸࡚ࢀࡽࢀ
ࡓࡗ㏞㸪࠸なࡽかࢃࡃࡼᐜឤ㸪ཷ࠺࠸ࡿ
ࡿࡁ࡛♧ᕫ㛤⮬ࢆࡇࡿ࠸し࡚ࡾࡓࡗ㸪ᅔࡾ
安ᚰឤ㸪⮬ศの⪃ࡸ࠼ゝⴥඹឤしࢆࢀࡑ㇏
かすࡇࡿかࡿࢀࡲ⏕ࡽ一యឤࢆ授業の中
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᙇ࠺࠸ࡃ࠸࡚ࡳ࡛
 
授業ᐇ㊶⦅ 

の≀ࡁ⏕  ࠊࡿの特ᚩ࡛あࡘ3

 㸯ࠖࡾࡀなࡘ⏺እのୡࠕۍ

 㸰ࠖࡾࡀなࡘし࡚のಶయࡘ一ࠕۍ

ࠖࡾࡀなࡘࡕࡓ≀ࡁ⏕間の中࡛㐣ཤの࠸㛗ࠕۍ 3

し࡚ᣲ特ᚩࠊの㡰࡛♧しࡇࠊࡣ⪅➹ࡐなࢆ

ࠋࡿ間࡛あࡿ࠼⪄ࢆࡇ࠺࠸のかࡓࡆ

（ᢈุⓗᛮ⪃のά⏝）ࡇの特ᚩࡇࢆの㡰࡛♧

しࡓ⌮由ࠊࡣ目ぢࡿ࠼㌟㏆なࡘなࡾࡀかࡽ

目ࡣぢ࠼なࡘ࠸なࢆࡾࡀᣲࡘࠊࡆなࡀࡾࡀ

 なࡃ㛗ࢇࡔࢇࡔ

ࠊࡁ࠸࡚ࡗ 3のࡘなࡣࡾࡀỌ㐲ࡘなࡀ

ពしࢆࡾࡲ῝間ⓗ✵間の࠺࠸ࡃ࠸࡚ࡗ

ඹྠⓗな学ࢆな➹⪅のᕤ夫࠺ࡼのࡇࠋࡿ࠸࡚

ࡇࡿࡏࡉᐇឤࢆࡉのᴦしࡳㄞࠊࡏࡉⓎぢ࡛ࡧ

 ࠋࡓしかࡽ明ࢆ

ඹⴭ⪅㸸中村ᩚࠊ西尾⠇子ࠊ森一弘 
のࡑ）               32ྡ） 
 

㸵࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇ
ルおࡿࡅᡓ⾡ࣉロ
࣮チࡿࡼ⡆᫆ࢀࡉ
 ㄢの᭷ຠᛶ࣒࣮ࢤࡓ
㢟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ 27年㸷᭶ ዉⰋ学ᅬ大学紀せ 
ᥖ載 p135ࠥp141 
 
 

ࢺࢵࣇカン࣓ࣜࠊࡣル࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇ
ࡉ⡆᫆ࠋࡿあ࡛࣒࣮ࢤࡓ⡆᫆しࢆル࣮࣎
ࡓࡿᅇ㑊すࢆルの༴㝤ᛶࢡࢵࢱࠊࡣせ⣲ࡓࢀ
㌟యࠊ࡛ࡇࡿࢆࢢࢵࣛࣇࡓࡅࡘ⭜ࡵ
᥋ゐࢆ⚗Ṇしࠊࡓࡲࠋࡓ人ᩘࡣ㸳人ᑐ㸳人
しࠋࡓ⏝ල࡛あ࣮࣎ࡿルࠊࡣᑠࡃࡉᰂࡽか࠸
⡆ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᣦᑟせ㡿ࠋࡿ࠸し࡚のࡶ
᫆すࡿせ⣲ࡾྲྀࢆධࢀなࠊࡽࡀ授業ࢆᒎ㛤
し࡚ࡇࠋࡿ࠸の中࡛ࠊᡓ⾡ࣉロ࣮チの⪃࠼
ࡗあ࡛࣒࣮ࢤの࣮ࣂンࢼࢺンࠊࡳ㎸ࡕᣢࢆ
ࡿすࡾࡓࡏࡉࢆࡁືࡓ㝈ᐃしスࣃࠊࡾࡓ
ࢆのసᡓࡕࡓࡶ子ࠊࡣ࡛⩦の学ࡽࢀࡇࠊࡀ
ᙅࡀάືࡿࡏࡉุ᩿・⪄ᛮ࠺࠸すࡔࡾࡃࡘ
ࢆࡇࡿ࠸࡚ࡏࡉᣦしࣈ࣮ࠊンࢼンࣂ
࣮࡛の࣮࣎ࠊ࣒࣮ࢤル࣮ࢦࢆル㐠ࡧ㎸ࡴᡭ
 ࠋࡓᥦしࢆ࡚❧
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・
ඹⴭの
ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ⾲の
年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼
ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ

⛠ 
ᴫ      せ 

8 ᪂⪺ࢆά⏝しࡓ⥲ྜ
ⓗな学⩦の間Ѹࢡ
テࢽ࣮ࣛ・ࣈンࢆࢢ
ព㆑しࡓ授業Ѹ 
 
 
 
 

 ༢ⴭ ᖹᡂ 27年 12᭶ 人間教育学研究  
➨ 人間教育学ࠖࠕ3ྕ
のどᗙ—᪂しࠕ࠸教育
ᨵ㠉ࠖのᥦゝѸ  
p107ࠥp114 
 

᪂⪺ࢆά⏝しࠊ子౪ࡽ⮬ࡀࡕࡓの⯆㛵ᚰ
ࡓࡿゎỴすࢆㄢ㢟ࠊタᐃしࢆㄢ㢟ࠊࡁ࡙ࡶ
⪄ࢆ⟇の᪉ࡵࡓㄢ㢟ゎỴのࠊࡵ㞟ࢆሗࡵ
のࡇࠋࡓᥦゝしࢆ㊶授業ᐇࡃ࠸࡚ࡵࡲࠊ࠼
中࡛ࠊ᪂⪺ά⏝の࣏ンࢺし࡚ࠕࠊ⍆⥺
ゐࡿࢀゝⴥࢆ᥈ࢀࡇࠕࠖࡿࡏࡉかࡽの⮬ศの
ࡏࡉ᥈ࢆ記ࡿ࠸၀し࡚♧࡚࠸ࡘ᪉ࡁ⏕
かࡽ明ࢆࡇࡿ㔜せ࡛あࡀ㸰Ⅼ࠺࠸ࠖࡿ
しࠋࡓ 
 

9⤒㦂ࠕࡿࡼ教師のᡂ
㛗࡚ࠖ࠸ࡘ⪃ᐹすࡿ 

 ༢ⴭ ᖹᡂ 28年 3᭶ 大㜰教育大学ᐇ㊶学
ᰯ教育講ᗙ ᐇ㊶教
育学ㄽ㞟 2015 
Ѹ⌧௦の教育ၥ㢟ࢆ⪃
ࡿ࠼ 20Ѹ 
p58ࠥp61 
 

のάືࡕࡓࡶ子ࠊࡣࡳႠ࠺࠸ࠖࡿ࠼教ࠕ
࠸ぢࢆのヲ⣽な㛵㐃ࡿࡇし࡚㉳ᯝ⤖
ࡔ㦂ࠖ⤒ࠕ៖ⓗな⇍ࡃ࠸┬し࡚ࠊしࡔ
࠺࠸࡛ࡇࡇࠋか࠺ࢁࡔ࠸なࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼ࡽ
㛤ศ⮬㌟のᮍ᮶⮬ࡸ⪅ᖖࠊࡣ㦂ࠖ⤒ࠕ
かࡓࡲࠊࢀ᪂しࡶ࠸のࡅཷࡎ࠼⤯ࢆධ࠸࡚ࢀ
㏉しࡾ⧞㦂ࠖの⤒ࠕな࠺ࡼのࡇࠋࡿす࠺ࡇ
ࠖࡿ࠼教ࠕしのࡶかな☜ࢆ教師のᡂ㛗ࠊࡀ
のࠎ᪥ࠋࡿࢀࡃ࡚ࡏࡽࡓࡶࢆし࡚ኚᐜロࣉ
授業の中࡛一人ࡾࡦの子ࡸࡶಶࠎの教ᮦ
⮬ࡣ教師ࠊࠎ᪥ࠊࡓࡲࠋࡿ៖す⇍࠸ྜࡁྥ
ศの⾜ືࡾࡩࢆかࠊࡾ࠼┬ⓗ教ᮦෆᐜの
本㉁ࡸ子ࡶのᛮ࠸Ẽ࡙ࠊࢆࡇࡃ࠸࡚࠸
教ဨᚿᮃの学⏕ᣦᑟすࡿᚲせᛶࢆᥦゝし
 ࠋࡓ
 

10ಟኈㄽᩥ 
ᑠ学ᰯయ育おࣇࡿࡅ
ࢤル࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛ
  の授業ᐇ㊶研究࣒࣮
Ѹࣈ࣮ンࢼンࢤ࣮ࣂ
 の᭷ຠᛶѸ࣒࣮
 
 
 
 
 
 
 

 ༢ⴭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ᖹᡂ 29年 1᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大㜰教育大学大学㝔
教育研究⛉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本研究の目ⓗ࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇࠊࡣル࣒࣮ࢤ
ࡿබᘧル࣮ル࡛あࢆ 5人ᑐ 5人（ࣛࢡスの人ᩘ
4ࠊࡣ࡚ࡗࡼ 人ᑐ 4 人）のࣈ࣮ンࢼン࣮ࣂ
ࡇࡘ❧ࡾᡂࡀ⩦ᡓ⾡学ࡶᐇし࡚࡛࣒࣮ࢤ
ࢤࠊし࡚ᯝ⤖ࠋࡓࡗあ࡛ࡇࡿすかࡽ明ࢆ
かࡇ௨ୖのࠋࡿすୖྥࡀマンス࣮࢛ࣇࣃ࣒࣮
࣮࡚࠸おルの授業࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇࠊࡽ
ࠊࡶ授業ᒎ㛤し࡚࡚࠸⏝ࢆ࣒࣮ࢤ࣮ࣂンࢼンࣈ
ᡓ⾡ⓗな学⩦ㄢ㢟↔Ⅼ࡛࣮ࣞࣉࠊࡁお࠸
࡚子ࡕࡓࡶのᙺの明☜ࡶ✚ᴟⓗ
な࣮ࣞࣉのཧ加ಁࢆすྍ⬟ᛶࡀあࢆࡇࡿ
明ࡽかしࠋࡓ 
 

11 ᪂し࠸どⅬかࡽぢࡓ
教職ධ㛛 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 3᭶ 大学教育ฟ∧ 
➨ 4章 教ဨの࣓ン
ルス࣊ルࢱ p89ࠥ
p105 
➨ 5章 教育ᐇ⩦・
教育ᐇ⩦๓ᚋᣦ
ᑟ・教職ᐇ㊶₇⩦ 
p251ࠥp265 
 

教ဨの࣓ンࢱルエルス㛵す≦⌧ࡿㄢ㢟ࢆ
明ࡽかしࠊண㜵ⓗྲྀ࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾ㏙ࠋࡓ  
教育ᐇ⩦のព⩏ཬࡧᐇ⩦㛵ࡿࢃ⤌⧊のᙺࠊ
ᐇ⩦のࡵࡓのලయࢆ♧しࠊࡓࡲࠋࡓ᭷ព⩏なᐇ
 ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘ௳のᚲせな᮲ࡵࡓࡿな⩦
ඹⴭ⪅㸸中田正ᾈࠊఫ本ඞᙪࠊ森一弘ࠊ㛗井຺
治ࡑࠊの 6 ྡ 
 

12 特ูᨭ学ᰯお

࣏ឤᰁᛶ⫶⭠⅖ンࡿࡅ

㞟ᅋⓎ⏕のせᅉࡑの

ᣑ大ண㜵㛵す᳨ࡿウ 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 10᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀
せ➨㸷㞟 

特ูᨭ学ᰯお࡚࠸ឤᰁᛶ⫶⭠⅖の㞟ᅋⓎ
⏕かࡽ⤊ᜥ࡛ࡲのḞᖍࠋ学⣭㛢㙐の≧ἣᑐᛂ⟇
の記㘓ࢆศᯒしࠊឤᰁル࣮ࠊࢺឤᰁᣑ大の原ᅉࠊ
ᑐᛂ⟇᳨࡚࠸ࡘウしࠋࡓ原⳦のឤᰁຊᙉ
㞟ࡿࡅお➼授業ࠊඣ❺⏕ᚐの㐣ᐦࠊ࠼加ࡉ
ᅋのᙧᡂࡀឤᰁの原ᅉ࡛あྍࡿ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉ
 森一弘ࠊඹⴭ⪅㸸中島栄之介ࠋࡓࢀ
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ
⛠ 

༢ⴭ・
ඹⴭの
ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ⾲の
年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼
ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ

⛠ 
ᴫ      せ 

     （のࡑ）

1ⰱᒇᕷ❧ᮅ᪥ࣨୣᑠ
学ᰯᣦᑟຓゝの子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༢ⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 16年度㹼22
年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚄ᡞ大学㝃ᒓఫ吉ᑠ
学ᰯ 
森 

 ࢪ࣮࣌4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸨ဨのඛ⏕᪉の授業ࢆཧ加し࡚のឤおࡼ
 ࠋࡓ㓄布しࡵࡲ章ᩥࢆຓゝࡧ

・教ᐊの✵間㸸ࡓおࡸかな✵間ࢆ 
㟼かな✵間ࢆ 

   ᩚ⌮ᩚ㡻ࡓࢀࡉ✵間ࢆ 
      教師᭱ࡀ大のゝㄒ⎔ቃ࡛あࡿ 

・άືளあ࡛ࡁࡾෆᐜなしの授業ࡣしな࠸ᕤ
夫 
・子ࡶの㛵ಀ࡙ࡾࡃ㸸 

 ࡃࡁす㸪ࡶ㸪ࡄなࡘ
        子ࢆࡶయධࡿࢀ 
             子ࡶ㠃ࢆసࡿ 

                                
・ྠᛶのⓎ 
・⚾の࠸࠸授業の㐀 
・ᣦ♧令のな࠸学ᰯ࡙ࡾࡃ 
・⦪ࡾ㞟ᅋのព⩏   

 

2୕田ᕷ教育ጤဨ
ദ研ಟ講₇の子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༢ⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 21.22年度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⚄ᡞ大学㝃ᒓఫ吉ᑠ
学ᰯ 森 
 ࢪ࣮࣌2

 
 
 
 

 ࢪ࣮࣌2
 
 
 
 

研究の㐍ࡵ᪉ 
㸨研究の㐍ࡵ᪉㹼研究テ࣮マのタᐃの᪉㹼 
・ඣ❺のᐇែ㸪教育⏺のㄢ㢟㸪教師のᛮࢆ࠸
 タᐃࢆテ࣮マ࡚ࡐࡾ⧊

・学⣭ࢆ㛤࠺࠸ࡃព 
・授業のどⅬࢆࡾฟす 
・ྠᛶのⓎࡀᚲせ 
㸨学⩦ホ౯のᅾࡾ᪉ 
・⤯ᑐホ౯┦ᑐホ౯の㐪࠸ 
・ホ౯つ‽ホ౯ᇶ‽ 
・༢元目ᶆ本目ᶆの㛵ಀ⮬ᕫホ౯のᣦ
ᑟ 

 

࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇ3
ルᣦᑟテ࢟スࢺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 22年 7᭶ 

 
 

᪥本ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇ
 ル༠࣮࣎

ᣦᑟ⪅テ࢟スࡾࡃ࡙ࢺのຓゝ 
᪥本࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇル༠かࡽฟ∧しࡓ
ᣦᑟ⪅のࡵࡓのテ࢟スࢺ  （教⛉書）ࢪ࣮࣌36
高橋ᘓ夫ඛ⏕ࡀ┘ಟしࡓ㸪学ᰯయ育࡛ά⏝࡛ࡁ
ンスのసᡓ࢙ࣇオࠋࡓし♧ࢆ᪉ἲな⩦⦏ࡿ
㸪2ࡵࡓࡃ࠸し࡚ࢆࡾࡃ࡙ ᑐ 1㸪4 ᑐ 3㸪5 ᑐ
3㸪（オ࢙ࣇンスチ࣮࣒の人ᩘࢆከࡃすࡿ）࡛ࣃ
ス࣮ࢥス・ࣛン࣮ࢥスࢹࣔࡃ࠸࡚࠼⪄ࢆルな
ᡭ┦ࡶンス࢙ࣇ㸪オࡓࡲࠋࡓし♧ࢆࡁືࡿ
チ࣮ࣈࢆ࣒ロࢡࢵすࢆࡁືࡿ♧し㸪ࣇࢢࢵࣛࣇ
ス࣮ࣔルࢆンスのసᡓ࢙ࣇルのオ࣮࣎ࢺࢵ
ステ࡛ࣉࢵ学࠺ࡼࡿᕤ夫しࠋࡓ 
ඹⴭ⪅ྡ㸸高橋ᘓ夫㸪森一弘㸪（ࡑの 5ྡ） 

 

4 ᕝ西ᕷᕷ❧久௦ᑠ学
ᰯᣦᑟຓゝの子 

 
 
 
 
 

༢ⴭ 
 
 

ᖹᡂ 23㸬24年度 
 
 
 

⚄ᡞ大学㝃ᒓఫ吉ᑠ
学ᰯ 森 
 ࢪ࣮࣌2

 

య育授業の㐍ࡵ᪉ ࢵࢧカ࣮࣒࣮ࢤの༢元ᵓ
 

  
 ᪉ࡅ࡙⨨の࣒࣮ࢤࢡスࢱ㸪࣒࣮ࢤルࣜࢻ・
・ス࣮࣌スの⏝ 
・ㄢ㢟のᣢࡏࡓ᪉яࡾ㏉ࡾのά⏝ 
・ᛮ⪃ຊの育ᡂࡊࡵࢆし࡚ 

 
6 ᅜ大学య育㐃ྜ
ദ  

大学య育ᣦᑟ⪅ᅜ研

ಟࠕ大学య育 100ྕ  ࠖ

 ༢ⴭ ᖹᡂ 24年 12 
᭶ 
 

ᅜ大学య育㐃ྜ 

ᥖ載 p55㹼p57 

大学࡛のయ育授業ࡾྲྀධࡵࡓࡿࢀの研ಟ

 ࠋࡓし♧ࢆのᣦᑟのලయ⪅し࡚ึᚰ
ᇶ本ⓗなືࠊࡣルの研ಟ࡛࣮࣎ࢺࢵࣇࢢࢵࣛࣇ
ࡇࡿయ㦂すⓗ⨶⥙࡛ࡲ（⾡ᡓ）࣒࣮ࢤࡽかࡁ
ࢵࣇࢢࢵࣛࣇࠊ㏻し࡚ࢆ研ಟࠋࡓしࡲࡁ࡛ࡀ
ࡓかし⏕ࢆの特ᛶࡑࠊయឤしࢆルの㨩ຊ࣮࣎ࢺ
授業ࠊ࡚࠸ࡘᐇ㊶ⓗな知ぢࢆ学ࡁ࡛ࡀࡇࡪ
 ࠋࡓ介し⤂ࢆ࣒ࣛࢢロࣉࡿ
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和㸰年㸱᭶㸱㸯᪥ 

 Ặྡ   矢野 正   

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟  

 教育学・ಖ育学・ᚰ⌮学  ಖ育ᐇ㊶・⮫ᾏ学ᰯ・ࡵࡌ࠸・特ูᨭ 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

 教ဨ᥇⏝ヨ㦂ᑠㄽᩥᑐ⟇ ᖹᡂ 29年

4᭶ 

⏕ᚐᣦᑟࢆ中ᚰし࡚㸪᪂学⩦ᣦᑟせ㡿のࢻ࣮࣮࣡࢟

㛵すࡿຮᙉ࠸⾜ࢆなࡽࡀ㸪බົဨ・教ဨ᥇⏝ヨ㦂のᑠㄽ

ᩥᑐ⟇講ᗙࢆ 15ᅇ⾜ࡓࡗ㸬教育のࡗࡑࢡࢵࣆࢺ

࡚ゎㄝࢆし㸪࣏ンᩚࢆࢺ⌮し教ဨᚿᮃ学⏕の学⩦ಁࢆ

しࡓ㸬 

 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

 ⏕ᚐᣦᑟㄽ（ᥖ） ᖹᡂ 25年

3᭶ 

⏕ᚐᣦᑟ・⏕άᣦᑟ・㐍㊰ᣦᑟのᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘᇳ➹し

し᪉ࡾ教育のᅾ࠸の中࡛㸪᪂しࡑ㸬ࡿあ࡛ࢺス࢟テࡓ

࡚㸪教育ࡀ♴⚟ᡭࡘࢆなࢆࡇࡄㄽࡓࡌ㸬ࡽࡉ㸪特

ูᨭ教育 SSWの୧㍯ࡀᶵ⬟す࡛ࡇࡿ学ᰯ࠺࠸ᰕ

ࡸ㸪SCࡓࡲ㸬ࡿ࠸࡚ㄽし㏙⌮ࢆࡇࡿᶵ⬟すࡀ SSW

のព⩏ཬࡧᙺࡑࡸのᮍ᮶ࡶ࡚࠸ࡘ⪃ᐹしࡓ㸬ලయⓗ

な㐍㊰ᣦᑟ࢟ࡸャࣜ教育ࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘテ࢟ス࡛ࢺあ

 㸬ࡿ

 
 教育ᚰ⌮学（ᥖ） ᖹᡂ 28年

5᭶ 

教育ᚰ⌮学のึᚰ⪅࡛ࡿ࠼ᢅࡶテ࢟スࢺし࡚ᇳ➹し

࣮ࢹ᪂の᭱ࡿ㛵す教育ࡧࡼⓎ㐩おࡸのⓎ育ࡶ㸬子ࡓ

のࡵࡓのࡾࡃሙ࡙⌧࠸ࡼࡾࡼ㸬ࡿ࠸介し࡚⤂࡚࠼ࢆࢱ

⌮ㄽⓗ⫼ᬒし࡚教育ᚰ⌮学の知ぢࡵࡣࢆ㎸ࢆࡇࡴヨ

人㸪ࡿሙ࡛ົす⌧ࡸ⏕目ᣦす学ࢆ㸬ಖ育⪅・教ဨࡓࡳ

ᵝࠎな⌧ሙ࡛子ࡶかかࡿ࠸࡚ࡗࢃከࡃの᪉ࠎのᚲせ

一࡛あࡿなࢺンࣄၥ㢟ゎỴのࡿᑐすㄢ㢟ࡿࢀࡉ

 㸬ࡿ

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

 学ࡿࡼホ౯ ᖹᡂ 26年

11᭶ 

᪥本教育ᐇ㊶学ࡾࡼ㸪研究ㄽᩥ・研究Ⓨ⾲のຌ績ࡼ

 㸬ࡓ㈹しཷࢆ㸪優⚽教ဨ㈹ࡾ

 
 学⏕ࡿࡼホ౯ ᖹᡂ 30年

9᭶ 

ࡃࡼ࡚࠸ࡘのᐇែࡶ㸪子ࡣ㐨ᚨ・特ูάືㄽ࡛ࠖࠕ

のᣦ⏕㸬ᑠ学ࡓࡗ高かࡀ学⏕の満㊊度ࡡ㸪ᴫࡿかࢃ

ᑟ㛵し࡚㸪ࡓࡲ⌧௦教育のㅖㄢ㢟ࢃ࡚࠸ࡘかࡸࡾす

⟇㸬教ဨ᥇⏝ヨ㦂ᑐࡓࢀࡉホ౯ࡃ高ࡿ࠸࡚ࢀࡉゎㄝࡃ

 㸬ࡓࢀࡉホ౯ࡿ授業࡛あࡓࢀ優ࡿࡀなࡘࡶ

 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

 高ᰯฟ๓授業 

ᖹᡂ 30年

2᭶ 

高ᰯ高大㐃ᦠ大学講⩏ࠕཧ加ᆺのᴦし࠸授業࡙ࡾࡃ

 㸬ࡓᢸᙜしࢆンධ㛛̿ࠖࢨࢹルࢧ࣮ࣂࢽ࡚ࣘ̿࠸ࡘ

 

 ಖ育ኈ➼࢟ャࣜࣉࢵ 

ᖹᡂ 31年

2᭶ 

⌧任ಖ育ኈࢆᑐ㇟し࢟ࡓャࣜࣉࢵ➼の講師（ᗂඣ

教育）ࢆᢸᙜしࡓ㸬 

 

㸳 ࡑの   

教ဨの⮬ᕫᙧᡂお࢟ࡧࡼャࣜᙧᡂᨭࣔࢹル

の㛤Ⓨ㛵すࡿ研究（研究ศᢸ⪅） 

ᖹᡂ 24年

4᭶ 

⛉学研究㈝⿵ຓ金ᇶ┙研究 C(ㄢ㢟␒ྕ 24530842) 

♫のᙧᡂ⪅し࡚の㈨㉁ࢆᾰ㣴すࡿ特ูάື

の✚ᴟⓗな⏕ᚐᣦᑟᶵ⬟のᐇドⓗ研究（研究ศᢸ

⪅） 

ᖹᡂ 30年

4᭶ 

⛉学研究㈝⿵ຓ金ᇶ┙研究 C(ㄢ㢟␒ྕ 18K02548) 
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職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

 ᑠ学ᰯ教ㅍᑓಟචチ≧ 
ᖹᡂ 17年

3᭶ 
大㜰ᗓ教ጤᖹ 16ᑠᑓ➨  学ᰯᚰ⌮学記ࠖࠕ2036ྕ

 中学ᰯ教ㅍᑓಟචチ≧（♫） 
ᖹᡂ 17年

3᭶ 
大㜰ᗓ教ጤᖹ 16中ᑓ➨  学ᰯᚰ⌮学記ࠖࠕ2294ྕ

㸰 特チ➼   

 特記㡯なし   

   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

 ス࣮ࢡル࣮ࢱ࣮࣏ࢧし࡚のᐇົ 3年間 大㜰ᕷ❧東᱈㇂ᑠ学ᰯᨺㄢᚋඣ❺健育ᡂᣦᑟဨ 

ᑠ学ᰯ教ဨのᐇົ⤒㦂 11年間 ᖇሯ山学㝔ึ➼部・ᇛᫍ学ᅬึ➼部ᑓ任教ㅍ 

㸲 ࡑの   

 研ಟ講師 ᖹᡂ 30年

6᭶ 

୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬദのᅬෆ研ಟの研ಟ講師ࡵົࢆ

 㸬ࡓᣦᑟຓゝし࡚࠸ࡘ᪉ࠖ࠼⪄特ูᨭ教育のࠕ㸬ࡓ
 研ಟ講師 ᖹᡂ 31年

2᭶ 

大㜰ᗓのಖ育ኈ➼࢟ャࣜࣉࢵ研ಟの研ಟ講師ົࢆ

 㸬ࡓ講⩦し࡚࠸ࡘᗂඣ教育ࠖࠕ㸬ࡓࡵ

研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

㸯）ಖ育⎔ቃ ⦅ⴭ ᖹᡂ 23年 4᭶ ᔢᓚ野書㝔 ᑓ㛛職し࡚のಖ育⪅㸪ಖ育ኈࡸᗂ⛶

ᅬ教ㅍࢆ目ᣦし㸪子ࡶの教育ࡸ健ᗣ

㸪ಖ育ࡓし㇟ᑐࢆ⏕学ࡪ学࡚࠸ࡘ

ෆᐜࠕ⎔ቃࠖ㡿ᇦの教⛉書し࡚సᡂ

しࡓ㸬➨ 12章 ᑠ学ᰯ教育の㐃ᦠ

(pp.98-106)࡚࠸ࡘ㸪➨ 14章 ᐇ㊶

(pp.122-125)࡚࠸ࡘᇳ➹しࡓ㸬

ᗂ⛶ᅬㄢ⛬の⎔ቃのᣦᑟἲ࡛࡚࠸⏝ࡶ

㸬ඹ⦅⪅㸸矢野正㸪ᑠᕝᆂ子(B5㸪ࡿ࠸

⥲ 150㡫)ඹⴭ⪅㸸▼ୖᾈ美・⸨井ዉὠ

子・ᱵ野和人・ᵽ野本㡰子・ᶓ島୕和

子・ୖ᭶ᗣ௦・井⟄⣸・島ෆṊ・原

田健次・ከ田⍆子・原口ᐩ美子・⸨岡

ᏹᶞ・山本῟子・加⸨ⱥ子・ᐑ๓᱇子・

㓇井ᖾ子・原ᐶ 

 

㸰）教師ຊࢆ高ࡿࡵ学⣭

⤒Ⴀ 

ඹⴭ ᖹᡂ 23年 4᭶ 久美ฟ∧ ಖ育ึ任⪅ࡸ㸪ⱝᡭ・中ሀのᑠ学

ᰯ教ဨྥࡅの学⣭⤒Ⴀࣈࣂルⓗ書

し࡚⏬し㸪ᇳ➹しࡓ㸬➨ 1章ࠕ学⣭

⤒Ⴀのᇶ本࠼⪄᪉ 㸪ࠖ➨ 2章ࠕ学⣭࡙

ࡲᇳ➹(pp.1-96ࢆ᪉ἲࠖ⾡のᢏࡾࡃ

࡛ᇳ➹)㸬学⣭⤒Ⴀ࡛大ษなࡇࡿ㸪

ࡸᛂ⏝᪉ἲ㸪SC⾡のᇶ本ⓗᢏࡑ SSW

のᑟධά⏝㸪ࡽࡉᔂቯかࡽのᖐ

ἲなࢆ㸪༶し࡚ᇳ➹しࡓ㸬ࡑ

の中࡛㸪ᔂቯかࡽ⬺༷すࡵࡓࡿのチ࢙

➨㸬ࡓసᡂしࢆ⾲ࢡࢵ 3章ࡣ⥲ྜⓗな

学⩦の間࡚࠸ࡘのࢆᥖ載し㸪

➨ 4章ࡣ学⣭ᔂቯかࡽのᖐἲࢆ㏙

➨㸬ࡿ࠸࡚ 5章࡛ࡣᐇ㊶ࡔࢇࡩࢆ

㸬学⩦ᣦ(pp.180㹼227)ࡔࢇ㎸ࡾ⧊ࢇ

ᑟせ㡿ୖ⨨ࡇ࡚ࢀࡽࡅなかࡓࡗ学

⣭⤒Ⴀࡿ࠼⪄ࢆ書㸬（A5㸪⥲ 231㡫）ඹ

ⴭ⪅㸸矢野正㸪ᐑ๓᱇子 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸱）ಖ育人間㛵ಀ ⦅ⴭ ᖹᡂ 24年 4᭶ ᔢᓚ野書㝔 ᑓ㛛職し࡚のಖ育⪅㸪ಖ育ኈࡸᗂ⛶

ᅬ教ㅍࢆ目ᣦし㸪子ࡶの教育ࡸ健ᗣ

㸪ಖ育ࡓし㇟ᑐࢆ⏕学ࡪ学࡚࠸ࡘ

ෆᐜࠕ人間㛵ಀࠖ㡿ᇦの教⛉書㸬し

࡚సᡂしࡓ㸬➨ 11章 Ẽなࡿ子ࡶ

➨㸪(pp.80㹼89)ࡾࢃのかか 14章 

ᐇ㊶࡚࠸ࡘᇳ➹しࡓ㸬 ඹ⦅

⪅㸸矢野正㸪᯽ࡾࡲ(B5,⥲ 134㡫) 

 

㸲）Ỉ㎶の野እ教育 ඹⴭ ᖹᡂ 24年 4᭶ ᮥ林書㝔 野እ教育ධ㛛ࢬ࣮ࣜࢩの➨ 3ᕳ㸬➨ 9

章 ఏ⤫ⓗなỈ㎶のయ㦂άືࣉロࣛࢢ

㸪⮫ᾏ学ᰯ㸪ᾏ࡚࠸ࡘ(pp.80㹼88)࣒

Ỉᾎ㸪㐲Ὃ㸪ᾏὒᑡ年ᅋ㸪⁺師య㦂

⥲,㸬(A5ࡓᇳ➹しࢀࡒࢀࡑ࡚࠸ࡘ 202

㡫)┘ಟ㸸ᫍ野ᩄ⏨・金子和正 

 
㸳）♫⚟♴の┦ㄯຓ ඹⴭ ᖹᡂ 24年 7᭶ 久美ฟ∧ ಖ育ኈ㣴ᡂ教育ㄢ⛬⛉目ࠕ┦ㄯຓࠖ

のテ࢟スࢺ㸬⚟♴・་⒪・ಖ育・教育

ࡸࡾかࢃࢆࢡャル࣮࣡ࢩ࣮ࢯࡿࡅお

すࡃゎㄝし࡚ࡿ࠸㸬➨ 1章 ┦ㄯຓ

の⌮ㄽ࡚࠸ࡘ(pp.7㹼24)ࢆᇳ➹し

࠸ゎㄝし࡚࡚࠸ࡘ㸬SSWの㔜せᛶࡓ

,㸬⦅ⴭ⪅㸸┦⃝ㆡ治・井村ᆂኋ(A5ࡿ

⥲ 183㡫) 

 

㸴）㞀ᐖඣಖ育 ඹⴭ ᖹᡂ 24年 8᭶ 一⸤♫ ಖ育⪅㣴ᡂࢬ࣮ࣜࢩの➨ 9ᕳ࡛あࡿ㸬

➨ࠕ 2章 㞀ᐖඣಖ育の⌮ᛕᙧែࠖ

ᇳ➹しࢆ㸪1章ศ(pp.21㹼34)࡚࠸ࡘ

⤫㸬㞀ᐖඣಖ育の⌮ᛕ㸪ศ㞳ಖ育ࡓ

ྜಖ育㸪ンࢡル࣮ࣙࢪン࡚࠸ࡘゎ

ㄝし࡚ࡿ࠸㸬(A5,⥲ 204㡫)㹙┘ಟ㹛林

㑥雄・㇂田㈅බ㹙⦅ⴭ㹛青木㇏ 

 

㸵）⌧௦ᆅᇦ⚟♴ㄽ ඹⴭ ᖹᡂ 24年 9᭶ ಖ育ฟ∧♫ ⌧௦ᆅᇦ⚟♴㛵すࡿテ࢟ス࡛ࢺあ

➨㸬ࡿ 1章 2⠇ ᆅᇦ⚟♴の⌮ᛕࡘ

♴⚟♫ࡸ㸪Ⓨ㐩人間学ࢆのゎㄝ࡚࠸

学のほⅬかࡽᇳ➹しࡓ（pp.16㹼19）㸬

(B5,⥲ 182㡫)┘ಟ㸸㧘ෆ正子㸪⦅ⴭ㸸

㧘井由㉳子 

 

 㸶）♫⚟♴ ඹⴭ ᖹᡂ 25年 3᭶ 一⸤♫ ಖ育⪅㣴ᡂࢬ࣮ࣜࢩの教⛉書࡛あࡿ㸬

➨ 12章 ࠕ♫⚟♴㞀ᐖ⪅ のࠖ章

かࢃࢆ⚟♴（SW）のධ㛛書♫࡚࠸ࡘ

,㸬(A5（pp.161㹼172）ࡓᇳ➹しࡃすࡸࡾ

⥲ 223㡫)㹙┘ಟ㹛林㑥雄・㇂田㈅බ

㹙⦅ⴭ㹛山㷂㡰子・和田ୖ㈗ 

 
㸷）子ࡶの㣗栄㣴 ඹⴭ ᖹᡂ 25年 3᭶ 一⸤♫ ಖ⫱⪅㣴成䝅䝸䞊䝈䛾䝔䜻䝇䝖䛷䛒䜛䠊Ꮚ

䛹䜒䛾ᗣ䛸㣗䛻䛴䛔䛶䜟䛛䜚䜔䛩䛟ᇳ

➹䛧䛯䠊ᢸᙜ䛿➨ 6 ❶䛾䛂成㛗䛸Ⓨ㐩䛃䠄䡌

䡌.77～90䠅䠈➨ 9 ❶䛾䛂Ꮫ❺ᮇ䞉ᛮᮇ䛾

成㛗䛸Ⓨ㐩䛃䠄pp.117～130䠅䛷䛒䜛䠊(A5,

⥲ 216㡫)䠷┘ಟ䠹ᯘ㑥㞝䞉㇂⏣㈅බ䠷⦅

ⴭ䠹ᯘಇ㑻 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸯㸮）⏕ᚐᣦᑟㄽ ༢ⴭ ᖹᡂ 25年 3᭶ ࠺ࢁࡃࡩฟ∧ ⏕ᚐᣦᑟ・㐍㊰ᣦᑟのㅖၥ㢟࡚࠸ࡘ㸪

㸪ᚅ㸪学⣭ᔂቯ㸪授業ᔂቯ㸪ࡵࡌ࠸

㠀⾜な㸪㏆年の⏕ᚐᣦᑟ・⏕άᣦᑟ・

ࡁ࡛⏝教育の研究の授業࡛άャࣜ࢟

のࡑ㸪࡚࠸ᇶ࡙ᐇ㊶ⓗ研究テ࣮マࡿ

テ࢟スࢆࢺసᡂしࡓ㸬ࡓࡲ㸪SCࡸ SSW

のព⩏ࡑのᙺࡶ࡚࠸ࡘㄽ究し㸪

ㄽ⪃ࢆᒎ㛤し࡚ࡿ࠸㸬（A4㸪⥲ 124㡫） 

 

㸯㸯）ಖ育ゝⴥ ඹⴭ ᖹᡂ 25年 4᭶ ᔢᓚ野書㝔 ᑓ㛛職し࡚のಖ育⪅㸪ಖ育ኈࡸᗂ⛶

ᅬ教ㅍࢆ目ᣦし㸪子ࡶの教育ࡸ健ᗣ

㸪ಖ育ࡓし㇟ᑐࢆ⏕学ࡪ学࡚࠸ࡘ

ෆᐜࠕゝⴥࠖ㡿ᇦの教⛉書し࡚సᡂ

しࡓ㸬ࠕ➨ 10章 ᑠ学ᰯおࠕࡿࡅゝ

ㄒάືのᐇࠖᐇ㊶ （ࠖpp.86㹼96）㸪

➨ࠕ 11章 ࢀࡇかࡽのᗂඣ教育のㄢ

㢟ಖ育ෆᐜࠕゝⴥࠖࠖ（pp.97㹼104）

・㸬ඹ⦅⪅㸸▼ୖᾈ美ࡓᇳ➹し࡚࠸ࡘ

矢野正(B5,⥲ 112㡫) 

 
㸯㸰）ᨵゞ∧ ಖ育健

ᗣ 

ඹⴭ ᖹᡂ 25年 4᭶ ᔢᓚ野書㝔 ᑓ㛛職し࡚のಖ育⪅㸪ಖ育ኈࡸᗂ⛶

ᅬ教ㅍࢆ目ᣦし㸪子ࡶの教育ࡸ健ᗣ

㸪ಖ育ࡓし㇟ᑐࢆ⏕学ࡪ学࡚࠸ࡘ

ෆᐜࠕ健ᗣࠖ㡿ᇦの教⛉書࡛あࡿ㸬(ᢸ

ᙜ部ศᴫせ)➨ 4章ࠕᗂඣのࢁࡇࡇのⓎ

㐩(pp.23㹼29) 㸪⢭⚄ⓗⓎ㐩㸪࡚࠸ࡘࠖ

知ⓗ⬟ຊのⓎ㐩㸪♫ᛶのⓎ㐩࠸ࡘ

࡚᭱㏆のࡶࢆࢱ࣮ࢹ⤂介し㸪ࢃか

 㸬ࡓᇳ➹し࡚ࡵࡲࡃすࡸࡾ

⦅⪅㸸୕村ᐶ一㸪安部恵子㸪ศᢸᇳ➹㸸

原ᐶ㸪୕ୖ聡子㸪矢野正㸪岸本ࡉࡳ子㸪

⏕田香明㸪ෆ山明子㸪㧘木ಙⰋ㸪岸本

恵一㸪⸨岡ᏹᶞ㸪西ᕝὈ⾜㸪大西ⱥ子㸪

ⓑ⣬友㔛子㸪原田健次㸪野中⪔次㸪ୖ

田優人㸪ᾆ光Ⰻ㸪㕲口᐀弘㸪႐ከᐉᙪ㸪

ୖ田┿ஓ㸪⮻井㐩矢㸪୕村㐩ஓ(B5,⥲

124㡫) 

 
㸯㸱）ಖ育ᐇ㊶⏕かす

ಖ育ෆᐜࠕ⎔ቃࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 26年 4᭶ ಖ育ฟ∧♫ 㡿ᇦࠕ⎔ቃ のࠖᣦᑟἲの教⛉書࡛あࡿ㸬

➨ 2章 5⠇のࠕᛂ⟅ⓗ⎔ቃࡣ（ࠖpp.36

㹼37）࡚࠸ࡘᇳ➹し㸪ಖ育⪅㣴ᡂᰯ

教ဨし࡚のエ࣮ルࢆ記載しࡓ㸬(B5,

⥲ 183㡫)┘ಟ㸸㧘ෆ正子㸪⦅ⴭ㸸ୖ中

ಟ ඹⴭ⪅㸸矢野正か 38ྡ 

 
㸯㸲）ಖ育ᐇ㊶࠸かす

㞀࠸ࡀඣの⌮ゎᨭ 

ඹⴭ ᖹᡂ 26年 4᭶ ᔢᓚ野書㝔 ಖ育ኈ㣴ᡂ講ᗙの ඣಖ育ࠖ࠸ࡀ㞀ࠕࡘ1

の教⛉書࡛あࡿ㸬᭱ ㏆ቑࡘࡘ࠼あࠕࡿẼ

ࡶ子ࡿな 㸬ࡿ࠸ゎㄝし࡚࡚࠸ࡘࠖ

➨ 10章ࠕẼなࡿ子ࡶの⌮ゎ

ຓ （ࠖpp.81㹼90）࡚࠸ࡘᇳ➹しࡓ㸬

⦅⪅㸸ᑠᕝᆂ子・矢野正(B5㸪⥲ 150㡫) 

 
㸯㸳）子ࡶのࡳࡲ࠸

・⛬教育ㄢࡿ࠼⪄ࢆ࠸ࡽ

ಖ育ㄢ⛬ㄽ  

ඹⴭ ᖹᡂ 26年 7᭶ （ᰴ）࠸ࡽࡳ ᑓ㛛職し࡚のಖ育⪅㸪ಖ育ኈࡸᗂ⛶

ᅬ教ㅍ㸪ᑠ学ᰯ㸪中学ᰯ教ㅍなࢆ目

ᣦし㸪子ࡶの教育ㄢ⛬・ಖ育ㄢ⛬

教⛉書㸬ࡓし㇟ᑐࢆ⏕学ࡪ学࡚࠸ࡘ

➨ 15章ࠕ教育ㄢ⛬のホ౯ （ࠖpp.201㹼

㸬⦅⪅㸸田中ಖࡓᇳ➹し࡚࠸ࡘ（216

⬍・୕Ꮿⱱ夫（B5㸪⥲ 288㡫）ඹⴭ㸸

矢野正か 14ྡ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸯㸴）子育࡚ᨭのࡲ࠸

 ࡽかࢀࡇ

ඹⴭ ᖹᡂ 27年 3᭶ ࠺ࢁࡃࡩฟ∧ 大㜰ᗓୗのಖ育ᡤ・ᗂ⛶ᅬ・ㄆᐃࡇ

子育࡚ᨭࠕࡃᇶ࡙ᅬのᐇែㄪᰝࡶ

ㄽࠖࠕࡸಖ育⪅ㄽࠖの⥲ྜಖ育書ࢩ

のࢬ࣮ࣜ No.1࡛あࡿ.➨ 3章のࠕㄪᰝ

の᪉ἲ⤖ᯝࠖࢆᢸᙜ(pp.11㹼58)㸪

ᕳᮎ㈨ᩱ(pp.72㹼88)ࡶసᡂしࡓ㸬┘

ಟ㸸Ώ㎶ಇ太㑻 ඹⴭ⪅㸸㤿ሙఫ子・

⸨田᭸ᕫ・బ知子・せせ子・矢野正・

▼森ᘺ⏕・木村美根子・ᆏୖ⠇子・大

ᵳ雅ಇ・ᑠ林㝧之ຓ・ᑠ西由紀子・ᑠ

林ⰾ㑻 

 

 㸯㸵）ಖ育⾲⌧ ඹⴭ ᖹᡂ 27年 4᭶ ᔢᓚ野書㝔 ಖ育ෆᐜࠕ⾲⌧ࠖのᣦᑟἲ࡚࠸ࡘの

教⛉書࡛あࡿ㸬➨ 2章ࠕ子ࡶのⓎ㐩

㸬⦅ⴭࡓ௦⾲ᇳ➹し࡚࠸ࡘࠖ⌧⾲

⪅㸸▼ୖᾈ美(B5㸪⥲ 112㡫)ඹⴭ⪅㸸

矢野正・吉井ⱥ博・ᑠ松正史・㛗尾∾

子・⸨井┿⌮・ᡭⰋ村子・⃝田┿ᘪ・

ῲ田㝧子・ᐑ๓᱇子・⚟山恵美子・ụ

Ọ┿⩏ 

 

㸯㸶）教育ᚰ⌮学㸸ಖ育・

学ᰯ⌧ሙࡃࡼࡾࡼࢆすࡿ

 ࡵࡓ

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 4᭶ ᔢᓚ野書㝔 教育ᚰ⌮学㛵すࡿ学⾡ᑓ㛛書࡛あ

の⌮ㄽࡵࡓのࡾࡃሙ࡙⌧࠸ࡼࡾࡼ㸬ࡿ

ⓗ⫼ᬒし࡚教育ᚰ⌮学の知ぢࡵࡣࢆ

㎸ࢆࡇࡴヨࡓࡳ㸬ಖ育⪅・教ဨࢆ目

ᣦす学⏕ࡸ⌧ሙ࡛ົすࡿ人㸪ᵝࠎな

⌧ሙ࡛子ࡶかかࡿ࠸࡚ࡗࢃከࡃの

᪉ࠎのᚲせࡿࢀࡉㄢ㢟ᑐすࡿၥ㢟

ゎỴのࣄンࢺなࡿ一㸬➨ 2章ࠕඣ

❺ᮇのⓎ㐩(pp.11㹼19) ➨ࠖ 6章ࠕ人

᱁のᙧᡂ(pp.52㹼59) ゎㄝし࡚࠸ࡘࠖ

⥲㸬⦅ⴭ⪅㸸▼ୖᾈ美・矢野正(B5㸪ࡓ

139㡫)ඹⴭ⪅㸸竹中美香・ụ田ᖾᜤ・

ⰾ田ⱱᶞ・Ỉ野正ᮁ・高岡昌子・山口

┿ᕼ・ᐊ㇂雅美・ᐑ๓᱇子・竹ෆ和雄・

阿部ᾏΏ・㭯田㑻・高橋Ⓩ 

 

㸯㸷）᪂∧ ♫⚟♴ ඹⴭ ᖹᡂ 29年 1᭶ 一⸤♫ ಖ育⪅㣴ᡂࢬ࣮ࣜࢩのテ࢟スࢺの⥆⦅

࡛あࡿ㸬➨ 12章のࠕ♫⚟♴㞀ᐖ⪅ࠖ

の章࡚࠸ࡘ♫⚟♴（SW）のධ㛛書

ࡓᇳ➹しࡧゎㄝཬࡃすࡸࡾかࢃࢆ

（pp.160㹼174）㸬(A5,⥲ 219㡫)㹙┘ಟ㹛

林㑥雄・㇂田㈅බ㹙⦅ⴭ㹛山㷂㡰子・

和田ୖ㈗[ඹⴭ]ఀ⸨㝧一・✄ⴥ光

ᙪ・井᐀・ୖ岡⩏典・బ久間美智

雄・田中༟ஓ・㞄㇂正⠊・松井ᆂ୕・

ᏹ・ᐑἑ和ᚿ・村ୖ満・矢野⾜▼ࢶ୕

正・山田᪼・山田ு一・吉田ோ美 

 

㸰㸮）ಖ育⚟♴ᑠභἲ

2017年∧ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 4᭶ （ᰴ）࠸ࡽࡳ ಖ育㛵すࡿ⚟♴ἲ令⯡のἲᚊ・ἲ

つのゎㄝ書ࢆศᢸᇳ➹しࡓ㸬な載

ἲ令ࡣ㸪᪥本ᅜ憲ἲ㸪♫⚟♴ἲ㸪ඣ

❺⚟♴ἲ㸪ẕ子ಖ健ἲ㸪学ᰯ教育ἲ㸪

㞀ᐖ⪅ᇶ本ἲ㸪㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ㸪㞀

ᐖ⪅ᚅ㜵Ṇἲな࡛あࡿ㸬年一ᅇ

のᨵゞ༶し࡚ពぢࢆල⏦し࡚ࡿ࠸㸬

(B6㸪⥲ 860㡫) 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸰㸯）ᨵゞ∧ ಖ育ᐇ㊶

ඣの⌮ゎ࠸ࡀかす㞀࠸

 ᨭ

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 8᭶ ᔢᓚ野書㝔 ಖ育ኈ㣴ᡂ講ᗙの ඣಖ育ࠖ࠸ࡀ㞀ࠕࡘ1

の教⛉書࡛あࡿ㸬᭱㏆ቑࡘࡘ࠼あࡿⓎ

㐩㞀ᐖ࠺ࡼࡿࢀࢃࡀࡓ࠺ࡀなࠕẼな

➨㸬ࡿ࠸ゎㄝし࡚࡚࠸ࡘࠖࡶ子ࡿ

10章ࠕẼなࡿ子ࡶの⌮ゎຓࠖ

（pp.85㹼94）࡚࠸ࡘᇳ➹しࡓ㸬⦅

⪅㸸ᑠᕝᆂ子・矢野正(B5㸪⥲ 157㡫)[ඹ

ⴭ]和田⸅・୕木美香・ụෆ昌美・▼ୖ

ᾈ美・ᮡ田ᚊ子・ᑠᓮᜤ弘・松村᭸子・

ⴥ山㈗美子・㙠᭸子・ᚋ⸨ᾈ子・ఀ⸨

博美・松尾ᐶ子・西木㈗美子・ᑠ林ὒ

ྖ 

 
㸰㸰）ಖ育ゝⴥ[➨ 2∧] ඹⴭ ᖹᡂ 29年 10

᭶ 

ᔢᓚ野書㝔 ᑓ㛛職し࡚のಖ育⪅㸪ಖ育ኈࡸᗂ⛶

ᅬ教ㅍࢆ目ᣦし㸪子ࡶの教育ࡸ健ᗣ

㸪ಖ育ࡓし㇟ᑐࢆ⏕学ࡪ学࡚࠸ࡘ

ෆᐜࠕゝⴥࠖ㡿ᇦの教⛉書し࡚సᡂ

しࡓ㸬ࡵࡌࡣࠕ（p.1）ࠖ ➨ࠕ㸪 10章 

ᑠ学ᰯおࠕࡿࡅゝㄒ⬟ຊの☜ᐇな育

ᡂࠖのᐇ㊶ （ࠖpp.88㹼98）㸪ࠕ➨ 11

章 ࢀࡇかࡽのᗂඣ教育のㄢ㢟ಖ育

ෆᐜࠕゝⴥࠖࠖ（pp.99㹼108）࡚࠸ࡘ㸪

・㸬⦅⪅㸸▼ୖᾈ美ࡓᇳ➹しࢀࡒࢀࡑ

矢野正(B5,⥲ 112㡫) 

 

㸰㸱）་⒪⚟♴学⥲ㄽ ඹⴭ ᖹᡂ 29年 12

᭶ 

金ⰾᇽ ་⒪ᢏ⾡職（┳ㆤ・ᢏ師・栄㣴ኈ）な

་⒪⚟♴㛵㐃の学⾡ᑓࡓし㇟ᑐࢆ

㛛書࡛あࡿ㸬ࠕ➨ 6章 子ࡶᐙᗞ་

⒪⚟♴࡚ࠖ࠸ࡘ௦⾲し࡚ᇳ➹しࡓ

(pp.50㹼62)㸬(B5,⥲ 108㡫)[┘ಟ]᪥

野原㔜明・間野忠明[⦅⪅]ᫍ野ᨻ明・

岩℩ᩄ・ᅵ田⪔ྖ[ඹⴭ⪅]ෆ田美

江・ⴱ西久ᚿ・᯽⚽ඞ・Ἑ原ᐉ子・

㏆⸨Ύᙪ・ᮡ山ඞᕫ・高ෆඞᙪ・✀ᕷ

ᐶ子・野島ᩗ祐・ᇼ尾ᣅ之・森田ᇛ次・

ᰗ⃝⌮子・矢野正・吉岡忠 

 

㸰㸲）᪂∧㞀ᐖඣಖ育(ࢥ

ンࢺࢡࣃ∧ಖ育⪅㣴ᡂࢩ

 (ࢬ࣮ࣜ

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 3᭶ 一⸤♫ ࢥンࢺࢡࣃ∧ಖ育⪅㣴ᡂ࡛ࢬ࣮ࣜࢩあ

➨ࠕ㸬ࡿ 1章 ࠗ㞀ᐖ࠘の⌮ゎࠖ࠸ࡘ

࡚(pp.9㹼16)㸪1章ศࢆᇳ➹しࡓ㸬(A5,

⥲ 147㡫)㹙┘ಟ㹛㇂田㈅බ・▼橋ဴ

ᡂ㹙⦅ⴭ⪅㹛青木㇏・⸨田久美[ඹⴭ⪅]

矢野正・㏆⸨㔛子・原子ࡳࡿࡣ・ᅵ

⃝⸅・ᇼ江ࡳࡺࡲ・東ಇ一・ᶲᕝెዉ・

ᔲ田㈆子・㛵㇂┾・加⸨弘・㐲⸨

Ύ香・ᑎ島明子・᭷村⋹香・山本ె௦

子 

 
㸰㸳）⌧௦ಖ育ㄽ(⌧௦ಖ

育ෆᐜ研究ࢬ࣮ࣜࢩ 1) 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 3᭶ 一⸤♫ ᑓ㛛職し࡚のಖ育⪅㸪ಖ育ኈࡸᗂ⛶

ᅬ教ㅍࢆ目ᣦし㸪子ࡶの教育ࡸಖ育

ᑓ㛛ⓗࡓし㇟ᑐࢆ⏕学ࡪ学࡚࠸ࡘ

学⾡書࡛あࡿ㸬ࠕ➨ 3章 ಖ育⪅ㄽࠖ

（pp.28㹼39）࡚࠸ࡘᇳ➹しࡓ㸬⦅

⪅㸸ಖ育ෆᐜ研究(A5,⥲ 130㡫)ඹⴭ

⪅㸸๓ᕝ知恵子・ᮡ山႐美恵・矢野正・

大┾ኖ美・ᑠ尾㯞ᕼ子・బ久間美智

雄・㇂ᕝ友美・ᑠ山㈗博・㛗㇂⚽・

加⸨㐩雄 

 

人間－167



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸰㸴）教育原⌮㸸ಖ育・

学ᰯ⌧ሙࡃࡼࡾࡼࢆすࡿ

 ࡵࡓ

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 3᭶ ᔢᓚ野書㝔 ᑓ㛛職し࡚のಖ育⪅㸪ಖ育ኈࡸᗂ⛶

ᅬ教ㅍࢆ目ᣦし㸪子ࡶの教育ࡸ⌮ㄽ㸪

Ṕ史おࡧࡼᛮ࡚࠸ࡘ学ࡪ学⏕ࢆᑐ

し࡚స㸪教育原⌮の教⛉書ࡓし㇟

ᡂしࡓ㸬ࠕ➨ 11章 学⩦ᣦᑟせ㡿のኚ

㑄 （ࠖpp.95㹼112）࡚࠸ࡘᇳ➹しࡓ㸬

し࡚㸪教職の⛉目ᨵゞᕳᮎ㈨ᩱࡓࡲ

のᣦ㔪ࢆ記載しࡓ(p.)㸬㹙⦅ⴭ⪅]▼ୖ

ᾈ美(B5,⥲ 135㡫)㹙ඹⴭ⪅㹛矢野正・

Ώ㎶ⱥ之・స野友美・⸨井ዉὠ子・森

岡ఙᯞ・⠊⾝㯇・ụෆ正史・ఫ友๛・

✄田㐩ஓ・ᑠ野田正 

 
㸰㸵）ಖ育ᐇ㊶⏕かす

ಖ育ෆᐜࠕ⎔ቃ㹙ࠖ➨ 2∧㹛 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 3᭶ 教育ሗฟ∧ 2017年࿌♧のᗂ⛶ᅬ教育せ㡿➼ᑐ

ᛂ㸬ಖ育ෆᐜࠕ⎔ቃࠖお࡚࠸ᚲせな

ᇶ♏・ᇶ本ⓗなෆᐜ࡛ࡅࡔなࡃ㸪⌧ሙ

のඛ⏕᪉のᐇ㊶研究ࡶᛂࡼࡿࢀࡽ࠼

ࡈ㸪章ࡓࡲ㸬ࡿ࠸ᕤ夫・ᵓᡂし࡚࠺

ࢇ㎸ࡾ┒ࢆၥ㢟な⩦₇ࡸၥ㢟

➨ࠕ㸪ࡣ㸬ලయⓗෆᐜࡿ࠸࡛ 2章➨ 5

⠇ ᛂ⟅ⓗ⎔ቃࡣ （ࠖpp.40㹼41）

⥲,㸬(B5ࡿ࠸ᇳ➹し࡚ࡧゎㄝཬ࡚࠸ࡘ

190㡫)[┘ಟ]㧘ෆ正子[⦅ⴭ]ୖ中ಟ㸪

ඹⴭ⪅㸸矢野正か 38ྡ 

 

㸰㸶）ಖ育⚟♴ᑠභἲ

2018年∧ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 3᭶ （ᰴ）࠸ࡽࡳ ಖ育㛵すࡿ⚟♴ἲ令⯡のἲᚊ・ἲ

つのゎㄝ書ࢆศᢸᇳ➹しࡓ㸬な載

ἲ令ࡣ㸪᪥本ᅜ憲ἲ㸪♫⚟♴ἲ㸪ඣ

❺⚟♴ἲ㸪ẕ子ಖ健ἲ㸪学ᰯ教育ἲ㸪

㞀ᐖ⪅ᇶ本ἲ㸪㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ㸪㞀

ᐖ⪅ᚅ㜵Ṇἲな࡛あࡿ㸬年一ᅇ

のᨵゞあ࡚ࡏࢃពぢࢆල⏦し࡚࠸

⥲㸬(B6㸪ࡿ 888㡫) 

 

㸰㸷）ࢥンࣃスಖ育ෆᐜ

健ᗣ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 4᭶ ᘓᖆ♫ ಖ育ෆᐜ健ᗣの教⛉書し࡚ᇳ➹し

➨ࠕ㸬ࡓ 3章 子ࡶのかࡔࡽのⓎ㐩

㐠ື⬟ຊ（pp.41㹼48）ࠖ ゎㄝ࡚࠸ࡘ

し࡚ࡿ࠸㸬㌟㛗య㔜㸪యのẚ⋡㸪㦵

のᙧᡂ㸪⬨ᰕの‴᭤㸪ୗ⫥のⓎ㐩㸪⏕

⌮ⓗᶵ⬟のⓎ㐩࡚࠸ࡘㄽ㏙しࡓ㸬ࡲ

⦆]㸬（p.50）ࡓ㸱ၥసᡂしࢆㄢ㢟⩦₇ࡓ

⪅]๓橋明[ඹⴭ⪅]Ἠ⚽⏕・బ野裕子・

ᘅ中栄雄・山ࡳ・矢野正・吉村┾

由美・岡ࡁࡺࡳ・金㈼᳜・ᑠ▼ᾈ一・

高橋ຌ祐・森田㝧子・松ᆏோ美・ఫ本

⣧・㡲田あࡳࡺ・↷ᒇ┿紀・Ọ井ఙ人・

松原ᩗ子・ὸᕝ和美・森田Ύ美・ᡞᕝ

ಇ・山⤢⳹・ᐑ本雄ྖ・原田健次(B5㸪

⥲ 207㡫) 

 

㸱㸮）⏕ᚐᣦᑟ・㐍㊰ᣦ

ᑟㄽ 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 12

᭶ 

㸪࡚࠸ࡘฟ∧ ⏕ᚐᣦᑟ・㐍㊰ᣦᑟのㅖၥ㢟࠺ࢁࡃࡩ

㸪ᚅ㸪学⣭ᔂቯ㸪授業ᔂቯ㸪ࡵࡌ࠸

㠀⾜な㸪㏆年の⏕ᚐᣦᑟ・⏕άᣦᑟ・

ࡁ࡛⏝教育の研究の授業࡛άャࣜ࢟

のࡑ㸪࡚࠸ᇶ࡙ᐇ㊶ⓗ研究テ࣮マࡿ

テ࢟スࢆࢺᇳ➹おࡧࡼసᡂしࡓ㸬ࡓࡲ㸪

SCࡸ SSW㸪ス࣮ࢡルロ࣮ࣖ(SL)のព

⪄ㄽ究し㸪ㄽࡶ࡚࠸ࡘのᙺࡑ⩏

⥲㸬（B5㸪ࡿ࠸ᒎ㛤し࡚ࢆ 143㡫） 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸱㸯）ಖ育⚟♴ᑠභἲ

2019年∧ 

ඹⴭ ᖹᡂ 31年 4᭶ （ᰴ）࠸ࡽࡳ ಖ育㛵すࡿ⚟♴ἲ令⯡のἲᚊ・ἲ

つのゎㄝ書ࢆศᢸᇳ➹しࡓ㸬な載

ἲ令ࡣ㸪᪥本ᅜ憲ἲ㸪♫⚟♴ἲ㸪ඣ

❺⚟♴ἲ㸪ẕ子ಖ健ἲ㸪学ᰯ教育ἲ㸪

㞀ᐖ⪅ᇶ本ἲ㸪㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ㸪㞀

ᐖ⪅ᚅ㜵Ṇἲな࡛あࡿ㸬年一ᅇ

のᨵゞあ࡚ࡏࢃពぢࢆල⏦し࡚࠸

⥲㸬(B6㸪ࡿ 900㡫) 

 㸱㸰）⚟♴ᑠභἲ 2019

年∧ 

ඹⴭ ᖹᡂ 31年 4᭶ （ᰴ）࠸ࡽࡳ ⚟♴・介ㆤ・ಖ育ἲ令⯡のゎㄝ書ࢆ

ศᢸᇳ➹しࡓ.な載ἲ令ࡣ㸪᪥本ᅜ

憲ἲ㸪♫⚟♴ἲ㸪♫⚟♴ኈཬࡧ介

ㆤ⚟♴ኈἲ㸪ඣ❺⚟♴ἲ㸪ẕ子ཬࡧ∗

子୪ࡧᐻ፬⚟♴ἲ㸪㞀ᐖ⪅ᇶ本ἲ㸪

㞀ᐖ⪅の᪥ᖖ⏕άཬࡧ♫⏕άࢆ⥲ྜ

ⓗᨭすࡵࡓࡿのἲᚊ㸪⪁人⚟♴ἲ㸪

高㱋⪅の་⒪の☜ಖ㛵すࡿἲᚊ㸪介

ㆤಖ㝤ἲ㸪⏕άಖㆤἲなのか㸪་

⒪➼♫ಖ㞀の㛵㐃ἲᚊな.(B6㸪⥲

902㡫) 

㸱㸱）᪂・ಖ育⎔ቃ ඹⴭ ᖹᡂ 31年 4᭶ ᔢᓚ野書㝔 ᑓ㛛職し࡚のಖ育⪅㸪ಖ育ኈࡸᗂ⛶

ᅬ教ㅍࢆ目ᣦし㸪子ࡶの教育ࡸ⎔ቃ

のࢨࢹン࡚࠸ࡘ学ࡪ学⏕ࢆᑐ㇟

しࡓ㸪ಖ育ෆᐜࠕ⎔ቃࠖ㡿ᇦの教⛉書

➨ࠕ㸬ࡓし࡚సᡂし 12章ᑠ学ᰯ教育

㸪࡚࠸ࡘ࡚࠸ࡘࠖ⥆の㐃ᦠ・᥋

ࡓᇳ➹し࡛ࡲㄢ㢟⩦₇ࡵࡲ

（pp.121-133）㸬ᗂ⛶ᅬᑓಟㄢ⛬⏕の⎔

ቃのᣦᑟἲ࡛ࡿ࠸࡚࠸⏝ࡶ㸬ඹ⦅⪅:

ᑠᕝᆂ子㸪矢野正(B5㸪⥲ 168㡫) 

 
㸱㸲）᪂・ಖ育⾲⌧ ඹⴭ ᖹᡂ 31年 5᭶ ᔢᓚ野書㝔 ಖ育ෆᐜࠕ⾲⌧ࠖのᣦᑟἲ࡚࠸ࡘの

教⛉書࡛あࡿ㸬➨ 7章ࠕ㌟య・య育教

育ࠕ⾲⌧ࠖࠖ の 3⠇ಖ育ᣦᑟ㸪章

ᮎの࡚࠸ࡘࡵࡲ㸪ᇳ➹しࡓ

（pp.75-80）㸬⦅ⴭ⪅㸸▼ୖᾈ美(B5㸪

⥲ 160㡫)ඹⴭ⪅㸸⸨ᓮள由子・ᑠ松正

史・吉Ọ᪩ⱑ・ụỌ┿⩏・矢野正・吉

井ⱥ博・ᡭⰋ村子・㛗尾∾子・⃝田

┿ᘪ・ῲ田㝧子・ᐑ๓᱇子・ᇛ村ዉ㒔

子・安Ọ᪩⤮子・田㑓⧊恵・⏿ᩥ・

⛅山┤⩏・井本ⱥ子 

 
㸱㸳）ಖ育⚟♴ᑠභἲ

2020年∧ 

ඹⴭ 令和 2年 3᭶ （ᰴ）࠸ࡽࡳ ಖ育㛵すࡿ⚟♴ἲ令⯡のἲᚊ・ἲ

つのゎㄝ書ࢆศᢸᇳ➹しࡓ㸬な載

ἲ令ࡣ㸪᪥本ᅜ憲ἲ㸪♫⚟♴ἲ㸪ඣ

❺⚟♴ἲ㸪ẕ子ಖ健ἲ㸪学ᰯ教育ἲ㸪

㞀ᐖ⪅ᇶ本ἲ㸪㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭἲ㸪㞀

ᐖ⪅ᚅ㜵Ṇἲな࡛あࡿ㸬年一ᅇ

のᨵゞあ࡚ࡏࢃពぢࢆල⏦し࡚࠸

⥲㸬(B6㸪ࡿ 900㡫) 

 

㸱㸴）⚟♴ᑠභἲ 2020

年∧ 

ඹⴭ 令和 2年 3᭶ （ᰴ）࠸ࡽࡳ ⚟♴・介ㆤ・ಖ育ἲ令⯡のゎㄝ書ࢆ

ศᢸᇳ➹しࡓ.な載ἲ令ࡣ㸪᪥本ᅜ

憲ἲ㸪♫⚟♴ἲ㸪♫⚟♴ኈཬࡧ介

ㆤ⚟♴ኈἲ㸪ඣ❺⚟♴ἲ㸪ẕ子ཬࡧ∗

子୪ࡧᐻ፬⚟♴ἲ㸪㞀ᐖ⪅ᇶ本ἲ㸪

㞀ᐖ⪅の᪥ᖖ⏕άཬࡧ♫⏕άࢆ⥲ྜ

ⓗᨭすࡵࡓࡿのἲᚊ㸪⪁人⚟♴ἲ㸪

高㱋⪅の་⒪の☜ಖ㛵すࡿἲᚊ㸪介

ㆤಖ㝤ἲ㸪⏕άಖㆤἲなのか㸪་

⒪➼♫ಖ㞀の㛵㐃ἲᚊな.(B6㸪⥲

902㡫) 

人間－169



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（学⾡ㄽᩥ）     

㸯）ඣ❺の健ᗣな⏕ά

㛵すࡿ研究 

༢ⴭ ᖹᡂ 22年 8᭶ ᗂඣయ育学研究 ➨ 3ྕ 1

ᕳ 

ඣ❺の⏕ά≧ἣࢆㄪᰝし,学ᰯ㐺ᛂࡸ

ᐙᗞ⏕ά,⮬❧の㛵ࡾࢃお࡚࠸ᑠ

学ᰯ 1年⏕の⏕άᐇែࢆศᯒし,健ᗣ

な⏕άの␃ព㡯᳨ࢆウしࡓ㸬ಖ育

ෆᐜࠕ健ᗣࠖࡸᗂඣᮇの⤊࡛ࡲࡾࢃ

育࡚ࡗし࠸ጼのࠕ健ᗣなᚰయࠖ

ᇶ♏ⓗ研ࡓㄪᰝしࢆ័⩦ά⏕ࡿࡀなࡘ

究࡛あࡿ㸬(pp.93㹼99) 

 
㸰）2ṓඣおࡿࡅ㌟యά

㛵すぬ㓰・╀╧ᩘື

 研究ࡿ

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 3᭶ 大㜰య育学研究 ➨ 49 

ྕ  

2ṓᗂඣࢆᑐ㇟㸪㌟యάື㔞╧╀

おࡧࡼぬ㓰間ࢆ 3㐌間ࡾࡓࢃ㸪

ࢆㄪᰝ研究㠀くⓗ࡛ࣇࣛࢢテࢡ

⏕࠸㏆ࡾࡼの⤖ᯝ㸪大人ࡑ㸬ࡓࡗ⾜

άࣜࢆ࣒ࢬ⋓ᚓし࡚ࡃ࠸㐣⛬ࣉࡸロࢭ

スࡶ࠺࠸のࡀぢฟࢀࡉ㸪ከࡃの研究

 㸬(pp.73㹼80)ࡓᚓࢆ知ぢࡘࡔᙺ

 
㸱）中学⏕のᆅᇦ⚟♴

㛵すࡿ研究 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 8᭶ ᗂඣయ育学研究 ➨ 4 ᕳ

➨ 1ྕ 

中学⏕のᆅᇦ⚟♴㛵すࡿンࢺ࣮ࢣ

ㄪᰝࢆ㸪㛵西ᅪの中᰾㒔ᕷお࡚࠸大

つᶍᐇしࡶࡓの࡛あࡿ㸬ࡑの⤖ᯝ㸪

㛵す♴⚟άື➼㸪ᆅᇦンテࣛ࣎

ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆᐇែ中学⏕のഴྥࡿ

ࡵࢆ㸬5年の⚟♴ไ度ᨵ正ࡓࡁ࡛ࡀ

ࡗなࡇࡃ࠸し࡚⥆⥅ࢆ研究ㄪᰝ

 㸬(pp.61㹼66)ࡿ࠸࡚

 

㸲）ඹ⏕♫ࢆ目ᣦしࡓ

ಖ育・教ࣈࢩル࣮ࢡン

育ไ度ᵓ⠏㛵すࡿ一⪃

ᐹ 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 6᭶ ♫⚟♴⛉学研究 ➨ 2

ྕ 

博ኈㄽᩥのࡵࡓのᇶ♏ㄽᩥし࡚ᇳ➹

しࡓ㸬᪥本おࡿࡅඹ⏕♫ࢆ目ᣦし

≦⌧の࣒ステࢩ教育ࣈࢩル࣮ࢡンࡓ

のᚋ㸪ࡑし㸪かࡽ明࡚࠸ࡘㄢ㢟

博ኈㄽᩥし࡚ࡓࡵࡲ㸬㞀ᐖඣ教育

࡚࠸ࡘᛮ特ูᨭ教育のṔ史ࡸ

ㄽ究し࡚ࡿ࠸㸬(pp.12㹼18) 

 
㸳）Problem and prospect 

for construction of 

inclusive instructional 

system 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 2᭶ ࢪᗂඣయ育学研究 

➨ 3ᕳ➨ 1ྕ 

᪥本おࡿࡅンࢡル࣮ࣈࢩಖ育・教

育ࢩステ࣒の⌧≧ㄢ㢟࡚࠸ࡘㄽ⪃

しࡓᅜ㝿学⾡ㄽᩥ࡛あࡿ㸬㏆年の᪥本

ࡘ♴⚟㞀ᐖඣ・⪅の教育ࡿࡄࡵࢆ

ᛮࡧ㸪Ṕ史ཬ㸪教育の⌮ᛕ࡚࠸

㸬ࡿ࠸࡚ࡌの中࡛ㄽࡑ࡚ࡵᨵ࡚࠸ࡘ

(pp.9㹼20) 

 
㸴）㣴ㆤ教ㅍ中学ಖ健

චチのྠྲྀᚓの᭷⏝

ᛶ㸸⏕ᾭࡿࡓࢃ健ᗣ⏕

άࢆ目ᣦすಖ健教育の᥎

㐍のࡵࡓ 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 3᭶ 㣴ᡂのṌࡳ ➨ 14 ᕳ➨ 1

ྕ ᅜ⚾❧大学・▷ᮇ大

学（部）㣴ㆤ教ㅍ㣴ᡂㄢ⛬

研究ㄅ 

㣴ㆤ教ㅍචチ≧ྲྀᚓ学⏕ࡀ㸪චチ≧

ྲྀࢆ≦し࡚の中学ᰯ（ಖ健）のචチ

ᚓすࡿព⩏࡚࠸ࡘㄽ究しࡓㄽᩥ࡛あ

ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼教ࡳ㸬中学ಖ健のࡿ

චチ≧࡛あࡶ࡚ࡗ㸪ࡑの学⩦のព⩏

ᚲせᛶࡀ㸪㣴ㆤ教ㅍචチ≧ྲྀᚓ⪅ࡣ

ㄆࢆࡇࡿࢀࡽࡵㄽࡓࡌ㸬⏕ᾭࡓࢃ

㣴ㆤ教ࡿᨭ・ᣦᑟすࢆ健ᗣ⏕ά࡚ࡗ

ㅍの学ࡶ࡚ࡗࡧ᭷⏝࡛あࡀࡇࡿ

♧၀ࡿࢀࡉ㸬(pp.9㹼14) 

 
㸵）⮫ᾏ学ᰯおࡿࡅ㐲

Ὃ教育のព⩏ 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 4᭶ ᾏὒ人間学㞧ㄅ ➨ 2ᕳ ᪥本おࡿࡅ⮫ᾏ学ᰯの研究の௦⾲⪅

࠸ࡘすᙺࡓし࡚㸪㐲Ὃ教育のᯝ

࡚㸪ㄽ究しࡓᣍᚅㄽᩥ࡛あࡿ㸬㏆年㸪

あࢀࢃ⾜ࡾࡲなࡃなࡓࡗ⮫ᾏ学ᰯ࠸

㸪ࢆ⩏教育ⓗពࡿ学ᰯ⾜のྵ᭷す࠺

㸬ᚋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ☜ㄆすࡇࡇ

広࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜ࡃᮇᚅすࡶࡿの࡛あ

 㸬(pp.34㹼36)ࡿ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸶）ᗂඣᮇのࡾࢃࡔࡇ⾜

⌮ᡃⓎ㐩ᚰ⮬ࡿ㛵すື

学ⓗ研究（㸰）㸸㞀ᐖඣㄆ

ᐃࡿࡄࡵࢆ⤒⦋かࡽ 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 6᭶ ♫⚟♴⛉学研究 ➨ 3

ྕ 

博ኈㄽᩥのࡵࡓのᇶ♏ㄽᩥし࡚ᇳ➹

しࡓ㸬ಖ育おࡿࡅ人間㛵ಀ࡚࠸ࡘ㸪

ᗂඣᮇのⓎ㐩㞀ᐖඣのࡾࢃࡔࡇ⾜ື

㸬研ࡓウし᳨㸪⮬ᡃⓎ㐩ᚰ⌮学ⓗࢆ

究のほᐹ記㘓の㏵中㸪㞀ᐖඣㄆᐃࡀ

あࡾ㸪ࡑの記㘓ࡾࡓࢆ㸪ࡑのࢆ

ヲ⣽ศᯒしࡓ㸬(pp.119㹼126) 

 
㸷）ඹᏑ・ඹ⏕の♫ࢆ

目ᣦし࡚ 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 9᭶ ᆅᇦ⚟♴ࢧエンス 

หྕ 

᪥本のඹ⏕♫のᅾࡾ᪉の㠀ࢆၥ࠺

ᣮᡓⓗㄽᩥ࡛あࡿ㸬ཌ⏕ປാ┬かࡣࡽ

ࡉᒎ㛤ࡀのⓎ㏦ࠖࡈࡿࡲ・ࡀᡃࠕ

㸪教育の⌮ᛕ୪のᮇࡇ㸬ࡿ࠸࡚ࢀ

Ⅼ↔ᛮࡧṔ史ཬࡿ㛵す教育ࡧ

目ᣦしࢆ㸪┿のඹᏑ・ඹ⏕♫ࡾ⤠ࢆ

࡚㸪健ᖖ⪅ࡶ㞀ᐖ⪅ࡶඹࡿࡁ࠸㐨ࢆ

ᶍ⣴し㸪ࡑのᒎᮃࢆㄽ⪃しࡓ㸬(pp.189

㹼191) 

 㸯㸮）ンࢡル࣮ࣈࢩಖ

育・教育ࢩステ࣒のᵓ⠏

⮬ᚋのㄢ㢟㸸ࡓࡅྥ

ᡃⓎ㐩ほⅬかࡇࠕࡓࡳࡽ

 のពࠖື⾜ࡾࢃࡔ

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 9᭶ ᆅᇦ⚟♴ࢧエンス 

หྕ 

の࣒ステࢩಖ育・教育ࣈࢩル࣮ࢡン

ᵓ⠏㛵すࡿ㸪᪥本おࡿࡅ教育ㄢ㢟

㸬博ኈㄽᩥのᇶ♏研ࡓㄽ究し࡚࠸ࡘ

究し࡚㸪ᗂඣᮇの人間㛵ಀの中࡛明

ࡳࡽかࠖື⾜ࡾࢃࡔࡇࠕࡓࡗなかࡽ

⩏ᡃⓎ㐩ⓗな教育ⓗなព⮬ࡿࡃ࡚࠼

 㸬(pp.165㹼176)ࡿ࠸ᐹし࡚⪄ࡶ࡚࠸ࡘ

 
㸯㸯）ࡾࢃࡔࡇ⾜ືの⮬

ᡃⓎ㐩ⓗព⩏教育ⓗᨭ

のᅾࡾ᪉㛵すࡿ研究 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 3᭶ 大㜰⥲ྜಖ育大学大学㝔 Ⓨ㐩㞀ᐖඣࡸ⮬㛢ඣのࡾࢃࡔࡇ⾜ື

⩏の⮬ᡃⓎ㐩ᚰ⌮学ⓗពࡑ㏻し࡚㸪ࢆ

特ูᨭ࠸㸪᪂しࡶࡿ究す⪄ࢆ

教育ไ度の中࡛の教育ⓗᨭのᅾࡾ᪉

ࢃࡔࡇ博ኈㄽᩥ㸬㞀ᐖඣのࡓᐹし⪄ࢆ

㸪⬟ຊⓎ㐩ࡾᡃの本㉁࡛あ⮬ࡑࡇࡾ

加࡚࠼㸪⮬ᡃⓎ㐩の㔜せᛶࡀ♧၀ࢀࡉ

ࢀࡉ㛤ጞࡀ㸬特ูᨭ教育ࡓ 7年ࡀ⤒

㐣し㸪ンࢡル࣮ࣈࢩ教育ࢩステ࣒の

ᵓ⠏の㏵ୖ࡛あࡿ㸬࡛ࡇࡑၥࢀࢃጞࡵ

㸪特ูᨭ教育の⫼ᬒࡀせなၥ㢟ࡓ

特ูᨭ教育なす教育㢼ᅵのၥ㢟ࢆ

のྜ⌮ⓗ㓄៖のၥ࡛ୖࡃ࠸ᐇ㊶し࡚ࢆ

㢟࡛あࡿ㸬特ูᨭ教育࡛ࡣ㸪ࢃࡔࡇ

⩏な⬟ຊ࠺ࡼの࡛ࡲࢀࡇࢆື⾜ࡾ

おࡿࡅ㈇の࡛ࢪ࣮࣓ᤊࡿ࠼の࡛ࡣな

し㸪正┤࠼ᤊࡽ㸪⮬ᡃⓎ㐩のほⅬかࡃ

のࢪ࣏テࣈなエࢿル࣮ࢠし࡚ᤊ

㔜ࡀࡇࡃ࠸࡚࠼⪄ࢆ␎㸪ᨭの᪉࠼

せ࡛あࡿ㸬(A4㸪⥲ 166㡫) 

 
㸯㸰）A study on quantity 

of physical activity and 

sleep / awakening of 

three-year-old child 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 4᭶ ࢪᗂඣయ育学研究 

➨ 4ᕳ➨ 1ྕ 

3ṓᗂඣの㌟యάື㔞ཬࡧ╧╀・ぬ㓰

㸬3ṓඣのࡿᐇドⓗ研究࡛あࡿ㛵す

㌟యάື㔞ࡣ㸪ᗂ⛶ᅬ࡛の⏕άの間

高పࡀㄆࢀࡽࡵ㸪╧╀おࡧࡼぬ㓰ࡣ

ᚎࠎ大人㏆࡙ࡀࡇࡿ࠸࡚࠸明ࡽ

かなࡓࡗ㸬本研究ࡣ㸪ᗂඣᮇの㐠ື・

ぬ㓰・╧╀な㛵すࡿᇶ♏ⓗ研究࡛

あࡿ㸬(pp.29㹼35) 

 
㸯㸱）㐀ⓗ࡛㠉᪂ⓗな

学ᰯ㢼ᅵのᵓ⠏㛵すࡿ

研究 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 7᭶ ♫⚟♴⛉学研究 ➨ 4

ྕ 

教育のṔ史ཬࡧᛮ㛵すࡿ研究ㄽᩥ

࡛あࡿ㸬教育㢼ᅵ・学⣭㢼ᅵ・学ᰯ㢼

ᅵのၥ㢟ࡆୖࡾྲྀࢆ㸪SSWのᙺᰯࡸ

㛗の࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲの㔜せᛶ㸪チ࣮࣒

ಖ育・学ᰯ࠺࠸⤌⧊の中࡛࡛ࡇࡿࡁ

ぢฟし㸪ဨཧ加ᆺのಖ育・教育ࢆ

究し⪄ࢆ人ᮦの育ᡂࡿな࣮ࢲ࣮ࣜ

 㸬(pp.187㹼191)ࡓ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸯㸲）᪥本おࡿࡅン

࣒ステࢩ教育ࣈࢩル࣮ࢡ

ᵓ⠏おࡿࡅᚋのㄢ㢟 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 10

᭶ 

ᆅᇦ⚟♴ࢧエンス ➨

2ྕ 

࣒ステࢩ教育ࣈࢩル࣮ࢡン

(Inclusive education system)ࠕࡣໟ

ᐜすࡿ教育ไ度ࠖࡉࢆすゝⴥ࡛あࡾ㸪

㞀ᐖ⪅健ᖖ⪅ࡀඹࡿࡁ⏕♫ⓗᇶ

ࡗㄒ≀ࢆࡇࡿあࡘࡘࡾࡀᅾ広⌧ࡀ┙

㸪ඹࡉࡲࡣ㸬⌧௦ࡿゝⴥ࡛あࡿ࠸࡚

⏕♫ࡀ目ᣦࡿ࠸࡚ࢀࡉの࡛あࡿ㸬㞀

ᐖのあࡿ子ࡾྲྀࢆࡶᕳࡃ⎔ቃࡣ㸪

2007年度ࡾࡼ㺀特ูᨭ教育㺁のᐇ

క࠸㸪大ࡁな㌿ᶵࢆ㏄ࡿ࠸࡚࠼㸬ࡇࡑ

࡛㸪ᚋのㄢ㢟ࢆᒎᮃしࡓ㸬(pp.281

㹼286) 

 
㸯㸳）ᑠ学ᰯおࡿࡅ⮬

ᕫホ౯おࡧࡼ教育ᨵ善

㛵すࡿ研究 

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 2᭶ Ⓨ㐩人間学研究 ➨ 16ᕳ

➨ 1ྕ 

本研究࡛ࡣ㸪ࣃࠕࡿࡺࢃ࠸ロࠖࢺࢵ

ᆺの学ᰯ࡛ࡣな࠸㸪⚾❧のᑠ学ᰯᅾ

⡠すࡿ子ࡕࡓࡶのಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟し

㸪⮬ᚊⓗな学ᰯࡶࢆ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡓ

㐠Ⴀ࡙ࡾࡃ㛤かࡓࢀ学ᰯ࡙ྛࢆࡾࡃ

学ᰯ࡛ୖࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࡀᚲせࡿࢀࡉ

㡯᳨࡚࠸ࡘウしࡓ㸬ศᯒࡣ㸪᭷ྡྡ

㛛ᑠ学ᰯのಖㆤ⪅ᑐし࡚ᐇࡓࢀࡉ

㉁ၥ⣬ㄪᰝࡶࢆ㸪ಖㆤ⪅のពぢࡸ

せᮃࡶࡓࡵࡲࢆの࡛あࡿ㸬ㄪᰝᑐ㇟

㹎㹒㸿ᙺဨࡣ⪅ 㹎㹒㸿学⣭ጤဨ4ྡ

ព␃ࡣࡾルの೫ࣉンࢧ㸪࠺࠸36ྡ

中ᚰࢆ⟆㸪⮬由記㏙ᅇࡀࡿᚲせ࡛あࡀ

ࡀពぢࡸなせᮃࠎᵝࡿࡓࢃ㸪ከᒱ

学ᰯᐤࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏศかࡗ

学ᰯ⪅㸪ಖㆤࡣࢱ࣮ࢹࡓし࠺ࡇ㸬ࡓ

の㛵ಀᛶ・㐃ᦠࢆ知ࡶ࡛ୖࡿ㈗㔜なࡶ

の࡛あࡾ㸪チ࣮࣒学ᰯࡀྉࡿࢀࡤ⌧ሙ

ࡿࢀࡉάか㸪ᚋの学ᰯᨵ善ࡣ࡛

㐪࠸な࠸㸬(pp.1㹼8) 

 
㸯㸴）教職ㄢ⛬⛉目ࠕ特

ูάືの研究ࠖおࡿࡅ

教育ᐇ㊶㸸ࣞࣜࢡエ࣮ࢩ

ࣙン↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ 

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 3᭶ Leisure & recreation(⮬

由間研究)➨ 41ྕ 

本研究࡛ࡣ㸪教ဨ㣴ᡂ⣔大学࡛のࠕ特

ูάືの研究ࠖの講⩏ෆᐜࢆ⤂介し㸪

ࢣンᐹし㸪⪄ࢆၥ㢟Ⅼࡸ᪉ࡾのᅾࡑ

⩏㸪ᚋの講ࡶࢆㄪᰝの記㏙ࢺ࣮

の㐠Ⴀ㈨すࢆࡇࡿ目ⓗᐇし

の⤖ᯝ㸪特ูάືの⠊ࡑ㸬ࡓ

㸪本授ࢀࡉ㞟⣙ࡀのពぢࡃከ࠸なࡽࡲ

業のຠᯝࡀ༑ศ♧၀ࡓࢀࡉ㸬特

⦪ࡸࡾ」ᩘ学年ࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡼな

ࡸ学年࠸なࢀࢃࡽ㸪学⣭㞟ᅋ

ᰯ࡛のάືなのព㆑ࡶከࡃㄆࡽࡵ

 㸬(pp.8㹼13)ࡓࢀ

 

㸯㸵）Assessment of 

childcare environment 

in Japan 

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

 ᗂඣయ育学研究ࢪ

➨ 5ᕳ➨ 1ྕ 

᪥本ࡣ⌧ᅾ㸪大ࡁなಖ育・教育のไ度

ᨵ㠉の㏵ୖあࡿ㸬᪥本 ᗂඣయ育ࠖࠕ࡛

の研究ࡳ✚ࡀ㔜࡚ࢀࡽࡡ㸪おおࡑࡼ 10

年なࡿ㸬࡛ࡲࢀࡇの教育・ಖ育のṔ

史ࢆ㢳ࡿ࠸࡚ࡳ㸬࡛ࢪのᅜ㝿研究

ὶࢇ┒ࡶなࡓࡁ࡚ࡗ㸬᪥本おࡅ

な࠸⾜ᐇ☜ࢆቃホ౯⎔ࡸಖ育の㉁ࡿ

すのᗂඣయ育のⓎᒎࡲすࡲ㸪ᚋࡽࡀ

 㸬(pp.11㹼14)࠸ࡓᮇᚅしࢆ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸯㸶）⮫ᾏ学ᰯおࡿࡅ

教師・ᣦᑟ⪅の࣮࣮ࣜࢲ

 研究ࡿ㛵すࣉࢵࢩ

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 2᭶ ᐇ㊶学ᰯ教育研究 ➨ 19

ྕ 

本研究ࡣ㸪大㜰ᗓ⚾❧ Tᑠ学ᰯ࡛⾜ࢃ

ࡓཧ加し࡚ࡵึᾏ学ᰯ⮫ࡓࢀ 4年⏕

ඣ❺ 教師ࡿし㸪ᣦᑟす㇟ᑐࢆ110ྡ

の࣮ࣜࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲඣ❺の㐩ᡂឤࡸὋ

ຊࡽࡓࡶす教育ຠᯝࢆ明ࡽかすࡿ

㸪教師ࡣ㸬ㄪᰝ㡯目ࡓし目ⓗࢆࡇ

の࣮ࣜ୕ࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ㝮の PM⌮ㄽࢆ

ཧ⪃㸪ᅇ᪂ࡓタၥ㡯目ࢆసᡂし

㸪࡚࠸ࡘし࡚㸪Ὃຊのྥୖ㸬⤖ᯝࡓ

⮫ᾏ学⯋ᐇ๓⮫ᾏ学⯋ᐇᚋ࡛

❺㸪ඣࡣ 110ྡのࡕ࠺ 76㸣あࡿࡓ 84

ྡのὋຊࡀ㢧ⴭなྥୖࡀㄆࡓࢀࡽࡵ㸬

学ࡓࡗࡔ㢧ⴭࡶ᭱ࡀし࡚Ὃຊのྥୖࡑ

⣭ᢸ任の Performance್おࡧࡼ

Maintenance್ࡀ㸪ඹ高ࢆ್࠸♧し

学⣭ᢸࡓࡗపかࡀ㸪M್㸬㏫ࡓ࠸࡚

任のࣛࢡスࡣὋຊのఙࡀ⋠ࡧపかࡗ

㸬本研究の⤖ᯝ㸪Tᑠ学ᰯの⮫ᾏ学ࡓ

㐩ᡂឤࡸ㸪ඣ❺のὋຊྥୖ࡚࠸お⯋

ࡶࡀࣉࢵࢩ࣮ࢲ教師の࣮ࣜࡿᣦᑟす

ࡵㄆࡀࡇ࠸ࡁ大ᙜ┦ࡣすຠᯝࡽࡓ

㔜せࡀ⬟ᶵࡿᣢす⥔ࢆ㞟ᅋ㸪特ࢀࡽ

࡛あࡀࡇࡿ♧၀ࡓࢀࡉ㸬(ᢸᙜ部ศᴫ

せ)⪃ᐹ部ศᢸᙜ ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪吉

井ⱥ博(pp.87㹼92) 

 

㸯㸷）ࣞࣜࢡエ࣮ࣙࢩン

⛉目おࡿࡅ教育ᐇ㊶の

研究㸸大学⏕のࣞࣜࢡエ

ព㆑ࡿ㛵すンࠖࣙࢩ࣮

ㄪᰝ 

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 3᭶ Leisure & recreation(⮬

由間研究)➨ 42ྕ 

ᵓࢆン࡛の学⏕のព㆑ࣙࢩエ࣮ࣜࢡࣞ

ᡂすࡿᣦᶆ࡚࠸ࡘ明ࡽかすࡓࡿ

㸪ィࡵ 79の記㏙かࡽ㞟しࡓሗ࣮ࢹ

ࡇࡓウし᳨ࡾࡼศᯒࢺス࢟テࢆࢱ

大人ࠕ㸬1㸬ࡓᚓࢆ௨ୗの知ぢࡡ㸪ᴫࢁ

ᩘ࡛の㐟ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࡸࠖࡧン

άື ࢤࠕ㸪࡚࠼加࣮ࢱスࣛࢡ࠺࠸ࠖ

ࣙࢩエ࣮ࣜࢡࣞࠕࡀゝⴥ࠺࠸࣒࣮ࠖ

ン ࢡࣞࡣ⏕㸬2. 学ࡓࢀࡉし࡚ศ㢮ࠖ

ࣜエ࣮ࣙࢩンࢆᑡ人ᩘ࡛ࡣなࡃ大人ᩘ

࡛ᴦしࡃ㐟ࢪ࣮࣓ࢆࡇࡪし࡚ࡿ࠸

㸬3㸬ࣞࡓࢀࡉㄆ☜ࡀࡇ ࣙࢩエ࣮ࣜࢡ

ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡣンࢆάᛶࡏࡉ

♧ࡀࡇࡿ࠸ㄆ㆑し࡚ࡿの࡛あࡶࡿ

၀ࡓࢀࡉ㸬4㸬学⏕࡚ࡗのࣞࣜࢡエ

ࢣスࣂࢶル࣮ࣇࡸ㸪ịおࡣンࣙࢩ࣮

ࡀࡇࡿあ࡛࣒࣮ࢤの㌟㏆ななࢺࢵ

☜ㄆࡓࢀࡉ㸬(pp.39㹼42) 

 

㸰㸮）ኟの⾜・⮫ᾏ学

安教育・༴ࡿࡅおᰯ

ᶵ⟶⌮ 

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 6᭶ 教育་学 ➨ 65 ᕳ➨ 7

ྕ ㏻ᕳ➨ 769ྕ(᠕⩏

ሿ大学ฟ∧) 

ኟ季࠺࠸のࡣ㸪子ࡶのᨾࡀቑ࠼

ࡣࢆ㸪ᆅᇦࡣ㸬本ㄽᩥ࡛ࡿᮇ࡛あࡿ

࠸し࡚࠸お࡚ࡗᐙᗞ࡛知ࡸ学ᰯࡵࡌ

特ูάື・学ᰯ⾜のᩆᛴᑐᛂ࠸ࡘ

࡚特㸪㐲Ὃ⮫ᾏ学ᰯࡆୖࡾྲྀࢆ⪃

ᐹしࡓ㸬⮫ᾏ学ᰯの⌧≧ㄢ㢟ࡸ⮫ᾏ

学ᰯ中の健ᗣ⟶⌮・安⟶⌮࡚࠸ࡘ㸪

༴ᶵᑐᛂ・༴ᶵ⟶⌮のᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘ

㸬ࡓࡗ⾜ࢆㄽ⪃し㸪ゎㄝࡃすࡸࡾかࢃ

㏆年の教育⌧ሙのᨵ㠉ࣅ࣮ࢭࣇࣛࡸ

ンࢢのᢏ⾡のᑟධཬࡧ安教育の⌧ሙ

࡛のά⏝ἲࡶ࡚࠸ࡘ㸪ㄽᩥの中࡛ヲ

⣽⤂介し࡚ࡿ࠸㸬(pp.640㹼649) 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸰㸯）友㐩のⰋࢆࡉぢࡘ

ᡂඹࡽࡀな࠸ྜ࠼ఏࡅ

㛗すࡿ子ࡶの育ᡂ㸸ᑠ

学㸱年⏕య育⛉ࠕᚸ⪅ᒇ

㸟ࠖのᐇࣃルࣜンࢡ࡛ᩜ

 ㏻し࡚ࢆ㊶

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 2

᭶ 

ᐇ㊶学ᰯ教育研究 ➨20ྕ 本研究࡛ࡣ㸪ࠕ㛵࠸ྜࡾࢃ㸪ఏ࠸ྜ࠼㸪

学࡛ࡇࠖ࠺ྜࡧ子ࡕࡓࡶの中ఱ

㸪ࡾ᥈ࢆのかࡃ࠸࡚ࡗ育ࡀ㸪ఱࢀࡲ⏕ࡀ

⏕ࡕࡓࡶ㏻し࡚子ࢆࠖ࠸ྜࡧ学ࠕ

のࡵࡓࡃ࠸࡚ࡁ 21ୡ紀ᆺス࢟ルࢆ㌟

⤖㸬本研究のࡓ࠼⪄࠸ࡓࡏࡉࡅࡘ

ᯝ㸪3年⏕࡛ࡣయ育⛉のࠕ学ࠖ࠺ྜࡧ

学⩦の中࡛㸪ࡑࠕのᢏࡁ࡛ࡀな࠸のࡣ㸪

⮬ศࡣ࡛ࡅࡔなࠖ࠸安ᚰし࡚ྲྀࡾ⤌

࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢆのᢏࡇࡀなࢇࡳࠕ㸪ࡾࡔࢇ

ၥのかࠖ࠸࠸ࡽࡓし࠺ࡣࡿす

㢟ࢆ⮬ศ࡛ࡕࡓぢࡾࡓࡅࡘすࡿな㸪

⬟ືⓗ・యⓗ࡛ᑐヰⓗな῝࠸学ࡧ

し࡚ゎỴし࡚࠺ࡇ࠸しࡀࡇࡓ☜ㄆ

࣮ࣛ・ࣈテࢡ㸪ࡣ㸬本研究ࡓࡁ࡛

のᐇࡑし࡚ࡳ⤌ࡾのඛ㥑ⓗྲྀࢢンࢽ

㸬(ᢸᙜ部ศࡿの࡛あࡶࡓࢀࡉホ౯ࡀ㊶

ᴫせ)研究の目ⓗ・⪃ᐹࢆᢸᙜ ඹ

ⴭ⪅㸸矢野正㸪బ優ᩯ（pp.55㹼62） 

 
㸰㸰）ᚋの特ูᨭ教

育のᐇࡓࡅྥ᪉⟇

㛵す᳨ࡿウ㸸ᗂඣᮇかࡽ

ᡂ人ᮇ࡛ࡲのࡵࢀࡁのな

యไのᵓ⠏ࢺ࣮࣏ࢧ࠸

 ࡚ࡅྥ

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 8

᭶ 

♫⚟♴⛉学研究 ➨ 7ᕳ 教育ࡣ㸪ᐇしࡓ教育ෆᐜ・᪉ἲ・⎔

ቃ࡛ࡅࡔなࡃ㸪㇏㤨࡛健な教育㢼ᅵ

の࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡓࡲ㸬ࡿ࠸し࡚ᚲせࢆ

教育࡛ࡣ教育ෆᐜ・᪉ἲ・⎔ቃのᐇ

かࢀࡇ㸪ࡀࡓࡁ࡚ࢀࡉ優ඛࡽࡥࡗࡶࡀ

ࡗᅗࢆ教育㢼ᅵの健ࡣの教育࡛ࡽ

㸪ࡣ㸬特ูᨭ教育ࡿあࡀᚲせࡃ࠸࡚

㔊ᡂࢆ教育㢼ᅵ࠸しࢃࡉࡩの教育ࡑ

し࡚࠸かなࡤࢀࡅなࡽな࠸㏙㸪ࡲ

㸪ඹࡣ特ูᨭ教育のࠕྠࡓ

⏕♫のᐇ⌧ࢆ目ᣦし࡚㸪ンࢡル࣮

子ࡿ㞀ᐖのあࡾࡼ࣒ステࢩ教育ࣈࢩ

ྠࡃ࠸࡛ࢇ育ࢆຊࡿࡁ⏕のࡕࡓࡶ

㸪ᇶ┙なࡿ教育㢼ᅵࠗࢆ➇த一

㎶ಽの教育㢼ᅵ か࠘ࠗࡽ ➇த<ඹ⏕の教

育㢼ᅵ࠘ಟ正し࡚ࡇࡃ࠸あࡿ㸬ࠖ

ᚋの特ูᨭ教育の᪂ࡓなࡿどᗙ

㸬Ⓨ㐩人間学・人間教育学ࡓᥦ౪しࢆ

ࡽ↷ࡃࡿ明ࢆᚋの教育ࡀのࡶ࠺࠸

すୡの中ࡀ᮶ࡿの࡛ࡣな࠸かᮇᚅ

し㸪᪥本のンࢡル࣮ࣈࢩ教育ࢩステ

 (pp.179-188)ࡿ࠸ணし࡚ࢆの฿᮶࣒

 

㸰㸱）ึ➼教育おࡿࡅ

ᵓ㐀教育ෆᐜ㛵すࡿ

⪃ᐹ㸸教育の㉁のྥୖ

 ࡚ࡅྥ

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 10

᭶ 

ᆅᇦ⚟♴ࢧエンス ➨ 5

ᕳ 

本ㄽ࡛ࡣ㸪ᗂඣ教育ࡸಖ育おࡿࡅᵓ

㐀ෆᐜ࡚࠸ࡘ㸪ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿・

ಖ育ᡤಖ育ᣦ㔪・ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ

࣮࣡࢟ࡽᅬ教育・ಖ育せ㡿のᨵゞかࡶ

し㸪ᴫほしㄽ⪃しࣉࢵࢡࢵࣆࢆࢻ࣮

㸪ᗂᑠ᥋⥆のពࢆ㸬ึ➼教育ࡓࡁ࡚

かࡽᨵ࡚ࡵၥ࠸┤し࡚ࡿ࠸㸬ᅬඣࡸ子

㸪ಖ育ࡵࡓの᭱善の┈のࡕࡓࡶ

⪅のᯝࡓすࡁᙺࡣᴟ࡚ࡵ大ࡶ࠸ࡁ

のࡀあࡿ࠼⪄ࡿ㸬ࡓࡲ㸪ᗂඣ教育ࡸ

ಖ育のពおࡧࡼ౯್ࡑࢆのᵓ㐀特

㉁かࡽᨵ࡚ࡵ㸪」㞧な♫の฿᮶ࢆ㏄

࠸ࡓし┤࠸一度ၥ࠺ࡶ㸪ࡿ࠸࡚࠼

㸪大人のഃのಖࡣ࡛ࡇࡑ㸬ࡿ࠸࡚࠼⪄

育ࡸᗂඣ教育のᚰពẼࡀ本Ẽ࡛ヨࡉ

㸬(ᢸᙜ部ศᴫせ)ࡿ࠼⪄ࡿ࠸࡚ࢀ

ᩥᢸᙜ.ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪大㇂雄太

(pp.225-234) 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸰㸲）ึ➼教育の⬟ຊ・

㈨㉁ᑠ学ᰯධ学࡛ࡲ

育࡚࠸ࡓጼࢆ子ࡶの育

し࡚ᤊ⛬ᡂ㛗の㐣ࡸࡕ

 ࡇࡁすࡵࡓࡿ࠼

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 12

᭶ 

ⲡの根⚟♴ 48ྕ 本研究࡛ࡣ㸪㉁の高࠸ಖ育・ึ➼教育

のᙧែかࡽᗂඣᮇの⤊࡛ࡲࡾࢃ育ࡗ

࠸し࡚ 10のጼのどⅬࢆࡾ㏉ࡾ

⏕かすࡇの㔜せᛶࢆㄝࡿ࠸࡚࠸㸬子

ࡼのάし㸪⏕大ษࢆのయᛶࡶ

࠺࠸のかࡃ࠸ホ౯し㸪ᨵ善し࡚࠺

ಖ育⪅・教育ᐇ㊶⪅ࡕࡓのᛮ⪃のࣞ࣋

ルࡀၥࡿ࠸࡚ࢀࢃ㸬᪥本のᗂඣ教育ࡸ

ಖ育のỈ‽ࡀ高ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡲ㸬ಖ育

ኈ㈨᱁ࡶ▷大࡛あࡤࢀ 2✀㸪ᅄ大ࢆฟ

ࡤࢀ ᗂ⛶ᅬ教ㅍචチ࠺ࡼ࠺࠸✀1

≧の࠺ࡼなฎ㐝ᨵ善ࡀᚲせな࠺ࢁ㸬

(ᢸᙜ部ศᴫせ)ᩥᢸᙜ.ඹⴭ⪅㸸矢野

正㸪大㇂雄太㸪吉井ⱥ博(pp.96㹼105) 

㸰㸳）ᑠ学ᰯ教ဨᚿᮃ学

⏕のⓎ㐩㞀ᐖ⌮ゎ㛵す

特ูᨭࠕᇶ♏ⓗ研究㸸ࡿ

教育ࠖ⛉目のᚲಟࡩࢆ

 ࡚࠼ࡲ

༢ⴭ 令和元年 12

᭶ 

ⲡの根⚟♴ 49ྕ 本研究ࡣ㸪特ูᨭ教育⛉目のᚲಟ

⌮の࡚࠸ࡘ➼㸪Ⓨ㐩㞀ᐖ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ

ゎ度ࢆホ౯すࡿㄪᰝࢆ㸪大学⏕ࢆᑐ㇟

一᪉࠸高ࡀの⤖ᯝ㸪⌮ゎ度ࡑ.ࡓࡗ⾜

࡛㸪ࡓࡗ࠸࠺ࡑඣ❺のᑐᛂ᪉ἲࡸᨭ

᪉ἲࡣ࡚࠸ࡘ㌺୪ࡳᚓⅬࡀపかࡗ

特ูᨭ教育ࠖࠕࡿなᚲಟࡓ㸬᪂ࡓ

の授業࡛の☜かな⌮ゎ学⩦ࡀྍḞ

࡛あࡿ.（pp.49㹼57） 

㸰㸴）㛵西⚾❧ᑠ学ᰯの

㐨ᚨ・特ูάືの教育ෆ

ᐜ㸸大㜰ᗓරᗜ┴の⚾

❧ᑠ学ᰯ㐃ྜの WEB⤂

介かࡽ 

༢ⴭ 令和 2年 1

᭶ 

ᐇ㊶学⣭⤒Ⴀ研究 ➨ 3ྕ 特ูの教⛉ࠕ㐨ᚨࠖ特ูάືのカࣜ

研究࡛あࡿ㛵す㛤Ⓨ࣒ࣛࣗ࢟

㸬㛵西の᭷ྡな⚾❧ᑠ学ᰯのᐇ㊶ࡿ

ࡆୖࡾྲྀࢆ㸪ࢀࡒࢀࡑ⪃ᐹᩚ࠸⾜ࢆ

 㸬(pp.31㹼46)ࡓࡗ⾜ࢆ⌮

人間－175



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

     （➼の㸸紀せࡑ）

㸯）㺀ᗂඣయ育㺁ᶍᨃಖ育

授業ࡀ学⏕のẼศኚᐜ

ཬࡰすᙳ㡪 

ඹⴭ ᖹᡂ 22年 7᭶ 西山学ⱌ研究紀せ ➨ 5

ྕ 

本研究࡛ࠕ,ࡣᗂඣయ育 ᶍᨃࡿࡅおࠖ

ಖ育授業๓ᚋの学⏕のẼศኚᐜ 6ᑻ度

ࡗ⾜ࢆウ᳨ࡧㄪᰝཬ,࠼ᤊໟᣓⓗࢆ

ᗂඣయ育ࠖᶍᨃಖ育のࠕ,の⤖ᯝࡑ㸬ࡓ

授業ཧ加しࡓ学⏕ࡣ,授業ᚋྰᐃ

ⓗなឤࡀゎᾘࢀࡉ♧ࡀࡇࡿࢀࡉ

㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）ᩥᢸᙜ ⴭ⪅㸸ࡓ

矢野正㸪原田健次（pp.17㹼32） 

㸰）ᑠ学ᰯおࡿࡅ安

な⮫ᾏ学⯋のᐇ㊶研究

(ϭ):⮫ᾏ学ᰯཧ加ඣ❺

の学ࢆࡧᵓᡂすࡿᣦᶆ 

ඹⴭ ᖹᡂ 22年 9᭶ 大㜰教育大学紀せ➨Ϭ部

㛛教⛉教育 59ᕳ 1ྕ 

⮫ᾏ学ᰯ中の子ࡶの学ࡧのព目

ⓗ࡚࠸ࡘ㸪テ࢟スࢺマࢽンࢆࢢ⏝

ࢡの⤖ᯝ㸪ࡑ㸬ࡓศᯒし᥈⣴ⓗ࡚࠸

ࣛスࡿࡼ࣮ࢱ㛗ᮇの⮫ᾏ学ᰯ㛵す

のᵓᡂࡧ㸪学ࢀࡉㄆ☜ࡀ教育ⓗຠᯝࡿ

せ⣲ࢀࡒࢀࡑࡀぢฟࡓࢀࡉ㸬（ᢸᙜ部

ศᴫせ）ᩥᢸᙜ ⴭ⪅㸸矢野正㸪୕

村ᐶ一(pp.41㹼50) 

㸱）ᑠ学ᰯおࡿࡅ安

な⮫ᾏ学⯋のᐇ㊶研究

(Ϯ)㸸ಖ健ᐊ⏝≧ἣ

ಖ健ᐊのᙺ 

ඹⴭ ᖹᡂ 23年 9᭶ 大㜰教育大学紀せ➨Ϭ部

㛛教⛉教育 59ᕳ 2ྕ 

特ูάື࡛あࡿ⮫ᾏ学ᰯのಖ健≧ἣ・

⟶⌮ㄪᰝの⤖ᯝ㸪10年間࡚ࡗࡓࢃの

Ⓨ⇕・ᡃなのⓎ⏕≧ἣࢆ研究おࡼ

ࡿࡅお㸬㛗ᮇの⮫ᾏ学ᰯࡓศᯒしࡧ

ಖ健⟶⌮のሗ࿌⤖ᯝかࡣࡽ㸪ึ᪥かࡽ

๓༙㞟中すࡀࡇࡿぢฟࡓࢀࡉ㸬

ᚋの学ᰯ㐠Ⴀ⏕かすࡿࡁ࡛ࡀࡇ特

記すࡁ知ぢࢆᚓࡓ㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）

ᩥᢸᙜ ⴭ⪅㸸矢野正㸪୕村ᐶ一

(pp.41㹼51) 

㸲）㏻ᖖ学⣭おࠕࡿࡅẼ

のᚰ⌮ⓗࠖࡶ子ࡿな

特ᚩ㸸学ᰯ࡛の⏕άពḧ

学⣭満㊊度の学⣭⤒Ⴀ

ⓗศᯒ 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 3᭶ ‖ᕝ▷ᮇ大学紀せ ➨ 47

ྕ 

㏻ᖖ学⣭のᢸ任教ㅍかࡽ人間㛵ಀの中

ࡽࡶᢳฟし࡚ࢆࠖࡶ子ࡿなẼࠕ࡛

⏝ࢆの学⣭満㊊度ㄪᰝ❺㸪のඣ࠸

㸬学⣭ᢸ任ࡓࡗ⾜ࢆウ᳨ࡧࡼẚ㍑お࠸

ࡸ T2のホ౯かࡽの Q㹼Uテスࢺの⤖ᯝ㸪

学⣭ࡣの࠺࠸ࠖࡶ子ࡿなẼࠕ

満㊊し࡚࠸な࠸ഴྥࡀ明ࡽかなࡗ

ࡇࡃ࠸し࡚❧☜ࢆロ࣮యไ࢛ࣇ㸬ࡓ

࡛㸪ᚋの学⣭⤒Ⴀάかし࡚ࡓࡁ࠸

 㸬(pp.7㹼10)࠸

㸳）ᑠ学ᰯおࡿࡅ安

な⮫ᾏ学⯋のᐇ㊶研究

(ϯ)㸸⮫ᾏ学ᰯ中のඣ❺

のయ ኚື 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 3᭶ 大㜰教育大学紀せ➨Ϭ部

㛛教⛉教育 60ᕳ 1ྕ 

ᑠ学ᰯおࡿࡅ㛗ᮇの⮫ᾏ学ᰯおࡅ

ཧ加ඣ❺⣙ࡿ 350ྡのయ ኚືࢆ㏣㊧

ࢆ⌮⟶ࡧㄪᰝし㸪健ᗣᢕᥱཬࢺ࣮࣍ࢥ

㸪Ⓨの⤖ᯝ㸪⮫ᾏ学ᰯ中ࡑ㸬ࡓࡗ⾜

⇕すࡿඣ❺ࡶࡓࢀࡽࡳࡶのの㸪๓ㄪ

ᰝかࡽ正ᖖ᥎⛣すࡓࡗ࠸ࡿഴྥࢆ

♧し࡚ࡓ࠸㸬(pp.51㹼56)（ᢸᙜ部ศᴫ

せ）ᩥᢸᙜ ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪୕村

ᐶ一 

 
㸴）ᗂඣの╧╀・ぬ㓰ࣜ

 ㌟యάື㔞(ϩ)࣒ࢬ

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 3᭶ 大㜰教育大学紀せ➨ϫ部

㛛教育⛉学 60ᕳ 1ྕ 

1ṓかࡽ 3ṓのஙᗂඣの╧╀・ぬ㓰ࣜ

ࢢテࢡ㸪㠀くᆺの࡚࠸ࡘ࣒ࢬ

ࡗ⾜ࢆㄪᰝ࡚ࡗࡼࡇࡿ࠸⏝ࢆࣇࣛ

Ⓨ㐩・ᡂ㛗࠺క㸬加㱋ࡿ研究࡛あࡓ

ࡀ࣒ࢬのࣜぬ㓰ࡽ㸪╧╀か࡚ࡗࡼ

大人ᐃ╔し࡚ࢆࡇࡃ࠸ぢฟし

㸬(pp.215㹼220)（ᢸᙜ部ศᴫせ）ࡓ

ᩥᢸᙜ ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪୕村ᐶ一 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸵）ಶ人య㦂かࡽㄞࡳゎ

 の教師ീ⌮ࡃ

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 3᭶ ‖ᕝ▷ᮇ大学紀せ ➨ 48

ྕ 

ಶ人の教師のయ㦂・⤒㦂ࣞࢺ࣮࣏か

研究ㄽᩥࡓ᥈⣴しࢆ㸪⌮の教師ീࡽ

࡛あࡿ㸬ࢀࡒࢀࡑの教育ᐇ⩦なのಶ

人య㦂ࡸ記㘓ࡀ㸪ࡑのᚋの教師ീ

ㄽࡓ㏣究し࡚࠸ࡘࡉࡁᙳ㡪の大ࡿ࠼

ᩥ࡛あࡿ㸬᪂し࠸教師ㄽ・ಖ育⪅ㄽ・

教職ㄽ㛵すࡿㄽ⪃࡛あࡿ㸬(pp.21㹼

25) 

 

㸶）教育┦ㄯᐇ㊶研究ࢭ

ン࣮ࢱおࡿࡅάື㸸㐣

ཤ 3年間のᐇ㊶のホ౯

ᚋのάື࡚࠸ࡘ 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 3᭶ ‖ᕝ▷ᮇ大学紀せ ➨ 48

ྕ 

‖ᕝ▷ᮇ大学おࠕࡿࡅ教育┦ㄯᐇ㊶

研究ࢭン࣮ࠖࢱのάືの年間ሗ࿌ࢆ⾜

㇟ᑐࢆ⪅㸪ಖ育の中࡛ᐇ㝿ࡑ㸬ࡓࡗ

㸬（ᢸᙜࡓし࡚Ⓩቭし研ಟの講師

部ศᴫせ）研ಟのᢸᙜし࡚研ಟࢆ

ᣦᑟ㸪ྜ 㸬ࡓసᡂしࢆሗ࿌のᴫせ࡚ࡏࢃ

ඹⴭ⪅㸸Ἑ野῟子㸪⸨井ಖ⏨㸪ⱝᔱΎ

人㸪矢野正㸪㎷Ⰻ子(pp.57㹼62) 

 

㸷）ಖ育ᡤおࡿࡅಖ育

ኈの㌟యάື㔞╧╀・

ぬ㓰࣒ࣜࢬ㸸Actigraphか

 ఇ᪥のẚ㍑ᖹ᪥ࡓࡳࡽ

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 8᭶ 大㜰教育大学紀せ➨ϫ部

㛛教育⛉学 60ᕳ 2ྕ 

ಖ育ᡤ࡛ാࡃಖ育ኈࢆᑐ㇟㸪╧╀・

ぬ㓰間ཬࡧ㌟యάື㔞なࢡࢆテ

ᐃし㸪ఇ ᐃ㔞ⓗ࡚࠸⏝ࢆࣇࣛࢢ

᪥ᖹ᪥࡛ẚ㍑ཬ᳨ࡧウしࡓ㸬ࡑの⤖

ᯝ㸪ᖹ᪥の᪉ࡀ㸪άືᩘࡀῶᑡすࡿഴ

࠸ᑡなࡀࡁື㸬ពእࡓࢀࡽࡵㄆࡀྥ

ࡗなࡾ᙮ࡁᾋࡀಖ育⪅のጼࡓࡗ࠸

㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）ᩥᢸᙜ㸬(pp.121ࡓ

㹼126) ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪୕村ᐶ一 

 

㸯㸮）本学学⏕のయຊ

⏕ά⩦័㛵すࡿ研究 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 3᭶ ⓑ㬅ዪ子▷ᮇ大学紀せ 

➨ 7ྕ 

య育⛉ᣦᑟἲのཷ講学⏕のయຊཬࡧ㐠

ື⬟ຊࢆ㸪᪂యຊテスࢆࢺ࡚࠸⏝

ホ౯し㸪ྠᩥ部⛉学┬かࡽฟ࡚࠸

の㛵㐃ᛶの㉁ၥ㡯目ά⩦័な⏕ࡿ

㸬య育ཷ講学⏕のࡓウし㸪ㄽ⪃し᳨ࢆ

⌮ゎ㈨すࡿ目ⓗ࡛ㄪᰝࢆᐇし㸪ࡑ

の⤖ᯝࢆ学⏕ 㑏しࡓ㸬（pp.23㹼32） 

 
㸯㸯）本学学⏕の⚟♴

タᐇ⩦のホ౯ㄢ㢟 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 3᭶ ‖ᕝ▷ᮇ大学紀せ ➨ 49

ྕ 

ඣ❺⚟♴タᐇ⩦のᢸᙜし࡚㸪ಖ

育ᐇ⩦（タ）ࢆᢸᙜし㸪授業ཬࡧ

ᚋの学⏕のンࡸࢺ࣮ࢣᡂ績なの┦

㛵かࡽ㸪ඣ❺⚟♴タ࡛のᐇ⩦ࡸάື

㸬ᚋᣦᑟࡿ研究ㄽᩥ࡛あࡓᣓし⥲ࢆ

かࡣࡽ学⏕の⥲ྜⓗな学ࡧのあࡾ᪉ࡀ

明ࡽかなࡓࡗ㸬本研究の⤖ᯝࡣ㸪

ᚋのタᐇ⩦のᐇᙺ❧࡚ࡀࡇࡿ

 㸬(pp.23㹼26)ࡿࡁ࡛

 

 㸯㸰）ᑠ学 1年⏕のΎᤲ

άືおࡿࡅື知⬟の

ホ౯ 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 3᭶ 大㜰ዪ子▷ᮇ大学紀せ 

➨ 37ྕ 

ᑠ学ᰯ 1年⏕のᤲ㝖άືࡸ特ูάື

お࡚࠸㸪ື知⬟ࡀの࠺ࡼ高ࡿࡲ

かࢆゎ明しࡓ研究ㄽᩥ࡛あࡿ㸬ᢸ任㸪

ᢸ任ࡿࡼᩘ「ࡿࡼືⓗⓒ度の

ᐈほⓗ࡚࠸ࡘࢱ࣮ࢹ㸪1年間の⦪᩿

ⓗ研究ࡾࡼ㸪ඣ❺のື知⬟（ࡇࡇ

㸬ࡓࡗ⾜ࢆᐃ ࡧホ౯ཬࢆ（の知ᛶࢁ

(pp.61㹼68) 

 

 
㸯㸱）子ࢡ࣑ࡶロな

ၥࢆ࠸ᣢࡿࡏࡓయ㦂ⓗά

ື㸸ᑠ学ᰯ 3年♫⛉ࣃࠕ

ンᕤሙのぢ学ࠖࢆ㏻し࡚ 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 8᭶ 西山学ⱌ研究紀せ ➨ 7

ྕ 

ᑠ学ᰯの♫⛉ぢ学ࠕࡿࡼయ㦂ⓗな

学ࠖࡧ㛵すࡿᐇ㊶ⓗ研究࡛あࡿ㸬ල

యⓗࡣ㸪㸱年⏕♫⛉のᆅᇦ・ࣃン

ᕤሙのぢ学ࢆ㏻し࡚㸪ࢡ࣑ロなၥࢆ࠸

ᣢࡿࡁ࡛ࡀࡇࡘか࠺か᳨ࢆウし㸪

ㄽ⪃しࡓ㸬⥲ྜⓗな学⩦の間ࡘࡶ

なࡿࡀయ㦂ⓗな学ࡀࡧ㸪ᑠ学⏕᭷ຠ

࡛あࡀࡇࡿ♧၀ࡓࢀࡉ㸬(pp.51㹼66) 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸯㸲）㞀ᐖඣಖ育特ㄽ㸸

Ⓨ㐩人間学かࡿ࠼⪄ࡽ 

ඹⴭ ᖹᡂ 26年 3᭶ ‖ᕝ▷ᮇ大学紀せ ➨ 50

ྕ 

㞀ᐖඣಖ育特ㄽの授業のෆᐜࡵࡲࢆ

テ࡚࠸お㸬㞀ᐖඣಖ育ࡿㄽᩥ࡛あࡓ

࣮マࢆ㸪Ⓨ㐩人間学かࡿ࠼⪄ࡽし㸪

研究ࢆ࣓ࣗࢪࣞࡓࡗᐤࡕᣢࡀࢀࡒࢀࡑ

ㄽᩥし࡚ࡓࡵࡲ㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）

授業ᢸᙜ⪅し࡚㸪ࡵࡌࡣおࡾࢃ

㸬ࡓࡏࡉᡂࢆࡵࡲᢸᙜし㸪⥲ᣓのࢆ

ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪➟井ᗣᖹ㸪ⱝ松裕太

(pp.51㹼56) 

 㸯㸳）ᑠ学ᰯおࡿࡅ安

な⮫ᾏ学ᰯのᐇ㊶ⓗ研

究:大㜰ᗓ Sᕷおࡿࡅ⮫

ᾏ学⩦のᣦᑟᐇ㊶マࢽ

 ルࣗ

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 3᭶ 大㜰ዪ子▷ᮇ大学紀せ 

➨ 38ྕ 

ᑠ学ᰯおࡿࡅ安な⮫ᾏ学ᰯ㛵す

㸬大㜰ᗓのࡿᐇドⓗ研究࡛あࡿ Sᕷの

⮫ᾏ学⩦マࣗࢽルࢆලయⓗ⤂介

し㸪安な学ᰯ⾜のィ⏬㐠Ⴀ㈨

すࢆࡇࡿ目ⓗしሗ࿌しࡓ㸬安な

⮫ᾏ学ᰯの㐠Ⴀࡣ安マࣗࢽルࡣ

ᚲᦠ࡛あࡾ㸪༴ᶵ⟶⌮ୖࡶ㔜せな学ᰯ

⤒Ⴀ࡛ࡣᚲせな書㢮࡛あࡿ㸬(pp.87㹼

93) 

 㸯㸴）ᗂඣᮇのࡾࢃࡔࡇ

ᡃⓎ㐩ᚰ⮬ࡿ㛵すື⾜

⌮学ⓗ研究（㸯）Ⓨ㐩㞀

ᐖの 3ṓඣ࡚࠸ࡘの

研究 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 3᭶ 大㜰⥲ྜಖ育大学紀せ 

➨ 8ྕ 

博ኈㄽᩥのࡵࡓのᇶ♏ㄽᩥし࡚Ⓨ

㐩・⾜ືの࡚࠸ࡘࡾࢃࡔࡇᇳ➹しࡓ㸬

ᗂඣᮇのⓎ㐩㞀ᐖඣのࡾࢃࡔࡇ⾜ື

㸬研ࡓウし᳨㸪⮬ᡃⓎ㐩ᚰ⌮学ⓗࢆ

究ののほᐹࡣ 3ṓかࡽ 5ṓඣ

ศヲ⣽ࢆの記㘓ࡑ㸪ࡾあ࡛࡚ࡅか

ᯒし㸪ㄽ⪃しࡓ㸬(pp.193㹼208) 

 㸯㸵）ᗂ⛶ᅬ教育ᐇ⩦

㛵すࡿ学⏕のពḧ⌧≧

 研究ࡿ㛵す

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 3᭶ 西山学ⱌ研究紀せ ➨ 9

ྕ 

ᗂ⛶ᅬ教育ᐇ⩦の๓ᚋお࡚࠸㸪学⏕

ㄪᰝࢺ࣮ࢣンの≦⌧のពḧࡧ学

の⤖ᯝ㸪๓・ᚋᣦࡑ㸬ࡓᐇしࢆ

ᑟཬࡧᐇ⩦おࡿࡅ学⏕のㄢ㢟ࡸᡞᝨ

㸬ᚋのᗂ⛶ᅬࡓࡗなࡾ᙮ࡁᾋࡀ࠸

⏕ᐇࡧ教育ᐇ⩦の㐠Ⴀཬࡿࡅお

かすࡇの࡛ࡿࡁ知ぢࢆᚓࡓ㸬(pp.1

㹼8) 

 㸯㸶）⪷ࣚ࣎・ࢿࣁスࢥ

࣎・ンࢻண㜵教育ἲ㸸

スࢥの教育ࢆ知ࡿ 

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 2᭶ 人ᩥ⛉学ㄽ㞟（ྡྂᒇ⤒῭

大学） ➨ 95ྕ 

年㸪2015年ࡣ教育⪅ࢻン・࣎スࢥの

⏕ㄌ 200࿘年のお⚃࠸の年࡛あࡿ㸬ྛ

ᆅ࡛ࡑのຌ績ᑐし࡚⚃࠸の㞟ࡀ࠸㛤

ദࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸬本ㄽ࡛ᢅࢻ࠺ン・࣎ス

ண㜵教育ἲࠕ㸪ࡣの教育ᡭἲࢥ 㞟⣙ࠖ

ࢩࢵ࣑・ࢡࢵࣜࢺ㸪カࡣ⪅➹㸬ࡿࢀࡉ

ࣙン・ス࣮ࢡル࡛ึ➼教育ࢆし࡚ࡓ࠸

ࡗࢃᦠのண㜵教育ἲࡇ㸪ࡾあࡀࡇ

ࡧṔ史ཬࡸ㸬教育の⌮ᛕࡿあࡀ㦂⤒ࡓ

ᛮ࡚࠸ࡘㄽ⪃し㸪子ࢆࡶ正しࡃ

教࠼ᑟࡃ教育᪉ἲࡣ⌧ᅾ࡛ࡣ㸪ୡ⏺ྛ

ᆅ࡛広࡚ࢀࡽࡵおࡾ㸪本研究ࡣ┦ᙜ

ὀ目್すࡶࡿの࡛あࡿ.(pp.51㹼56) 

㸯㸷）⪷ࣚ࣎・ࢿࣁスࢥ

ࢻண㜵教育ἲ（ϩ）㸸

ン・࣎スࢥのᚰ࡛教育ࢆ 

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 3᭶ 人ᩥ⛉学ㄽ㞟（ྡྂᒇ⤒῭

大学） ➨ 96ྕ 

᪥本の教育ㄢ⛬の中ࢻン・࣎スࢥの

教育ᐇ㊶࠸ࡀか⨨࡙ࡿࢀࡽࡅの

か㸪教育原⌮おࡧࡼ教育᪉ἲかࡽのㄢ

㢟のᢳฟࡓࡗ⾜ࢆ㸬ලయⓗࡣ㸪2014

年度の Aᑠ学ᰯの学ᰯయの教育目ᶆ

の┬ᮦᩱ・㈨ᩱࢆᇶ⤖ᯝࢆ記㏙し㸪

⌧㸬㏆年の学ᰯࡓ࠼加ࢆのୖ࡛⪃ᐹࡑ

ሙのၥ㢟㸪特学ᰯ教育のㅖㄢ㢟㸪研

究授業㸪⏕άᣦᑟ➼᳨࡚࠸ࡘウࢆ⾜

の教育ࡑ㸬ㄽᩥの中࡛ࡿの࡛あࡶࡓࡗ

の原⌮ࢆ㏣究し࡚ࡿ࠸㸬(pp.63㹼69) 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸰㸮）ᑠ学ᰯおࡿࡅⓎ

㐩㞀ᐖࡀࡿࢀࢃඣ❺

ᑐすࡿ⾜ືㄽⓗࣉロ࣮

チ㸸ࢡ࣮ࢺン・エ࣑ࣀࢥ

࣮ἲࡓ࠸⏝ࢆ㐃⤡ᖒのヨ

 ࡳ

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 3᭶ 教育ಖ育研究紀せ（ྡྂᒇ

⤒῭大学） ➨ 3ྕ 

本研究ࡣ㸪㏻ᖖの学⣭ᅾ⡠し㸪学⩦

㐺ᛂ≧ែࢆ࿊すࡿᑠ学ᰯ㸱年⏕⏨子

㸯ྡᑐし࡚㸪ࢡ࣮ࢺン・エ࣮࣑ࣀࢥ

ἲࡿࡼ特ูな㐃⤡ᖒࢆ⏝し㸪ࡑの

学⩦おࡧࡼ㐺ᛂおࡿࡅຠᯝ᳨ࢆウし

㸱学ࡽ㸰学ᮇかࡣの⤖ᯝ㸪⏨ඣࡑ㸬ࡓ

ᮇか࡚ࡅ目ᶆの㐩ᡂࡏࡳࢆ㸪ᚎࠎ

⮬ಙ࠺ࡼࡘࡶࢆなࡾ㸪ᙜヱ学⣭の

学⩦なの㐺ᛂ⬟ྍࡶなࡓࡗ㸬しࡓ

⏝ࢆἲ࣮࣑ࣀࢥン・エࢡ࣮ࢺ㸪࡚ࡗࡀ

ࢆኚᐜ・ᨵ善ື⾜ࡿࡼ㐃⤡ᖒࡓ࠸

ᅗしࡓඣ❺ᑐすࡿᨭの本研究の目

ⓗࡣ㸪┦ᙜ⛬度฿㐩࡛ࡶࡓࡁの᥎

ᐹࡿࢀࡉ㸬人間㛵ಀのᵓ⠏᭷ຠなᨭ

ࡶࡓࡗ⾜ࢆの࡛あࡿ♧၀ࡓࢀࡉ㸬

(pp.43㹼50) 

 

 㸰㸯）ᚋの教ဨ㣴ᡂ

⪄ࡿ㛵す教育ャࣜ࢟

ᐹ㸸㐍㊰ᣦᑟのṔ史⌧

 ࡚࠼ࡲࡩࢆ≦

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 1᭶ 教職ᨭᐊሗ（ྡྂᒇ⤒῭

大学）➨ 1ᕳ➨ 1ྕ 

㏆年㸪௦のせㄳあ࡚ࡏࢃ教ဨ㣴ᡂ

のᅾࡾ᪉ࡀ大ࡃࡁኚし࡚ࡿ࠸㸬高㱋

の࣋テࣛン教ဨࡀ退職し࡚ࡃ࠸一᪉

࡛㸪᪂つの大㔞᥇⏝௦ࢆ㏄࡚࠼㸪ⱝ

ᡭ教ဨの育ᡂࡀ⌧ሙ࡛ࡣᛴົ࡛あࡿ㸬

ࡸಖ育ࡃなࡣ࡛ࡅࡔ㸪教育⌧ሙࡣࢀࡇ

ᗂඣ教育おྠࡶ࡚࠸ᵝ࡛あࡿ㸬本研

究ࡣ㸪ᚋの教ဨ㣴ᡂ࡚࠸ࡘのືྥ

ࡓ㸪᪂ࡓࡲ㸬ࡿの࡛あࡶࡓࡵࡲࢆ

教職ㄢ⛬のあࡿ大学࡛ࡣ㸪࢟ャࣜ教

育ࡸ㐍㊰ᣦᑟのほⅬかࡽの学ᰯ教育の

㉁ⓗ㌿ࡉࡲࡶᅗ࠺ࡼࢀࡽし࡚࠸

㐍㊰ᣦᑟのṔ史㸪ࡣ㸬本ㄽ࡛ࡿ

⌧≧㸪ᚋのᒎ㛤࡚࠸ࡘ⪃ᐹしࡓ㸬

ࢥ⛬教職ㄢࡸ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿࡚ࡗࡼ

カ࣒ࣜࣛࣗ࢟なἢࡓࡗ᪂ࡓな教ဨ

㣴ᡂࡶ࠺࠸のࡀồ࠺ࡼࢀࡽࡵ㸬

(pp.13㹼24) 

 

 㸰㸰）♫ぢ学ࢆ㍈し

ྜ⥲・⛉♫ࡿయឤすࡓ

ⓗな学⩦の間の⪃究㸸

ၟᗑ⾤の♫ぢ学教育

ᐇ㊶ࢆࡾ㏉࡚ࡗ 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 1᭶ 教職ᨭᐊሗ（ྡྂᒇ⤒῭

大学）➨ 1ᕳ➨ 1ྕ 

本研究の目ⓗࡣ㸪♫ぢ学ࢆ中ᚰし

㛵ᚰࡸ㸪ඣ❺の⯆ࡾࡼ学⩦ᒎ㛤ࡓ

⛉・⥲ྜⓗな♫ࡿࡁ㸪యឤ࡛ࡵ高ࢆ

学⩦の間のᅾࡾ᪉ࢆ⪃究す࡛ࡇࡿ

あࡿ㸬本研究࡛ࡣ㸪子ࡶの⯆・㛵

ᚰࢆ高ࡿࡵ教ᮦ研究ࢆ㐍ࡿࡵ中࡛㸪᪉

ἲし࡚༢元ࡅࡔࡿࡁ࡛య㦂学⩦ࡸ

యⓗな学ࡧのάືࡾྲྀࢆධࡇࡿࢀ

ぢ学♫ࠕ目ᣦし㸪ࢆ 学⩦の中ᚰࠖࢆ

⨨࡙ࡅ㸪ᖖయឤ࡛ࡿࡁㄢ㢟タᐃࢆ

㐍ࡵ㸪యⓗ・ᑐヰⓗ࡛῝࠸学ࡸࡧ学

๓学.1ࠕの⤖ᯝ㸪ࡑ㸬ࡔࢇ⤌ࡾྲྀ⩦

⩦ ᙜ᪥のぢ学.2ࠕࠖ 㺀ࠖ3.ᚋ学⩦㺁࠸

㸪♫ぢ学ࡓ࠸⏝ࢆᅇの学⩦ᒎ㛤࠺

⛉・⥲ྜⓗ♫ࡿయឤすࡓし中ᚰࢆ

な᥈究の学⩦の間ࡣ㸪子ࡕࡓࡶの

学⩦᭷ຠ࡛あࡀࡇࡿ♧၀ࡿࢀࡉ㸬

(pp.73㹼82) 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸰㸱）ᑠ学ᰯおࡿࡅ BLS

教育の᭷ຠᛶ㛵す᳨ࡿ

ウ:㐨ᚨⓗࣉロ࣮チ

 ㊶教育ᐇࡿࡼ

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 1᭶ 教職ᨭᐊሗ（ྡྂᒇ⤒῭

大学）➨ 1ᕳ➨ 1ྕ 

本研究の目ⓗࡣ㸪ᑠ学⏕ࢆᑐ㇟ BLS

教育ࢆ▷間かࡘຠᯝⓗ࠺⾜授業᪉

ἲのᒎ㛤のᐇ㊶ࢆす࡛ࡇࡿあࡿ㸬BLS

教育ࡓࡅཷࢆඣ❺の࠺ࡼな教育ⓗ

ຠᯝࡀあࡿのか㸪࠺ࡓࡲᛮ⪃ࡀኚ

しࡓのかࢆㄪᰝお᳨ࡧࡼウすࡇࡿ

࡛㸪ᨵ࡚ࡵ学ᰯ⌧ሙおࡿࡅ BLS教育

のᚲせᛶࢆ♧し㸪ᬑཬᣑ大の一ຓし

㸪2016年ࡣ㸬本研究ࡓ 3᭶山┴ෆ

の Aᑠ学ᰯ࡛ᐇしࡓ㸬ᙜ᪥のࣉロࢢ

㸪ᑠ学ࡣ࣒ࣛ 6年⏕のඣ❺ 56ྡ 90

ศの授業ࡓࡗ⾜ࢆ㸬ࡎࡲ㸪1㐌間๓

๓ンࢺ࣮ࢣㄪᰝ࠸⾜ࢆ㸪ࡓࡲ授業

ᚋンࢺ࣮ࢣㄪᰝࢆし㸪授業ᐇ㊶ࢆ

ロ࣮ࣉの⤖ᯝ㸪㐨ᚨⓗなࡑ㸬ࡓ࠼⤊

チࡸᣦᑟのᐇ㊶࡚ࡗࡼ子ࡕࡓࡶの

の㔜せᛶࡸᩆᛴᩆᑐすࡿព㆑の

㸪ᑠ学࡚ࡗࡀࡓ㸬しࡓࢀࡽࡵㄆࡀୖྥ

ࡓし㇟ᑐࢆ⏕ BLS教育ࢆಖ健య育の

授業ࡣ࡚ࡗࡼ༑ศᣦᑟྍ⬟࡛あࡇࡿ

㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）研究ࡓࢀࡉㄆ☜ࡀ

のࢨࢹンཬࡧ⪃ᐹࢆᢸᙜしࡓ㸬

(pp.37㹼44)ඹⴭ⪅㸸吉井ⱥ博㸪矢野正 

 

㸰㸲）⥲ྜⓗな学⩦の

間ⱥㄒάືの教育ᐇ㊶

研究㸸⥲ྜⓗなࡿ㛵す

学⩦の間ⱥㄒάືの

㐃ᦠ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 1᭶ 教職ᨭᐊሗ（ྡྂᒇ⤒῭

大学）➨ 1ᕳ➨ 1ྕ 

ᖹᡂ 29年࿌♧のᑠ学ᰯ学⩦ᣦᑟせ

㡿お࡚࠸ᑠ学ᰯ中学年እᅜㄒάື

ᑟධࡀ⛉እᅜㄒࡣ㸪ᑠ学ᰯ高学年ࡀ

ᑠ学ᰯ高学年のⱥࡣ㸬⛣⾜ᮇࡓࢀࡉ

ㄒάືのᩘࡀ 15間ቑ加し㸪教育⌧

ሙ࡛ࡑࡣのቑࡓ࠼ᩘࢆの࠺ࡼ⏕

⩦㸬学ࡿႚ⥭のㄢ㢟࡛あࡀฟすのかࡳ

ᣦᑟせ㡿の⛣⾜ᥐ⨨ࡾࡼ㸪⥲ྜⓗな

学⩦の間ࢆ 15間๐ῶし࡚㸪እᅜㄒ

άື࡚ࡀࡇࡿㄆࡿࢀࡽࡵከࡃ

のᑠ学ᰯ࡛⥲ྜ学⩦ࢆ 15間๐ῶし

࡚ⱥㄒάືあ࡚ࡀࡁືࡿ㉳ࡓࡁ㸬大

㜰ᗓ Sᕷࡶ࡚࠸⥲ྜⓗな学⩦の

間ࢆ๐ῶし㸪ቑ加しࡓⱥㄒάື࡚

㸪ࡣのࡿࢀࡉ㸬ᠱᛕࡓࢀࡉỴᐃࡀࡇࡿ

授業間ࢆ๐ῶࡿࢀࡉ⥲ྜⓗな学⩦の

間の㉁のపୗ࡛あࡿ㸬ⱥㄒάື㐃

ᦠす࡛ࡇࡿ㸪⥲ྜࡶⱥㄒάືࡶᐇ

すࡀࡇࡿ大ษ࡛あ࠼⪄ࡿ㸪ⱥㄒ

⥲ྜ学⩦のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟ཬࡧᣦᑟࢆ

సᡂすࡇࡿし㸪Sᕷ❧ Aᑠ学ᰯの

ࢆ⤂介しࡓ㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）研究

のࢨࢹンཬࡧ⪃ᐹ部ศࢆᢸᙜしࡓ㸬

(pp.83㹼94)ඹⴭ⪅㸸ᐑ๓᱇子㸪矢野正 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸰㸳）⪷ࣚ࣎・ࢿࣁスࢥ

ண㜵教育ἲ（Ϫ）㸸1年

間の教育ᐇ㊶のࡾ㏉ࡾ

かࡽ 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 3᭶ 人ᩥ⛉学ㄽ㞟（ྡྂᒇ⤒῭

大学） ➨ 97ྕ 

㸪ୡ⏺中ࡣのண㜵教育ἲࢥス࣎・ンࢻ

研究ࡾࡲのの㸪あࡶࡿ࠸ࡣᾐ㏱し࡚

の✚ࡀከࡣ࠸ゝ࠼な࠺࠸࠸ഃ㠃

⩏本研究のពࡇࡑ㸬ࡿࢀࡽࡵㄆࡀ

ᚲせᛶࡀあࡿ㸬し࡚ࡗࡀࡓ㸪本研究࡛

の学ᰯࢥス࣎・ࢿࣁࣚ⪷㸪1年間のࡣ

のᑠ学ᰯ 2年⏕の学⣭⤒Ⴀの⪃ᐹ

┬おࡿࡅ教育ᐇ㊶ࢆ㸪ࡾ㏉࡚ࡗ

ᩚ⌮し㸪ࡵࡲなおす࡛ࡇ㸪ࡑの教

育ἲの教育の᪉ἲࢆලయⓗホ౯おࡼ

㸪ࡣ㊶㸬本ᐇࡓしࡇࡿࡳウし᳨࡚ࡧ

2014年度㛵西ᅪの⚾❧ Aᑠ学ᰯ࡛ᐇ

しࡶࡓの࡛あࡾ㸪ࢻン・࣎スࢥのண

㜵教育ἲࢆすすࡿࡵ学ᰯの教育原⌮ࡸ

学⣭㐠Ⴀ・⤒Ⴀの⌮ᛕࢆල⌧しࡶࡓ

の࡛あࡿ㸬(pp.41㹼51) 

 

 
㸰㸴）⚟♴タᐇ⩦の

๓ᚋᣦᑟ㛵すࡿ一⪃

ᐹ㸸学⏕ࡿࡼ学ࡧの記

㏙ෆᐜかࡽの᳨ウ 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 11

᭶ 

人間教育（ዉⰋ学ᅬ大学）

➨ 1ᕳ➨ 9ྕ 

ಖ育ᐇ⩦ᣦᑟϨのタᐇ⩦の๓・

ᚋᣦᑟのᅾࡾ᪉ࢆ⪃究しࡓᐇ㊶記㘓ㄽ

ᩥおࡧࡼ㈨ᩱ࡛あࠋࡿಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬

学⏕の๓ㄢ㢟・ࣞࡸࢺ࣮࣏ඣ❺⚟♴

タᐇ⩦ᚋの⪃ᐹかࠊࡽᚋのᣦᑟ

ලయⓗなᚋのࠋࡓᚓࢆ၀♧ࡿࡀなࡘ

ಖ育ᐇ⩦ᣦᑟᙺ❧ࡘ㈨ᩱなࠋࡓࡗ

ಖ育ኈ㈨᱁（ಖ育ࡓ࠼ぢᤣࢆᚋࡓࡲ

ᡤ・タ）のᅾࡾ᪉ࡶ㗦ࡃゝཬࠊᥦ

ゝࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ(pp.289㹼297) 

 

 㸰㸵）子ࡶロࣔࢥのண

㜵㛵すࡿ教育ᐇ㊶研究

（Ϩ）㸸ᑠ学 5年⏕ 1年間

のᐇ㊶ࢆࡾ㏉࡚ࡗ 

ඹⴭ 令和元年 9᭶ ዉⰋ学ᅬ大学紀せ ➨ 11

㞟 

本研究の目ᶆࡣ㸪ロࣔࢥண㜵య᧯ࢆ㏻

し࡚㸪ࢆࡀࡅし࠸ࡃయࡿࡃࡘࢆ㸬ࡅ

ࡀࡀࡅ㸪ࡕࡶࢆの㛵ᚰ࡚࠸ࡘண㜵ࡀ

ῶᑡしࡓឤࡌ㸪ロࣔࢥண㜵య᧯㐍

かすືࢆ㸬㌟యࡿす࠺ࡶ⤌ࡾྲྀ࡛ࢇ

ᴦしࡉ㸪Ẽᣢࢆࡉࡼࡕ知ࡾ㸪⮬ࡽ㐠ື

のࡀࡅし࡚㸬⤖ᯝࡿす࠺ࡶぶし

Ⓨ⏕㢖度ࡣῶᑡし㸪健ᗣなయ࡙ࡾࡃ

㈉⊩すࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ㸬ඹⴭ⪅㸸㕥木

ఙஓ・矢野正(pp.85㹼98) 

 
㸰㸶）ࠕ教育ㄢ⛬ࠖࠕ

యⓗなィ⏬࡚ࠖ࠸ࡘの

一⪃ᐹ㸸ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿㸪

ಖ育ᡤಖ育ᣦ㔪㸪ᗂಖ㐃

ᦠᆺㄆᐃࡶࡇᅬ教育・

ಖ育せ㡿かࡽ  

ඹⴭ 令和元年 9᭶ 人間教育（ዉⰋ学ᅬ大学）

➨ 2ᕳ➨ 9ྕ 

2017（ᖹᡂ 29）年のᨵᐃ࡛ࡣ㸪ಖ育ᡤ

ಖ育ᣦ㔪お࡚࠸㸪ࠕಖ育のィ⏬ ࠸ࠖ

⛬ಖ育ㄢࠕ㸪࡛ࡲࡲのࡑࡣゝᩥ࠺ ࠸ࠖ

ࠕࡣࠖ⛬ಖ育ㄢࠕ㸪ࡾなࡃなࡣゝᩥ࠺

యⓗなィ⏬ࠖᨵࡓࢀࡽࡵ㸬ྠࢀࡑ

㸪ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿のࠕ教育ㄢ⛬ࠖ

のࠕࢁࡇయⓗなィ⏬ࠖᩥ࠺࠸

ゝࡀ᪂ࡓࡅ加ࡇࡿࢃなࡓࡗ㸬

し࡚ಖ育ᡤಖ育ᣦ㔪㸪ᗂ⛶ᅬ教育せࡑ

㡿㸪ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡶࡇᅬ教育・ಖ

育せ㡿のࢀࡎ࠸おࠕࡶ࡚࠸యⓗな

ィ⏬ࠖ࠺࠸ඹ㏻しᩥࡓゝࡀᏑᅾすࡿ

㸬㸳ṓඣಟࡿの࡛あࡓࡗなࡇ

明記࡚すࡀጼ࠸し࡚ࡗ育࡛ࡲ

ᚲせࡀ࣒ࣛࣗ࢟ロ࣮チカࣜࣉ㸪ࢀࡉ

ࢡ年㛗ඣの࡚ࡵࡏ㸪ࡿ࠸࡚ࢀࡉ

ࣛスおࡿࡅᑵ学๓の 1年間ࡣ㸪ಖ育

ᡤᗂ⛶ᅬࡀඹࠕ教育ㄢ⛬᳨ࠖࢆウ

し࡚⾜ࡀࡇࡃᚲせなࡿࡃ࡚ࡗの࡛

か㸬 ඹⴭ⪅㸸中田章子㸪࠺ࢁࡔ࠸なࡣ

高岡昌子㸪矢野正㸪加奥満紀子（pp.221

㹼229） 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸰㸷）ಖ育⪅のᙺ㈐

 一⪃ᐹࡿ㛵すົ

ඹⴭ 令和元年 12᭶ 人間教育（ዉⰋ学ᅬ大学）

➨ 2ᕳ➨ 11ྕ 

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬おࠕࡿࡅಖ育⪅ㄽࠖ

のෆᐜࢆ⥙⨶し㸪ಖ育⪅のᙺ㈐ົ

㸬子ࡿ研究ㄽᩥ࡛あࡓࡵࡲ࡚࠸ࡘ

ル࡛あࢼࣙࢩࢵ࢙ࣇロࣉࡿ㛵すࡶ

㸪ලయⓗ࡚࠸ࡘಖ育ኈのᑓ㛛ᛶࡿ

ࡿ育࡚かࡸ健ࢆࡶ㸬子ࡓゎㄝしࠕ

ᨭࢆ⪅ಖㆤࡿ࠸し࡚ࢆ㸪子育࡚ࡇ

すࡀࡇࡿ㔜せ࡛あࡿ㸬ಖ育ኈ⌮

⥘㡿ࡶ࡚࠸ࡘゝཬしࡓ㸬（ᢸᙜ部ศᴫ

せ）ᩥᢸᙜ ඹⴭ⪅㸸๓田⥤子・矢

野正（pp.269㹼276） 

 
㸱㸮）ඛᑟⓗなஙᗂඣ教

育のᐇ㊶㛵すࡿ一⪃

ᐹ㸸ඛ㥑ⓗなᗂ⛶ᅬࡸಖ

育ᡤのどᐹࢆ㏻し࡚ 

ඹⴭ 令和元年 12᭶ 人間教育（ዉⰋ学ᅬ大学）

➨ 2ᕳ➨ 11ྕ 

ಖ育⏺のඛᑟࡃ⾜ࢆᅬࢆゼၥし㸪ࡾࡼ

ㄽᩥ࡛あࡓ究し⪄ࢆ᪉ࡾಖ育のᅾ࠸ࡼ

ᗂಖの㸬2017年ࡿ 3ἲ令のᨵゞཷࢆ

ࡀࡾࢃኚࡽఱࡣ㸪ಖ育のᣦᑟἲࡶ࡚ࡅ

なࢆࡇ࠸㏣究しࡓ㸬子ࡶの㐟ࡸࡧ

⏕ά࠺࠸ 2本ᰕ࡛ᣦᑟἲ᳨ࢆウし࡚

ࢀࡉ၀♧ࡀࡇࡿᚲせ࡛あࡀࡇࡃ࠸

㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）ᩥᢸᙜ ඹⴭࡓ

⪅㸸矢野正・๓田⥤子（pp.285㹼290） 

 
㸱㸯）Ⓨ㐩㐜ࡽࡳࡀࢀ

ࡿࢀ 1ṓඣࣛࢡス Aඣの

研究㸸ẕ子のឡ╔㛵

ಀ╔目し࡚ 

ඹⴭ 令和元年 12᭶ 人間教育（ዉⰋ学ᅬ大学）

➨ 2ᕳ➨ 11ྕ 

1ṓ 4か᭶࡛ධᡤし࡚ࡓࡁ Aඣ࠸ࡘ

࡚㸪Ⓨ㐩ᨭのほⅬか᳨ࡽウࡓࡗ⾜ࢆ

ࡾのឡ╔㛵ಀస⪅㸬ಖ育ࡿの࡛あࡶ

かࡽጞࡵ㸪㐠ືⓎ㐩ಁࢆす㛵ࡾࢃ㸪ಖ

ㆤ⪅ᨭ㸪㛵ಀᶵ㛵の㐃ᦠなࢆス

࣮ࣔルステ࡛ࣉࢵィ⏬しಖ育ࡗ⾜ࢆ

のⓎ㐩ࡶ子ࡀㄒ⏝ࡿ㸬ឡのあࡓ

ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆཬࡰすࡀࡇ♧၀ࡓࢀࡉ

࡛あࡿ㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）⪃ᐹᢸᙜ 

ඹⴭ⪅㸸๓田⥤子・矢野正（pp.291㹼

296） 

 
㸱㸰）ࠕẼなࡿ子ࠖࡶ

のゝⴥ人間㛵ಀのᣦᑟ

ἲ㸸特ูᨭಖ育のᐇ

 ࡚ࡅྥ

༢ⴭ 令和元年 12᭶ 人間教育（ዉⰋ学ᅬ大学）

➨ 2ᕳ➨ 11ྕ 

ி㒔ᕷ八ᖭᕷ教育ጤဨᗂ⛶ᅬ部࡛

の講₇ࡓࡵࡲࢆ講₇㘓࡛あࡿ㸬㡿ᇦ

人間㛵ಀゝⴥのᣦᑟἲ࡚࠸ࡘ⌧ሙ

のඛ⏕᪉講₇ࡓࡗ⾜ࢆ㸬(pp.297㹼

301) 

 

㸱㸱）ᑠ学ᰯおࡿࡅ学

ᰯ⾜ࠕ⮫ᾏ学ᰯࠖのᣦ

ᑟ㛵すࡿ研究㸸⏕ᚐᣦ

ᑟ特ูάືの㛵㐃かࡽ 

༢ⴭ 令和 2年 2᭶ 教職ㄢ⛬年ሗ（ྠᚿ♫ዪ子

大学）➨ 3ྕ 

⮫ᾏ学ᰯࡸ㐲Ὃࡓࡗ࠸教育άືࡇࡀ

ࢆ研究࠺ࡼࡿࢀࡉなάⓎࡶࡽかࢀ

⾜学ᰯࡿあࡘࡘࢀࡉ㸬㏆年ᩗ㐲ࡓࡗ⾜

࡚࠸ࡘ⪃しࡶࡓの࡛あࡿ.⮫ᾏ

学ᰯ⏕ᚐᣦᑟの㛵㐃のᩚ⌮ࢆヨࡳ

 㸬(pp.69㹼77)ࡿの࡛あࡶࡓ

 

㸱㸲）⪷ࣚ࣎・ࢿࣁスࢥ

ண㜵教育ἲ(ϫ)㸸学⣭

ᢸ任し࡚の 1年間の学

⣭⤒Ⴀの┬かࡽ 

༢ⴭ 令和 2年 2᭶ 教職ㄢ⛬年ሗ（ྠᚿ♫ዪ子

大学）➨ 3ྕ 

本研究ࡣ㸪教育の原⌮ࢆ㏣究すࡵࡓࡿ㸪

Aᑠ学ᰯ࡛の 1年間の学⣭⤒Ⴀࢆ┬

㸬研究のࡿの࡛あࡶࡓࡵࡲࢆኚ㑄

᪉ἲし࡚㸪ձ学⣭㞟ᅋの⤒Ⴀᕤ夫㸪

ղ学⣭⎔ቃの⤒Ⴀᕤ夫㸪ճྖ∾ᣦᑟ㸪

学⩦ᣦᑟ㸪յ⏕άᣦᑟ・⏕ᚐᣦᑟ㸪ߊ

նᐙᗞの㐃ᦠࢀࡒࢀࡑࢆศᯒしࡓ㸬

ඣ❺の⏕άᣦࡧの⤖ᯝ㸪学⣭⤒Ⴀཬࡑ

ᑟࡀ 1年間࡚ࡗࡓࢃⰋዲ᥎⛣しࡓ

ࣙࢩࢵ࣑・ࢡࢵࣜࢺ㸪カࢀࢃ❚ࡀࡇ

ン・ス࣮ࢡルの特Ⰽࡃࡼࡀㄆࡓࢀࡽࡵ㸬

(pp.89㹼103) 

人間－182



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸱㸳）子ࡶロࣔࢥのண

㜵㛵すࡿ教育ᐇ㊶研究

（ϩ）㸸㸲年間のࢺ࣮࣍ࢥ

研究年度のẚ㍑か

 ࡽ

ඹⴭ 令和 2年 3᭶ ዉⰋ学ᅬ大学紀せ ➨ 12

㞟 

ᅇࡣ㸪ᘬࡁ⥆ࡁ研究ࢆ⥅⥆・ሗ࿌し

┴㸬Aࡓ Bᕷのබ❧ Cᑠ学ᰯ➨㸲学年

33 （ྡ⏨子 19ྡ㸪ዪ子 ᑐし㸪（14ྡ

㸯年間ࡾࡓࢃ㸪ࠕᮅのࠖࠕయ育の

授業 㸬ࡓᐇ㊶しࢆ᧯ண㜵యࣔࢥロࠖ

ẖ᪥ᐟࡽ㸯年⏕かࡣの学年ࡇ㸪ࡓࡲ

㢟し࡚㸪ᐙᗞ࡛ࡶロࣔࢥண㜵య᧯ࢆ

ᐇ㊶し࡚ࡿ࠸㸬2015年㸲᭶㹼2019年㸱

᭶（㸲年間の▷ᮇ⦪᩿ࢺ࣮࣮࣍ࢥ研究）

ࡀࡅスูࣛࢡ㸪ࡣ࡛㊶教育ᐇࡓࡗ⾜

人ᩘࡣࣛࢡスẚࡿᅽಽⓗᑡ

なࡀࡇ࠸明ࡽかなࡓࡗ㸬ࡼࢀࡇ

᧯యࣔࢥロࡿ࠸࡚ࡗ⾜㸪ẖ᪥ᐙᗞ࡛ࡾ

ࡿࡏࢃྜࡳ⤌ࢆ㊶㸪学ᰯ࡛のᐇ࠼加

ࡾࡼࡀのⓎ⏕㢖度ࡀࡅ㸪࡚ࡗࡼࡇ

ῶࡶࡓࡗの᥎ᐹࡿࢀࡉ㸬（ᢸᙜ部ศᴫ

せ）⪃ᐹᰯ正ࢆᢸᙜ ඹⴭ⪅㸸㕥木

ఙஓ・矢野正(pp.39-50) 

     （➼⾲の㸸学Ⓨࡑ）

㸯）ᑠ学ᰯおࡿࡅ⮫ᾏ

学ᰯのಖ健⟶⌮ 

༢ⴭ ᖹᡂ 22年 6᭶ ᪥本野እ教育学➨ 13ᅇ

大 

本研究࡛ࡣ,ᑠ学ᰯおࡿࡅ⮫ᾏ学ᰯ

のಖ健ᐊのᙺ࡚࠸ࡘ⪃ᐹᩚ⌮し┤

し,㛗ᮇ࡚ࡗࡓࢃᐟἩࢆక࠺య㦂ⓗ

なάືࡸ⮫ᾏ学ᰯなの㐠Ⴀཬࡧಖ健

ࢆࡇࡿᚓࢆᇶ♏ⓗ㈨ᩱࡘ❧ᙺ⌮⟶

目ⓗしࡓ㸬⮫ᾏ学ᰯ࡛ࡣಖ健ᐊࡀಖ

健⟶⌮の中ᚰし࡚⨨࡙ࡿࢀࡽࡅ

ࡿࡀ⧄ඣ❺యのಖ健教育,ࡶ

ྍ⬟ᛶࡀあࡿ㸬5Ἡ 6᪥の⮫ᾏ学ᰯ࡛

♧ࢆഴྥࡿ࠼ቑ࡚ࡗ㏣ࢆ᪥ࡣࡀࡅ,ࡣ

し,Ⓨ⇕࡛ࡣከ࠸ 3᪥目(中┙)㔜Ⅼ

㸬ࡿ㔜せ࡛あࡀ⌮⟶ಖ健ࡓ࠸おࢆ

(pp.46㹼47) 

 
㸰）ᑠ学ᰯおࡿࡅ⮫ᾏ

学ᰯの健ᗣ⟶⌮㸸高学年

ඣ❺のయ ኚື╔目し

࡚ 

ඹⴭ ᖹᡂ 22年 8᭶ 教育་学 ➨ 56ᕳ➨ 1ྕ 本研究࡛ࡣ㸪⮫ᾏ学ᰯ中の㉳ᗋኤ

᪉のඣ❺のయ  ᐃおࡧࡼẖ᪥の⏕ά

ㄪᰝࢆᐇしࡓ㸬ࡑの⤖ᯝ㸪ඣ❺య

のᐇ⩦中のᖹ均య ࡣᖹᖖẚୖ࡚

あࡀᕪࡣయ ኚືࡓࡲ㸬ࡓし♧ࢆ᪼

ࡓࡗከかࡶ᭱ࡀ❺ඣࡓయ ୖ᪼しࡾ

 యࡸ❺ඣࡓࡗなかࢀࡽ㸪ኚのぢࡀ

᪥ࡓࡲ㸬ࡓࢀࡽࡵㄆࡶ❺ඣࡓపୗしࡀ

ෆࣜࡀ࣒ࢬᾘኻしࡓ㸪పయ ୖࡀ

᪼しᨵ善しࡓࡶぢࢀࡽ㸪ඛ⾜研究

ྠᵝ⮫ᾏ学ᰯࡣඣ❺のᚰ㌟ᙉࡃᙳ

㡪ࢆཬࡰすࡀࡇ♧၀ࡓࢀࡉ㸬（ᢸᙜ部

ศᴫせ）ᩥᢸᙜ ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪

୕村ᐶ一(pp.89) 

 

 㸱）ᑠ学ᰯప学年おࡅ

ᖹ௬ྡ書Ꮠ⬟ຊの⩦ᚓࡿ

ᮇの᳨ウ 

༢ⴭ ᖹᡂ 22年 9᭶ ᪥本教育ᚰ⌮学➨ 52ᅇ

大⥲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

本研究࡛ࡣ㸪2年間のࢺ࣮࣮࣍ࢥ研究

༢ㄒ⫈ㄢࠕンし㸪ᖹ௬ྡのࢨࢹࢆ

㢟ࠖࢆᑠ学 1年⏕ᐇし㸪ྠࡌඣ

㇟ᑐࢆ❺ 2年⏕࡛ࡶᐇし㸪ࡑの書

Ꮠ⬟ຊ(⫈)⩦ᚓおࡿࡅẚ㍑ㄪᰝࢆ

ዪඣのࡶࡾࡼの⤖ᯝ㸪⏨ඣࡑ㸬ࡓࡗ⾜

ᚓⅬࡀ高ࡃ㸪特Ṧ㡢⠇の⩦ᚓ࡛ࡑのഴ

ࡓࡲ㸬ࡓࡗ㢧ⴭ࡛あࡀྥ 1年⏕かࡽ 2

年⏕か࡚ࡅ書Ꮠ⬟ຊのከࡀࡃ⩦ᚓࡉ

Ύ㡢㺃⃮㡢㺃༙⃮㡢㺃᧕㡢㺃㛗㡢㸪特ࢀ

ࡣ 1年⏕࡛ᴫࡡ⩦ᚓྍ⬟な㡢⠇࡛あ

㸬ᣉ㡢㺃ᣉ㛗㡢㺃ಁ㡢㺃ᣉಁ㡢の特Ṧ㡢ࡿ

⠇ࡣ 2年⏕の間⩦ᚓࡶࡿࡁ࡛ࡀの

᥎ᐹࡓࢀࡉ.(p.289) 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸲）教ဨࡣ学ᰯ⌧ሙ࡛

の࠺ࡼാࡁ㸪ఱࢆ学ࢇ

 のかࡿ࠸࡛

༢ⴭ ᖹᡂ 22年 9᭶ ᪥本教育ᚰ⌮学➨ 52ᅇ

大⥲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

教ဨࡣ㸪᪥ࠎのᐇ㊶のሙࡸ≧ἣの中࡛

㸪教ဨࡧ学ࢆఱࡽࡀなࡁാ࠺ࡼの

ࡲのか㸬ࡿ࠸し࡚࠺ࡼし࡚Ⓨ㐩し

ࡸ㸪SCࡓ SSWなの学ᰯෆእの♫ⓗ

㸪ࡽࡀά⏝しな࠺ࡼのࢆス࣮ࢯࣜ

教ဨし࡚⇍㐩し࠺ࡼし࡚ࡿ࠸の

か㸬本ࢩン࣒࢘ࢪ࣏⏬࡛ࡣ㸪⌧職教

ဨ大学教ဨの❧ሙかࡽのヰ㢟ᥦ౪ࢆ

ᇶ㸪教育⌧ሙのṔ史㹼ᩥⓗ≧ἣの

中࡛᪥ࠎ᱁㜚すࡿ教ဨの学ࡧ教ဨ

㸪教ဨ࡚࠸ࡘのⓎ㐩テンテࢹ

㣴ᡂのṔ史ᛶ・間ᛶࡓࡵྵࢆ㆟ㄽࢆ

㸬⏬⪅・ヰ㢟ᥦ౪⪅㸸矢野正ࡓࡗ⾜

㸭ྖ⪅・⏬⪅ 㸸▼ୖᾈ美㸭ヰ㢟ᥦ

౪⪅㸸ᐑ๓᱇子㸪森田ⱥႹ㸪Ⲣ木ࡁࡲ

子㸭ᣦᐃウㄽ⪅㸸⡿山光㸪高橋Ⓩ

(pp.194㹼195) 

 
㸳）ᗂඣのᇶ♏ⓗືస

㛵すࡿ研究㸸25㹫 

ඹⴭ ᖹᡂ 22年 9᭶ ᪥本ᗂඣయ育学➨ 6 ᅇ

大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓㞟 

ᗂඣの 25m㉮ࢆ㌟యのⓎ㐩ⓗほⅬか

㸬25mࡓࡌㄽ࡚ࡗ⤠㸪ᇶ♏ⓗືసࡽ

㉮ࢆᐃⅬࢹࣅオᙳ࠸⾜ࢆ㸪ᗂඣの㉮

ຊのุᐃࡓࡗ⾜ࢆ㸬ࡑの⤖ᯝ㸪㌟యⓎ

㐩のẁ㝵のࣔࢹル㛤Ⓨࡓࡗ⾜ࢆ㸬（ᢸᙜ

部ศᴫせ）ඹྠ研究ࡾࡼ㸪 ᐃのᐇ

ཬࡧホ౯ศᯒࢆᢸᙜ㸬ඹⴭ⪅㸸႐

ከᐉᙪ㸪矢野正㸪⸨岡ᏹᶞ㸪୕村ᐶ一

(p.26) 

 

 㸴）㏻ᖖ学⣭おࠕࡿࡅẼ

のホ౯ࠖࡶ子ࡿな

ᨭ㸸学⣭ࢭス࣓ンࢺ

 ス࡛のどᗙࣛࢡࡿࡅお

༢ⴭ ᖹᡂ 22年 9᭶ ᪥本LD学19ᅇ大Ⓨ⾲

ㄽᩥ㞟 

㏻ᖖの学⣭お࡚࠸ᢸ任かࠕ࡚ࡳࡽẼ

ࢺホ౯し㸪Q㹼Uテスࢆࠖࡶ子ࡿな

࡛のホ౯ẚ㍑しࡓ㸬ࡑの⤖ᯝ㸪学⣭

満㊊⩌᭷ព⨨し࡚ࢆࡇࡿ࠸

ぢฟしࡓ㸬人間㛵ಀかࡽ教育・ಖ育ࢆ

ぢࡵࡘ┤すⰋ࠸ᶵなࡓࡗ㸬(pp.266

㹼267) 

 

 㸵）Quantity of physical 

activity and sleep / 

awakening of 3-year-old 

child 

༢ⴭ ᖹᡂ 22年 12

᭶ 

The Asian Society of 

Physical Education of 

Young Children 㸭 The 

6th.A-PEC 2010 in Korea

㸭Chung-Ang University, 

Seoul 

ᗂඣの中࡛ࡶ㸪特 3ṓඣの㌟యάື

㔞╧╀・ぬ㓰࡚࠸ࡘ研究しࡓㄽᩥ

࡛あࡿ㸬ࢪᗂඣయ育学࡛Ⓨ⾲お

㸬3ṓඣの㌟యάືࡓࡗ⾜ࢆሗ࿌ࡧࡼ

㔞ࢡࢆテ࡚࠸⏝ࢆࣇࣛࢢヲ⣽ 

ᐃ・ᐇ㦂しࡓᣮᡓⓗⴌⱆ研究࡛あࡿ㸬

(pp.49㹼56) 

 
㸶）A Report of 

“Practical Seminar for 

the Teaching 

Profession” 

༢ⴭ ᖹᡂ 23年 4᭶ The Asian Society of 

Physical Education of 

Young Children 㸭 The 

7th.A-PEC 2011 in ྎ‴㸭

National Physical 

Education University㸪

Taipei 

ᗂ⛶ᅬ教ㅍྲྀᚓのࡵࡓの教職ᐇ㊶₇⩦

のᐇ㊶ᆺὶ授業のྲྀᅬඣࡿࡅお

ᗂඣయ育学ࢪ㸪࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾ

࡛Ⓨ⾲しࡓ㸬ᑠ職の᭱⤊ẁ㝵࡛の授業

࡚࠸ᣍࢆし࡚㸪教職ᐇ㊶₇⩦࡛ᅬඣ

のὶ業ࢆ㸪⏬㐠Ⴀࢆ学⏕ᑟ࡛

 㸬(pp.101㹼105)ࡿの࡛あࡶࡓࡗ⾜

 

 㸷）ᅬඣのᐇ㊶ᆺὶ

授業㛵すࡿ研究 

ඹⴭ ᖹᡂ 23年 8᭶ ᪥本ᗂඣయ育学➨ 7 ᅇ

大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓㞟 

ᗂ⛶ᅬ教ㅍྲྀᚓのࡵࡓの教職ᐇ㊶₇⩦

（ಖ育）࡛のྲྀࢆࡳ⤌ࡾᐇ㊶しሗ࿌し

のᐇ㊶ᆺὶ授業の㸪ᅬඣ㸬特ࡓ

㸬ࡓሗ࿌しࡧࡼⓎ⾲おࢆࡳ⤌ࡾྲྀ

（ᢸᙜ部ศᴫせ）ඹྠ研究࡛あࡾ㸪ᐇ

㊶ᆺὶ授業の⏬㐠Ⴀཬࡧᐇ࡛ࡲ

のすࢆ࡚ᢸᙜしࡓ㸬(p.29)ඹⴭ⪅㸸

矢野正㸪原田健次㸪原ᐶ㸪୕村ᐶ一 

 

人間－184



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸯㸮）2ṓかࡽ 9ṓおࡅ

研ࡿ㛵す㉮⬟ຊࡿ

究㸸25㹫 

ඹⴭ ᖹᡂ 23年 8᭶ ᪥本ᗂඣయ育学➨ 7 ᅇ

大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓㞟 

2ṓඣかࡽ 9ṓඣ࡛ࡲの㉮⬟ຊのⓎ

㐩の⤒年ⓗኚࢆ㸪ᐃⅬࢹࣅオ㘓⏬

㸬（ᢸᙜࡿ研究࡛あࡓゎᯒしࢱ࣮ࢹࡿࡼ

部ศᴫせ）ඹྠ研究ࡾࡼ㸪 ᐃのᐇ

ཬࡧホ౯ศᯒの⪃ᐹࢆ⾜なࡓࡗ㸬

(p.59)ඹⴭ⪅㸸㇂口恵⌮・୕村ᐶ一㸪

႐ከᐉᙪ㸪矢野正㸪野裕大 

 
㸯㸯）ࠕẼなࡿ子ࠖࡶ

の⌮ゎຓのあࡾ᪉㸸

ඣのかかࡿࡳࡾࢃ

 ࢹࢱスス࣮ࢣ

༢ⴭ ᖹᡂ 23年 8᭶ 2011 年度᪥本学ᰯᚰ⌮ኈ

大ࣉロ࣒ࣛࢢ㺃Ⓨ⾲ㄽ

ᩥ㞟 

㏆年ྲྀࡇࡿࢀࡽࡆୖࡾのከࠕ࠸Ẽ

なࡿ子ࡿࢀࢃ࠸ࠖࡶⓎ㐩㞀ᐖඣ 3

のかかඣ㸪特ࢺࢵࢤ࣮ࢱࢆྡ

㸪࡚࠼ᤊࢆ人間㛵ಀのホ౯ࡸࡾࢃ

ⓗศᯒࢆ⾜なࡓࡗ㸬Ẽなࡿ子ࡶ

㛵し࡚ࡣὀ目ࡘࡘࢀࡉあࡾ㸪᭱᪂のࢹ

ᚓࢆ研究の知ぢࡿࡁ࡛⏝し࡚ࢱ࣮

 㸬(pp.84㹼85)ࡓ

 
㸯㸰）ಖ育⪅のかかࢃ

子ࡿなẼࠕࡿぢࡾ

のᨭ᪉ἲ㸸ಖ育ࠖࡶ

ሙ㠃のほᐹࢆ㏻し࡚ 

༢ⴭ ᖹᡂ 23年 9᭶ ᪥本LD学20ᅇ大Ⓨ⾲

ㄽᩥ㞟 

Ⓨ㐩㞀ࡿࢀࢃ࠸ࠖࡶ子ࡿなẼࠕ

ᐖඣ ಖ育⪅㸪㸪特ࢺࢵࢤ࣮ࢱࢆ3ྡ

ඛ⏕㸪SCのかか࡚࠸ࡘࡾࢃのホ౯

㸬ಖࡓࡗな⾜ࢆ㸪ⓗศᯒ࡚࠼ᤊࢆ

育おࡿࡅ人間㛵ಀのホ౯ᨵ善ᙺ

 㸬(pp.476㹼477)ࡓࡗな研究ࡘ❧

 

 㸯㸱）ඣ❺・⏕ᚐのᐇែ

ຊ࠸ࡓࡅ特ูάື࡛

 研究ࡿ㛵す

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 7᭶ ᪥本野እ教育学➨ 15ᅇ

大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓㞟 

ᑠ中学ᰯおࡿࡅඣ❺⏕ᚐのᐇែ㸪

特ูάື࡛㌟࠸ࡓࡅࡘຊࢆㄪᰝしࡓ

ᐇドⓗ研究࡛あࡿ㸬学ᰯ⾜おࡿࡅ

教育のᐇែ㌟࠸ࡓࡅࡘຊࡀか࠸㞳

し࡚ࢆࡇࡿ࠸ၥ㢟し࡚ᥦ㉳しࡓ㸬

特ูάື࡛㌟࠸ࡓࡅ㈨㉁・⬟ຊࢆ

明☜しࡶࡓの࡛あࡿ㸬(p.120) 

 

 㸯㸲）ᚰ⌮学ⓗࡓࡳⓎ

㐩㞀ᐖඣീおࡧࡼᗂඣീ 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 8᭶ 2012 年度᪥本学ᰯᚰ⌮ኈ

大ࣉロ࣒ࣛࢢ㺃Ⓨ⾲ㄽᩥ

㞟 

ᗂඣཬࡧⓎ㐩㞀ᐖඣ㛵すࡿᚰ⌮学ⓗ

な࡚࠸ࡘࢪ࣮࣓大つᶍなン࣮ࢣ

ࡧ㸬ᗂඣཬࡓᐇし⏕大学ࢆㄪᰝࢺ

Ⓨ㐩㞀ᐖ࡚࠸ࡘの人間㛵ಀࢆ⪃ᐹし

ᚰ⌮学ⓗ研究ࡿ㛵すࢪ࣮࣓㞀ᐖࡓ

࡛あࡿ㸬(pp.92㹼93) 

 

 㸯㸳）Study on Japanese 

childhood from a 

psychological viewpoint 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 8᭶ The Asian Society of 

Physical Education of 

Young Children 㸭 The 

8th.A-PEC 2012 in ி㸭

Capital University of PE 

and Sports(Beijing 

China) 

ᚰ⌮学ⓗࡓࡳ᪥本のᗂᑡᮇの࣮࣓

ᗂඣࢪ㸪࡚࠸ࡘ研究ࡿ㛵すࢪ

య育学࡛Ⓨ⾲しࡓ㸬子ࡶᑐすࡿ

ᚰ⌮学ⓗࢆࢪ࣮࣓㉁ၥ⣬ㄪᰝࡼ

の⤖ᯝ㸪᪥本ࡑ㸬ࡓ㸪 ᐃし⪃ᐹしࡾ

のᗂඣᮇの特ᚩࡀぢฟࡓࢀࡉ㸬(pp.158

㹼159) 

 

 
㸯㸴）ᗂඣᮇのࢪ࣮࣓

ᡃⓎ㐩ᚰ⌮学⮬ࡿ㛵す

ⓗ研究 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 9᭶ ᪥本ᗂඣయ育学➨ 8 ᅇ

大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓㞟 

ᗂඣᮇの࡚࠸ࡘࢪ࣮࣓大つᶍな

ンࢺ࣮ࢣㄪᰝࢆᐇし㸪⮬ᡃⓎ㐩ᚰ⌮

学ⓗ研究し࡚Ⓨ⾲おࡧࡼሗ࿌しࡓ㸬

ࡃ࠸ࡀ特ᛶࡿࡅおの中࡛㸪ᗂඣᮇࡑ

 㸬(p.29)ࡓࢀࡉかぢฟࡘ

 

 㸯㸵）⮫ᾏ学ᰯおࡿࡅ

ࡿ㛵すຊのྥୖࡿࡁ⏕

研究 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 9᭶ ᪥本ᾏὒ人間学➨ 1 ᅇ

大ࣉロ࣒ࣛࢢᢒ㘓㞟 

ᑠ学ᰯおࡿࡅ⮫ᾏ学ᰯの教育ᐇ㊶

ຊࡿࡁ⏕ࠕ㸪ࢆ࡚࠸ࡘ のࠖྥୖのᙳ㡪

かࡽㄽࡓࡌ㸬⤖ᯝし࡚㸪ඣ❺の⏕ࡁ

の教育ⓗࡑし㸪♧ࢆୖྥ࡚ࡌ⥲ࡣຊࡿ

ព⩏ࢆぢฟしࡓ㸬ࡑの中࡛ࡣ㸪教育の

原⌮᪉ἲࢆ㏣究し࡚ࡿ࠸㸬(p.24) 

 

 

人間－185



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸯㸶）Ⓨ㐩㞀ᐖඣの࣓

ᚰ⌮学ⓗ研ࡿ㛵すࢪ࣮

究 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 10

᭶ 

᪥本LD学21ᅇ大Ⓨ⾲

ㄽᩥ㞟 

Ⓨ㐩㞀ᐖඣの࡚࠸ࡘࢪ࣮࣓大つᶍ

なンࢺ࣮ࢣㄪᰝࢆᐇし㸪⮬ᡃⓎ㐩

ᚰ⌮学ⓗ研究し࡚Ⓨ⾲おࡧࡼሗ࿌し

し㸪ࡃなࢆのᕪู࡚࠸ࡘ㸬Ⓨ㐩㞀ᐖࡓ

のᇶࡵࡓなඹ⏕♫のࣈࢩル࣮ࢡン

♏ⓗな研究࡛あࡿ㸬(pp.570㹼571) 

 

 㸯㸷）⚟♴タᐇ⩦お

 ㄢ㢟ホ౯ࡿࡅ

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 11

᭶ 

᪥本教育ᐇ㊶学➨ 15ᅇ

大⥲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬のඣ❺⚟♴タおࡅ

研究࡚࠸ࡘのㄢ㢟ࡑᐇ⩦のホ౯ࡿ

Ⓨ⾲ࡓࡗ⾜ࢆ㸬本研究のሗ࿌⪅ࡣ㸪ಖ

育ᐇ⩦・タᐇ⩦ᣦᑟのᢸᙜ⪅࡛あ

ࡶ࠸῝大ኚࡣࡧ㸬タ࡛の学⏕の学ࡿ

の࡛あࡀࡇࡓࡗ᥎ᐹࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸬

(pp.68㹼69) 

 

 㸰㸮）ンࢡル࣮ࣈࢩ教

育ࢩステ࣒ᵓ⠏のࡵࡓの

特ูᨭ教育の᥎㐍㸸ඹ

⏕♫のᙧᡂ࡚ࡅྥ 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 8᭶ 2013 年度᪥本学ᰯᚰ⌮ኈ

大⥲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

᪥本おࡿࡅンࢡル࣮ࣈࢩ教育ࢩス

テ࣒のᵓ⠏㛵すࡿᇶ♏ⓗ研究࡛あ

㸪ඹ⏕♫のᙧࡵồࢆ⌮㸬教育の原ࡿ

ᡂ࡚ࡅྥ㸪特ูᨭ教育のあࡾ᪉ࢆ

Ṕ史ཬࡧᛮかࡽᨵ࡚ࡵၥ࠸┤しࡓ研

究࡛あࡿ㸬(pp.42㹼43) 

 

 㸰㸯）教ဨࡣ学ᰯ⌧ሙ࡛

ఱࢆ学ࡿ࠸࡛ࢇのか㸸㣴

ᡂ・᥇⏝・研ಟࢆ㏻しࡓ

教職࢟ャࣜᙧᡂᨭの

あࡾ᪉ࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘ 

ඹⴭ ᖹᡂ 25年 8᭶ ᪥本教育ᚰ⌮学➨ 54ᅇ

大⥲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

のࡿ࠸࡛ࢇ学ࢆ学ᰯ⌧ሙ࡛ఱࡣ教ဨࠕ

か 㸬ࡓ⏬しࢆ࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ㢟し࡚ࠖ

㣴ᡂ・᥇⏝・研ಟࢆ㏻しࡓ教職࢟ャࣜ

のロࣇ࡚࠸ࡘ᪉ࡾᙧᡂᨭのあ

ពぢࢆࡓࡳ࡚࠼⪄࡚࠼㸬⏬⪅(矢野

正)㸭⏬⪅・ྖ ⪅(▼ୖᾈ美)㸭ヰ㢟

ᥦ౪⪅(ྂᒇ႐美௦㸪島善ಙ㸪⳻田‽子)

㸭ᣦᐃウㄽ⪅(高橋Ⓩ・ᮡ江ಟ

治)(pp.864㹼865) 

 

 㸰㸰）Physical fitness 

test of infants in Japan 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 8᭶ The Asian Society of 

Physical Education of 

Young Children 㸭 The 

9th.A-PEC 2013 in Osaka

㸭 Osaka Seikei 

University 

(Osaka,Japan) 

 

 

᪥本のᗂඣᮇおࡿࡅయຊ・㐠ື⬟ຊ

テスࢺのホ౯࡚࠸ࡘⓎ⾲ࡓࡗ⾜ࢆ㸬

᪥本のᗂඣᮇの㐠ືᣦ㔪ᇶ࡙ࡁ㸪ࡑ

の特ᚩ࡚࠸ࡘのⓎ⾲・ሗ࿌ࡀ࡛あ

ᚋのㄢ㢟࡛ࡀのẚ㍑㸪ᅜࡀࡓࡗ

あࡿ㸬(p.59) 

 

 

 㸰㸱）A Study on exercise 

principle of infants in 

Japan 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 8᭶ The Asian Society of 

Physical Education of 

Young Children 㸭 The 

9th.A-PEC 2013 in Osaka

㸭 Osaka Seikei 

University  

(Osaka,Japan) 

 

 

᪥本おࡿࡅᗂඣᮇの㐠ືᣦ㔪࠸ࡘ

࡚㸪ᩥ⛉┬の᭱㏆のᨻ⟇・ືྥࡶ㋃ࡲ

ࢪ㸬ࡓࡗ⾜ࢆሗ࿌ࡧࡼ㸪Ⓨ⾲お࡚࠼

᪥本ࡿᐤすのᗂඣయ育のⓎᒎ࡛

かࡽのࣞࢺ࣮࣏研究࡛あࡿ㸬(p.68) 

㸰㸲）Present situation 

and problem of health 

and physical education 

of junior high school in 

Japan㸸For improvement 

of health and physical 

education class 

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 8᭶ ➨ 15ᅇ᪥・㡑健ᗣ教育ࢩ

ン࣒࢘ࢪ࣏㸭➨ 61ᅇ᪥本

教育་学㸭大㡑Ẹᅜ㸪̈̀

ᕞ大学ᰯ 

᪥本おࡿࡅ中学ᰯ・ಖ健教育の᪉ἲ

㸬ࡿሗ࿌࡛あࡓ究し⪄࡚࠸ࡘෆᐜ

中学ᰯ教ဨචチㄢ⛬⏕のಖ健య育⛉の

ᣦᑟἲの᪂ࡓな᪉␎ࡸ᪉ἲ࡚࠸ࡘᥦ

㉳し㸪Ⓨ⾲ࡶࡓࡗ⾜ࢆの࡛あࡿ㸬(pp.67

㹼68) 

㸰㸳）ᑠ学ᰯయ育ప学年

（㐠ື㡿ᇦ）の⌧≧ㄢ

㢟 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 9᭶ ᪥本ᗂඣయ育学➨ 9 ᅇ

大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓㞟 

ᑠ学ᰯのప学年࡛のయ育⛉ᣦᑟのᅾࡾ

᪉࡚࠸ࡘ㸪特㐠ື㡿ᇦの⤂介ࢆ⾜

のᗂᑠ᥋ࡧࡑ㸬ᗂඣᮇの㐠ືあࡓࡗ

㸬ᑠ学ᰯࡓࡗなᶵ࠸Ⰻࡿ࠼⪄ࢆ⥆

య育ᗂඣయ育の␗ྠࢆ⪃究しࡓ㸬

(pp.70㹼71) 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸰㸴）⮫ᾏ学ᰯおࡿࡅ

教師の࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲ

㛵すࡿ研究 

ඹⴭ ᖹᡂ 25年 9᭶ ᪥本ᾏὒ人間学➨ 2 ᅇ

大ࣉロ࣒ࣛࢢᢒ㘓㞟・ᾏ

ὒ人間学㞧ㄅ➨ 2 ᕳ➨ 2

ྕ 

⮫ᾏ学ᰯおࡿࡅ教師の࣮ࣜࢵࢩ࣮ࢲ

ᐃ ࢆすຠᯝࡰཬ⩦ඣ❺の学ࡀࣉ

し㸪Ⓨ⾲ࡓࡗ⾜ࢆ㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）ඹ

ྠ研究ࡾࡼ㸪研究のࢨࢹンሗ࿌

のᇳ➹ࢆᢸᙜしࡓ㸬ඹⴭ⪅㸸吉井ⱥ博㸪

矢野正(p.46) 

 

 㸰㸵）⮫ᾏ学ᰯおࡿࡅ

㐲Ὃ教育のព⩏ 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 9᭶ ᪥本ᾏὒ人間学➨ 2 ᅇ

大ࣉロ࣒ࣛࢢᢒ㘓㞟・ᾏ

ὒ人間学㞧ㄅ➨ 2 ᕳ➨ 2

ྕ 

学⏬ࠕマࣜンスࢶ࣮࣏教育ࠖࢩ

ンࢪ࣏スࢺし࡚㸪⮫ᾏ学ᰯおࡿࡅ

㐲Ὃ教育のព⩏࡚࠸ࡘⓎ⾲し㸪ࣇロ

 㸬(p.36)ࡓࡗ⾜ࢆのពぢ

 

 
㸰㸶）PM⌮ㄽかࡓࡳࡽ⮫

ᾏ学ᰯの教育ᐇ㊶ 

ඹⴭ ᖹᡂ 25年 11

᭶ 

᪥本教育ᐇ㊶学➨ 16ᅇ

大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓㞟 

PM⌮ㄽࡶࢆ㸪ᑠ学ᰯおࡿࡅ㛗ᮇ

の⮫ᾏ学ᰯの教育ᐇ㊶ࢆホ౯し㸪研究

のࢨࢹンⓎ⾲ࡓࡗ⾜ࢆ㸬（ᢸᙜ部ศᴫ

せ）ඹྠ研究ࡾࡼ㸪研究のࢨࢹン

㸬ඹⴭࡓᢸᙜしࢆ➹ሗ࿌のᇳ

⪅㸸矢野正㸪吉井ⱥ博(pp.164㹼165) 

 

 㸰㸷）⮫ᾏ学ᰯおࡿࡅ

教師の࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲ

㛵すࡿ研究(㸰) 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 3᭶ 大㜰య育学研究 ➨ 52ྕ

(Supplement) 

⮫ᾏ学ᰯおࡿࡅ教師の࣮ࣜࢵࢩ࣮ࢲ

大つᶍ࡚࠸ࡘすᙳ㡪ࡰཬ❺ඣࡀࣉ

㸬P್ࡓࡗ⾜ࢆㄪᰝ M್のᑟࡁฟ

す್かࡽ㸪教師の㐺ษな㛵ࡀࡾࢃ子

ᚲせなຊືࡵࡓࡿࡏࡉⓎࢆのຊࡶ

࡛あࢆࡇࡿぢฟしࡓ㸬(p.22) 

 

 

 

㸱㸮）᪥本おࡿࡅᗂඣ

ᮇのయຊ ᐃ（㸰）㸸㸰年

間ࢺ࣮࣮࣍ࢥࡿࡓࢃㄪ

ᰝ 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 8᭶ ᪥本ᗂඣయ育学➨ 10ᅇ

大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓㞟 

᪥本のᗂඣの㐠ື⬟ຊ・యຊの ᐃ

ホ౯ࢆ⦪᩿ⓗ研究ࡶࡓࡗ⾜࡚ࡗࡼの

࡛あࡿ㸬本研究ࡣ㸪2年間のࢺ࣮࣍ࢥ

研究ࢨࢹ࡚ࡗࡼンࢀࡉ㸪子ࡓࡶ

ࡧᐃཬ ࡚࠸ࡘࠖ㊴・㉮・ᢞࠕのࡕ

ホ౯ࢆᚓࡶࡓの࡛あࡿ㸬(p.64) 

 

 

 

㸱㸯）ࡾࢃࡔࡇ⾜ືの⮬

ᡃⓎ㐩ⓗព⩏教育ⓗᨭ

のᅾࡾ᪉㛵すࡿ一⪃

ᐹ 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 8᭶ ᪥本教育་学➨ 62ᅇ大

ᢒ㘓㞟 

Ⓨ㐩㞀ᐖඣのື⾜ࠖࡾࢃࡔࡇࠕ↔Ⅼ

㸪⮬ᡃⓎ㐩ᚰ⌮学ⓗ研究࡛あࡓᙜ࡚ࢆ

㸪博ኈㄽᩥの中間ⓗなⓎࡣࡽࢀࡇ㸬ࡿ

⾲おࡧࡼሗ࿌し࡚⾜ࡓࡗ㸬特ูᨭ

教育おࡿࡅ教育ⓗᨭのあࡽࡓなࡿ

どᗙࢆᒎ㛤しࡓ㸬（pp.122㹼123） 

 

 

 

 

㸱㸰）ࡾࢃࡔࡇ⾜ືの⮬

ᡃⓎ㐩ⓗព⩏教育ⓗᨭ

のᅾࡾ᪉㛵すࡿ研究

（㸰） 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 11

᭶ 

᪥本教育ᚰ⌮学 56ᅇ大

⥲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

Ⓨ㐩㞀ᐖඣのື⾜ࡾࢃࡔࡇ↔Ⅼࢆᙜ

㸪ࡾ㸪⮬ᡃⓎ㐩ᚰ⌮学ⓗ研究࡛あࡓ࡚

博ኈㄽᩥの中᰾ⓗなⓎ⾲おࡧࡼሗ࿌ࢆ

ࡓࡶ子ࡶ㸬㞀ᐖඣಖ育の中࡛ࡓࡗ⾜

⤠ࢆⅬ↔のᣦᑟἲࡑࡸの人間㛵ಀࡕ

 㸬（p.780）ࡿ㸪ⓗ研究࡛あࡓࡗ

 

 㸱㸱）ಖ育ኈ・教ဨ㣴ᡂ

の⌧≧ㄢ㢟㸸教育ᐇ⩦

ᅬ・学ᰯࡿࢀධࡅཷࢆ⏕

かࡽのኌ 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 11

᭶ 

᪥本教育ᚰ⌮学 56ᅇ大

⥲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

ಖ育ኈ・教ဨ㣴ᡂの⌧≧ㄢ㢟㢟し

࡚㸪教育ᚰ⌮学お࡚࠸⥅⥆ⓗな⮬

ࢩンࢆ࣒࢘ࢪ࣏㛤ദしࡓ㸬教育ᐇ⩦

ࡑࢆのኌࡽᅬ・学ᰯかࡿࢀධࡅཷࢆ⏕

⾜ࢆⓎ⾲しពぢウ㆟ࡽの❧ሙかࢀࡒࢀ

㸬⏬⪅(矢野正)㸭⏬⪅・ྖࡓࡗ

⪅(▼ୖᾈ美)㸭ヰ㢟ᥦ౪⪅(ᐑ๓᱇

子・山本῟子・⃝田┿ᘪ)（pp.148㹼149） 

 

 
㸱㸲）ಖ育⪅ᚿᮃ学⏕の

㌟య特ᛶ 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 11

᭶ 

᪥本教育ᐇ㊶学➨ 17ᅇ

大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓㞟 

本研究ࡣ㸪ಖ育⪅ࢆ目ᣦすዪ子学⏕ࢆ

ᑐ㇟㸪ᙧែ㸪యຊ・㐠ື⬟ຊの ᐃ

ࡇ࠺⾜ࢆホ౯㸪⏕ά⩦័のㄪᰝ

の㌟య特ᛶ⪅ࡿࢃᦠ㸪ᗂඣ教育ࡾࡼ

ཬࡧ⏕ά⩦័࡚࠸ࡘㄪᰝࡓࡗ⾜ࢆ㸬

ಖ育⪅ᚿᮃ学⏕のయຊの⌧≧のᢕᥱࢆ

ぢࢆ㸪ಖ育⪅のᚋのㄢ㢟࡛ࡇ࠺⾜

ฟしࡓ㸬(pp.116㹼117) 

人間－187



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸱㸳）➨㸰学年⟬ᩘ⛉学

⩦ᣦᑟࠕかࡣᩘࡓࢀࡃ

 ࠖࡘࡃ࠸

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 3᭶ ᇛᫍ学ᅬᑠ学ᰯᖹᡂ 26年

度研究㞟㘓 

本ࡣ㸪ᩘ 㔞の㛵ಀࢆ⤮ᅗ⾲しࡾࡓ㸪

テ࣮ࣉᅗしࡾࡓす࡚ࡗࡼࡇࡿ㸪

ῶࡿ๓のᩘࢆồࡿࡵ㏫ᛮ⪃のၥ㢟ࢆゎ

㸪テ࣮ࡣ㸬༢元の目ᶆࡿࡁ࡛ࡀࡇࡃ

㸪ၥ㢟ゎỴの㝿ࡁẼ࡙ࡉᅗのⰋࣉ

㐍࠺ࡼ࠸⏝࡛ࢇすࡿ㸬㏫ᛮ⪃ࢆᚲせ

テࢆ㸪ᩘ㔞の㛵ಀ࡚࠸ࡘၥ㢟ࡿす

㸬ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼⪄ࡶࢆᅗࣉ࣮

ᩘ㔞の㛵ಀࢆテ࣮ࣉᅗ⾲す࡛ࡀࡇ

ࡘሙࡿࢀࡽ࠸⏝ῶἲのࡸ㸬加ἲࡿࡁ

 㸬(B5㸪4p)ࡿゎす⌮࡚࠸

 

 㸱㸴）᪥本おࡿࡅᗂඣ

ᮇのయຊ ᐃ（㸱）㸸㸰年

間ࢺ࣮࣮࣍ࢥࡿࡓࢃㄪ

ᰝࡾࡼ 

ඹⴭ ᖹᡂ 27年 8᭶ ᪥本ᗂඣయ育学➨ 11ᅇ

大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓㞟 

ᗂඣᮇのయຊ・㐠ື⬟ຊㄪᰝの࣮࣍ࢥ

・㉮ࠕ㸬ᗂඣのࡿ研究の➨Ϫሗ࡛あࢺ࣮

㊴・ᢞࠖの 3㡯目の ᐃ⤖ᯝかࢀࡑࡽ

㸬（ᢸᙜ部ศࡓぢฟしࢆの┦㛵㛵ಀࢀࡒ

ᴫせ）研究のィ⏬かࡽ ᐃ㸪ศᯒ・ゎ

ᯒ࡛ࡲのᕤ⛬・ᩥࢆᢸᙜしࡓ㸬ඹ

ⴭ⪅㸸矢野正㸪୕村ᐶ一(p.83) 

 

 
㸱㸵）特ูάືㄽのᣮᡓ

ⓗな授業ᐇ㊶㸸野እ教育

学かࡽの⪃ᐹ 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 8᭶ ᪥本特ูάື学➨ 24ᅇ

大研究Ⓨ⾲せ᪨㞟㘓 

特ูάືの研究おࡿࡅ授業㛤Ⓨ㛵

すࡿ研究㸬野እ教育学の❧ሙかࡽ 15ᅇ

の⤖ᯝ㸪学⏕のࡑ教授し㸪࡚❧ࡳ⤌ࢆ

学ࡘ࠺ࡧなࡓࡗࡀのか᳨ࢆウし

なࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡎࡏ特㸬野እ教育ࡓ

どⅬかࡽ特ูάືࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ学

⏕のጼࡀᨵ࡚ࡵᾋࡁ᙮ࡾなࡓࡗ㸬

ᚋの᪥本おࡿࡅ野እ教育の㐍ᒎࢆᮇ

ᚅし࠸ࡓ㸬(p.44) 

 

 㸱㸶）Significance of 

infants’ repetitive 

behaviors from the 

perspective of self 

development and 

appropriate educational 

support 

ඹⴭ ᖹᡂ 27年 8᭶ ➨ 16ᅇ᪥・㡑健ᗣࢩン࣏

ව᪥本教育་学࣒࢘ࢪ

➨ 63ᅇ大 

2015年 3᭶ࡓࡵࡲ博ኈㄽᩥの一➃

⮬のࡶ㸬子ࡓ㸪ᅜ㝿学࡛⤂介しࢆ

ᡃⓎ㐩おࡾࢃࡔࡇ࡚࠸⾜ືのࡘࡶព

࡚࠸ࡘ研究ཬࡧⓎ⾲しࡓ㸬博ኈ（教

育学）の学ࢆᅜ㝿ⓗࡶㄆ知すࡼࡿ

㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）ᩥࡓࡗなᶵ࠸

ᢸᙜ ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪୕村ᐶ一㸪Ᏺ

ᒇᅧ光(pp.61㹼62) 

 

 㸱㸷）⏕ࡿࡁຊࡃࡄࡣࢆ

 特ูάື・⮫ᾏ学ᰯࡴ

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 6᭶ 教⛉・㡿ᇦෆᐜ研究学➨

6 ᅇ大研究Ⓨ⾲せ᪨㞟

㘓 

ᑠ学ᰯおࡿࡁ⏕ࡿࡅຊの育ᡂ╔目

しࡓ⮫ᾏ学ᰯのᐇドⓗ研究のሗ࿌.ᑠ

学ᰯお࡚࠸⮫ᾏ学ᰯ๓ᚋ࡛⏕ࡿࡁຊ

のኚᐜࡑ.ࡓࡗ ࢆの⤖ᯝ㸪3ࡘのᣦᶆ

࡚࡛ྥୖࡀㄆࢀࡽࡵ㸪ᚨ育ⓗな⬟ຊ

ᚰ⌮ⓗ♫ⓗ⬟ຊࡸ㌟యⓗ⬟ຊࡶࡾࡼ

のྥୖࡀ大ࢆࡇ࠸ࡁぢฟすࡇᡂ

ຌしࡓ.本研究࡛ࡣ㸪ඣ❺の⏕ࡿࡁຊの

㢧ⴭ࡛ࡀす⮫ᾏ学ᰯのᙳ㡪ࡰཬୖྥ

あࡓࡗ.(Webබ㛤㸪A4 4ᯛ) 

 

 㸲㸮）Significance of 

perseverative behaviors 

from the perspective of 

self development and 

educational support 

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 7᭶ The International 

Congress of Psychology 

2016(ICP2016) 㸭  The 

31th.ICP 2016 in 

Yokohama, Japan  

2015年 3᭶ࡵࡲあࡓࡆ博ኈㄽᩥの

一➃ࢆ㸪ICP2016ᅜ㝿ᚰ⌮学࡛⤂介

おࡧࡼ研究Ⓨ⾲しࡓ㸬ᗂඣᮇの子ࡶ

の⮬ᡃⓎ㐩ࡸᡂ㛗の㐣⛬お࡚࠸㸪ࡇ

㆟࡛࡚࠸ࡘពࡘࡶのື⾜ࡾࢃࡔ

Ⓨ⾲し㸪特ูᨭ教育のṌࡳかࡽ᪥

㸪教育ⓗᨭ࡛ࡲᅜのᒎ㛤ࡀのᡃ࡛ࡲ

のᅾࡾ᪉ࢆ㏣究しࡓᚰ⌮学ⓗᐇ㊶研究

࡛あࡿ㸬(p.146) 

 

 

人間－188



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸲㸯）Ⰻࢆࢁࡇ࠸ぢࡘ

学⩦の᭷ຠ࠺ྜ࠼㸪ఏࡅ

ᛶ:マࢺࢵ㐠ືのᣦᑟࢆ

㏻し࡚ 

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 8᭶ ᪥本教育་学➨ 64ᅇ大

ᢒ㘓㞟 

本研究࡛ࡣᑠ学ᰯのඣ❺ᑐし࡚㸪ࠕⰋ

ࢆࠖ⩦学࠺ྜ࠼㸪ఏࡅࡘぢࢆࢁࡇ࠸

࠺ࡼのࡣࡶ㸪子࡛ࡇࡿࢀධࡾྲྀ

ㄪᰝし㸪研究すࢆのかࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ

ࡗᣢࢆ㸪ⱞᡭព㆑ࡓࡲ㸬ࡓしࡇࡿ

㐠ືࠖࢺࢵマࠕ࠸ከࡀࡶ子ࡿ࠸࡚

ࢺࢵ㸪マ࡛ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆのάືࡑ

㐠ືᑐし࡚のⱞᡭព㆑ࡀῶࡾ㸪ᚓព

のྜࡀቑࡿ࠼のかࢆศᯒすࡇࡿ㸪

かのᙧ࡛ࡽఱࡶし࡚㸪ᬑẁの⏕άࡑ

ఏࡾࡓࡗྜ࠼㸪ຓࡾࡓࡗྜࡅすࡿのか

しな目ⓗࢆࡇࡿศᯒすࢆか࠺

㸪ࡾࡼ㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）ඹྠ研究ࡓ

研究のࢨࢹンሗ࿌書のῧ๐ࢆᢸᙜ

しࡓ㸬ඹⴭ⪅㸸బ優ᩯ㸪矢野正㸪ᫍ

野ᨻ明(pp.71㹼72) 

 
㸲㸰）かࡇࡗࡅᣦᑟお

 ༠ㄪ学⩦の᭷ຠᛶࡿࡅ

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 8᭶ ᪥本ᗂඣయ育学➨ 12ᅇ

大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓㞟 

本研究࡛ࡣᑠ学ᰯのప学年ඣ❺ᑐし

㸪知㆑ᵓ࡚࠸ࡘᣦᑟࠖࡿ㉮ࡃ㏿ࠕ࡚

ᡂᆺ࣮ࢯࢢࢪἲ࡚ࡗࡼ学⩦し㸪の

㸬ࡓ研究しࢆのかࡿࢃኚࡀ記㘓࠺ࡼ

ࡓࡶ子ࡀなᣦᑟ᪉ἲ࠺ࡼの㸪ࡓࡲ

ࢥࠕࡿࡺࢃ࠸㸪ࡃすࡸࡾศか࡚ࡗࡕ

ศᯒすࢆ᭷ຠなのかࡇࡴᥗࢆࠖࢶ

ࡽ㸬ᅇの⤖ᯝかࡓし目ⓗࢆࡇࡿ

ࡶ㸪子࡛ࡇࡿ࠸⏝ࢆἲ࣮ࢯࢢࢪࡣ

おࢆㄆ㆑ࡸの知㆑ࠖࡾ㉮ࠕࡘᣢࡀࡕࡓ

࠸学࡛ࡇ࠺ྜࡧ記㘓ࡏࡉୖྥࢆ

㸬次ࡓࢀࡉ၀♧ࢆࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ

ᮇᨵゞのᑠ学ᰯ学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ㸪ࡇ

の࠺ࡼな༠ㄪ学⩦ࡸ᥈究ᆺ学⩦㸪ࢡ

テࢽ࣮ࣛ・ࣈンࢢ௦⾲ࡿࢀࡉ⬟ື

ⓗな学⩦ࡾ┒ࡀ㎸࠺ࡼࢀࡲ㸬（ᢸᙜ部ศ

ᴫせ）研究のࢨࢹンሗ࿌のᇳ➹ࢆ

ᢸᙜしࡓ㸬ඹⴭ⪅㸸吉井ⱥ博㸪矢野正

(pp.82㹼83) 

 

 㸲㸱）ᑠ学ᰯప学年・マ

࠸㐠ືのᣦᑟἲ㸸Ⰻࢺࢵ

あ࠼㸪ఏࡅࡘぢࢆࢁࡇ

 学⩦の᭷ຠᛶ࠺

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 8᭶ ᪥本ᗂඣయ育学➨ 12ᅇ

大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓㞟 

本研究࡛ࡣᑠ学ᰯのඣ❺ᑐし࡚㸪ࠕⰋ

࠸ヰしྜ࠺ྜ࠼㸪ఏࡅࡘぢࢆࢁࡇ࠸

学⩦ 㸪࡛ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢇࡔࢇࡩࠖࢆ

子ࡣࡶの࠺ࡼኚࡃ࠸࡚ࡗࢃのか

㸪ⱞᡭព㆑ࡓࡲ㸬ࡓㄪᰝし㸪研究しࢆ

ჾᲔ㐠ື࠸ከࡀࡶ子ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ

ྲྀࢆのάືࡧయⓗな学ࠖࢺࢵマࠕ

ᑐし࡚㐠ືࢺࢵ㸪マ࡛ࡇࡿࢀධࡾ

のⱞᡭព㆑ࡀῶࡾ㸪ᚓពのྜࡀቑ࠼

ᬑẁのࡽࡉ㸪ࡇࡿศᯒすࢆのかࡿ

⏕άࡶఱࡽかのᙧ࡛ఏࡾࡓࡗྜ࠼㸪

ຓࡾࡓࡗྜࡅすࡿのか࠺かࢆศᯒす

㸬（ᢸᙜ部ศᴫࡓしな目ⓗࢆࡇࡿ

せ）研究のࢨࢹンሗ࿌のᇳ➹ࢆᢸ

ᙜしࡓ㸬ඹⴭ⪅㸸బ優ᩯ㸪矢野正㸪

吉井ⱥ博(pp.80㹼81) 

 

人間－189



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸲㸲）学⏕のసᡂしࡓ教

職ᐇ㊶₇⩦（ಖ育）・ᗂඣ

య育ᣦᑟの᳨ウ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 3᭶ ᪥本ಖ育⪅㣴ᡂ教育学

➨ 1 ᅇ大研究Ⓨ⾲ᢒ㘓

㞟 

本研究࡛ࡣ㸪教職ᐇ㊶₇⩦ࡘなࡿࡀ

ᗂඣయ育ศ野のಖ育ᣦᑟィ⏬（ಖ育ᣦ

ᑟ）の㢟ᮦ࡛あ࠸ࡽࡡࡿෆᐜཬࡧ

なάືࢆ㸪ࡑのᣦᑟᙧែ࡚࠸ࡘศ

㢮し㸪᳨ウすࢆࡇࡿ目ⓗしࡓ㸬ಖ

育⪅ᚿᮃの学⏕ࡀసᡂしࡓᶍᨃᣦᑟ

ィࡣ 82࡛あࡓࡗ㸬学⏕のᣦᑟほࡸಖ

育ほࡓࡗ࠸ᣦᑟ⌮ᛕࡣ㸪学⏕のసᡂ

すࡿಖ育ᣦᑟィ⏬の㢟ᮦおࡿࡅάື

ෆᐜ࡛ࡅࡔなࡃ㸪ࡑのࡸ࠸ࡽࡡᗂඣ

ᑐすࡿ㛵ࡾࢃ᪉ᑡなかࡎࡽᫎࢀࡉ

㸬（ᢸᙜ部ศᴫࡿࢀࡽ࠼⪄のࡶࡿ࠸࡚

せ）研究のࢨࢹンሗ࿌のᩥࢆᢸ

ᙜしࡓ㸬ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪吉井ⱥ博

(p.87) 

 

 㸲㸳）Fatigue change and 

health care of the 

children in summer 

seaside camp 

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 7᭶ 2017 International 

Symposium on Teaching, 

Education, and Learning 

(ISTEL2017)㸭Hiroshima, 

Japan 

 July 4-6, 2017 

特ูάື࡛あࡿ㛗ᮇの⮫ᾏ学ᰯ中のඣ

❺の健ᗣ⟶⌮࡚࠸ࡘ㸪教育་学の

❧ሙかࡽ㸪特⑂ປឤࡸẼศのኚᐜࢆ㸪

ᅜ㝿学࡛ሗ࿌しࡓ.ẖ᪥の╧╀間

の㛗࠸ඣ❺ࡣ⑂ປឤࡀᑡなࡃ,㏫╧

╀間の▷࠸ඣ❺࠺࠸のࡣ⑂ປឤࡀ

高ࡀࡇࡿࡲ♧၀ࡓࢀࡉ.特ูάືᮇ

間中の⑂ປឤのኚືࢆ ᐃし,ྜࡏࢃ

࡚ඣ❺のάື๓ᚋのẼศࣉロ࣮ࣇル

のኚືࢆ ᐃし㸪ISTEL2017ᅜ㝿学

࡛ሗ࿌しࡓ.(p.226) 

 

 㸲㸴）ࢿチャ࣮࣒࣮ࢤ

人ࡅ学⩦ពḧ࡙ࡿࡼ

間㛵ಀ࡙ࡾࡃ 

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 8᭶ ᪥本教育་学➨ 65ᅇ大

ᢒ㘓㞟 

本研究࡛ࡣ㸪ಖ育⪅㣴ᡂᰯのࠕᑓ㛛ᇶ

♏ࠖ⛉目おࢿ࡚࠸チャ࣮ࢆ࣒࣮ࢤ

ᑟධしࡓࢆሗ࿌しࡓ㸬ಖ育⪅㣴ᡂ

ᰯのᑓ㛛ᇶ♏の授業お࡚࠸㸪⇕ពࢆ

ࡧ㉳ࡇすࢡテࣅテࢆయ㦂すࡿ

すୖྥࡀ㸪ྥ♫ⓗなពḧࡾࡼࡇ

か㸪ཷ講学⏕の人間㛵ಀのᵓ࠺かࡿ

⠏ࡸ学⩦のືᶵ࡙ࡅ᭷ຠか࠺か

の⤖ᯝ㸪ཷ講学⏕のࡑ㸬ࡓしウ᳨ࢆ

ྥ♫ⓗ目ᶆᚓⅬୖྥࡀし㸪8㡯目中 6

㡯目࡛ࡣ᭷ពなྥୖࡀㄆࢀࡽࡵ㸪ࡑの

ᙳ㡪ࡀᙉࡃ♧၀ࡓࢀࡉ㸬ཷ講学⏕の授

業ホ౯かࡣࡽ㸪⮬ᕫホᐃ࡛ࡣ学⩦ពḧ

の高ࢀࢃ❚ࡀࡉ㸪授業ࡸ教師㛵すࡿ

㡯目࡛ࡶ㸪ࢿチャ࣮ࡾྲྀࢆ࣒࣮ࢤධ

人間㛵ࡃ大ኚ高ࡣの満㊊度授業ࡓࢀ

ಀຊのྥୖᙺ❧ࡓࡗ㸬(pp.73㹼74) 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸲㸵）ᑠ学ᰯおࡿࡅ⮫

ᾏ学ᰯの教師・ᣦᑟ⪅の

ࡿ㛵すࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜ

研究 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 9᭶ ᪥本ᾏὒ人間学➨ 6 ᅇ

⥲ㄽᩥ㞟 

本研究の⤖ᯝ㸪ඣ❺のὋຊྥୖࡣ㸪⮫

ᾏ学ᰯᐇ๓ᐇᚋ࡛ࡣ㸪ඣ❺ 110

ྡのࡕ࠺ 76㸣あࡿࡓ 84ྡのὋຊ

㢧ⴭなྥୖࡀㄆࡓࢀࡽࡵ㸬 

ࡓࡗࡔ㢧ⴭࡶ᭱ࡀし࡚㸪Ὃຊのྥୖࡑ

学⣭ᢸ任࡚࠸ࡘの Performance್お

ࡧࡼ Maintenance್ࡀ㸪ඹ高ࢆ್࠸

♧し࡚ࡓ࠸㸬ࡑの一᪉࡛㸪M್ࡀపか

㸪Ὃຊのఙࡣス࡛ࣛࢡ学⣭ᢸ任のࡓࡗ

ࡓ㸬しࡓࡗᯝ࡛あ⤖࠺࠸࠸పࡣ⋠ࡧ

㸪本研究の⤖ᯝ㸪ᑠ学ᰯの⮫ᾏ࡚ࡗࡀ

学ᰯお࡚࠸㸪ඣ❺のὋຊྥୖࡸ㐩ᡂ

ឤ㸪ᣦᑟすࡿ教師の࣮ࣜࣉࢵࢩ࣮ࢲ

ࡀࡇ࠸ࡁ大ᙜ┦ࡀすຠᯝࡽࡓࡶࡀ

☜ㄆࢀࡉ㸪特㞟ᅋࢆ⥔ᣢすࡿᶵ⬟（M

㸬ࡓࢀࡉ၀♧ࡀࡇࡿ㔜せ࡛あࡀ（್

（ᢸᙜ部ศᴫせ）ඹྠ研究ࡾࡼ㸪研

究のࢨࢹンሗ࿌書のせなᇳ➹ࢆ

ᢸᙜしࡓ㸬ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪吉井ⱥ博

(p.45) 

 
㸲㸶）ᑠ学ᰯおࡿࡅ BLS

教育の᭷ຠᛶ㛵す᳨ࡿ

ウ㸸㐨ᚨⓗࣉロ࣮チ

 ㊶ᐇࡿࡼ

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 10

᭶ 

᪥本教育ᚰ⌮学➨ 59ᅇ

⥲ㄽᩥ㞟 

本ᐇ㊶࡛ࡣ㸪学ᰯお࡚࠸ㄡ࡛ࡶ▷

間ࡿ࠼⾜授業ࢆ目ᣦしࡓ㸬ࡣࢀࡑ㸪

BLS教育ࡀᬑཬしな࠸せᅉࡀ㸪ᣦᑟ⪅

㊊㸪ᣦᑟ間の☜ಖ㸪教ᮦ教ලの‽

ഛ➼あࡿか࡛ࡽあࡿ㸬ඣ❺の๓

ンࡶࢺ࣮ࢣあ࠺ࡼࡿ㸪ᣦᑟすࡿഃ

࠺ࡼし࠺ࡽࡓኻᩋしࠕࡶ 㸪ࠖࡲ࠺ࠕ

ࡀ࠸かࠖ➼のᾘᴟⓗなᛮࡿࡁᣦᑟ࡛ࡃ

⌧ሙ࡛のᐇ㊶ࢆ㜼ᐖし࡚ࡿ࠸の࡛ࡣな

࡚ࡗなか㸬ᚋ㸪学ᰯ教育࡛㔜せ࠸

ඣ教師ࡇ࠸のな࠼⟆㸪ࡣのࡿࡃ

⟆のࡾなࡕࡓᶍ⣴し㸪⮬ศࡾࢃ㛵ࡀ❺

㸪ࡓࡲ㸬ࡿ࠼⪄ࡔࡇฟすࡁᑟࢆ࠼

90ศの授業⯡࡛人ののᑛࡉ㸪ຬẼ

ࡿࡁఱか࡛࡛ࡾࡸ࠸㸪ᛮࡇࡘࡶࢆ

ロ࣮ࣉ㸪㐨ᚨⓗななࡇࡿ࠼⪄ࢆ

チࡸኌかࢆࡅከࡃし࡛ࡇࡓ㸪子ࡶ

࠸࠸なࡣの授業࡛ࡁࡾᢏ⬟あࡀࡕࡓ

㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）研究ࡓࡌឤࢆࡇ࠺

のࢨࢹンሗ࿌のᇳ➹ࢆᢸᙜしࡓ㸬

ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪吉井ⱥ博(p.307) 

 

㸲㸷）LET'S STUDYࣞࢡሿ 

➨ 7ᅇ 特ูάືࢡࣞ

ࣜエ࣮ࣙࢩン 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 4᭶ බ┈㈈ᅋἲ人᪥本ࣜࣜࢡ

エ ࣮ ࢩ ࣙ ン ༠ 

Recrew(ࣞࢡル࣮)➨ 682

ᕳ 2018年 4᭶ྕ 

ᑠ学ᰯおࡿࡅ特ูάືの⌧≧ࢡࣞ

ࣜエ࣮ࣙࢩンά⏝おࡿࡅㄢ㢟࠸ࡘ

࡚ၥ㢟ᥦ㉳しࡓㄽᩥ㸬ᑠ学ᰯの特ูά

⌧ンのάືෆᐜのࣙࢩエ࣮ࣜࢡࣞື

㸬ࡓ究し⪄ࢆᚋのᒎᮃࡘㄢ㢟㸪か≦

ࢩエ࣮ࣜࢡの中࡛㸪学ᰯ⌧ሙ࡛のࣞࡑ

ࣙンのά⏝᪉ἲのᥦな࠸࡚ࡗ⾜ࢆ

ඛ㥑ⓗなࡿࡅお㸪特ูάືࡓࡲ㸬ࡿ

学ᰯ教育ᐇ㊶ࢹࣔࡸル࣮ࢣスࢆ ⤂ࡘ3

介しࡓ㸬(pp.34㹼35) 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸳㸮）ࠕ子育࡚のᨭࠖ

 子育࡚ᨭࠖࠕ

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 6᭶ ᪥本ᗂඣయ育学࣮ࣗࢽ

ス࣮ࣞࢱ ➨ 12ᕳ➨ 2ྕ 

ᗂ⛶ᅬ࡛⾜ࠕࡿࡺࢃ࠸ࡿࢀࢃ子育࡚の

ᨭ 子ࠕࡿࢀࢃಖ育ᡤಖ育ᣦ㔪࡛ᢅࠖ

育࡚ᨭࠖの㐪࡚࠸ࡘ࠸ゎㄝしࠋࡓ

子育࡚のᨭࡣ教育ㄢ⛬⨨࡙࡚࠸

ᑐし㸪子育࡚ᨭのࡿの࡛あࡶ࠸な࠸

ࡣಖ育ㄢ⛬⨨ࡶࡓࢀࡽࡅの࡛

あࢆࡇࡿ明☜㏙ࡓ㸬ࠕの ࡿධࡀࠖ

かධࡽな࠸か࡛ᚤጁ㐪ࢆࡇ࠺ㄽ⪃

しࡓ㸬(pp.6㹼7) 

 

 㸳㸯）ᑠ学ᰯおࡿࡅ㣗

育ᐇ㊶㛵すࡿ研究㸸⟶

⌮栄㣴ኈ・栄㣴教ㅍࡼ

健ᗣな⏕άࠖࠕ㸱年ಖ健ࡿ

の༢元㛤Ⓨ 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 7᭶ ᪥本子ࡶ㣗育学➨㸰

ᅇ学⾡⥲ㄽᩥ㞟 

ᑠ学ᰯ 3年の༢元ࠕ健ᗣな⏕άࠖࢆぢ

の栄㣴≀㸪㣗テ࣮マࢆࡇࡿࡵࡘ

㸬ᢸ任ཬࡓࡗ⾜ࢆ㊶の授業ᐇ࡚࠸ࡘ

ඹྠࡿࡼ栄㣴教ㅍ（⟶⌮栄㣴ኈ）ࡧ

ᐇ㊶࡛あࡓࡗ㸬ሗ࿌⪅ࡣ学⣭ᢸ任࡛あ

な㣗ࡲࡊࡲࡉࡿ࠸࡚ࢀࢃ㸬⤥㣗ࡿ

あかࠕࢆ≀ （ࠖయࢆసࡶࡿなࡿ）㸪

な࣮ࢠルࢿかすエືࢆయࠖ）ࢁ࠸ࡁࠕ

ࡾࡳࠕ㸪（ࡿ （ࠖయのㄪ子ࡿ࠼ᩚࢆ）の

3Ⰽ௰間ศࡅし㸪ࢀࡒࢀࡑのാࢆࡁ

学ࢆࡇࡪな目ⓗしࡓ㸬(p.13) 

 

 㸳㸰）Practical study of 

educational effect by 

elementary school 

elementary school 

"assistance" elementary 

school 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 8᭶ International School 

Psychology 

Association(ISPA2018) 

 July 26-28, 2018 Tokyo 

Seitoku 

University ,Tokyo,Japan 

本研究ࡣおᡭఏࢆ࠸し㸪子ࡀࡶ⮬❧

しࡓᐙᗞ⏕άࢆ㏦ࢆࡇࡿ目ⓗᐇ㊶

しࡓ㸬ࠕおᡭఏࡾࡤࢇࡀ࠸カ࣮ࢻ 書ࠖࢆ

かࡏẖ᪥⾜ࡓࡏࢃ㸬201X年 10᭶かࡽ

㛤ጞし 12᭶࡛ࡲᐇしࡓ㸬ᑐ㇟ࡣ⚾❧

ᑠ学ᰯの 2年⏕ 42ྡ㸪ඣ❺ࠕࡣお࡚

ࡣ⪅㸪ಖㆤࢆࠖࢺ࣮ࢣン࠸ࡔࡘ 12

᭶の᠓ㄯࠕおᡭఏ࠸㛵すࡿ

ンࢆࠖࢺ࣮ࢣ書かࡓࡏ㸬ࡑの⤖ᯝ㸪お

ᡭఏࡾࡤࢇࡀ࠸カ࣮ࢆࢻᑟධすࡇࡿ

࡛㸪ඣ❺ࡀおᡭఏࢆ࠸⋡ඛし࡚⾜࠸㸪

ಖㆤ⪅ࡶ⫯ᐃⓗࡅཷṆࡇࡿ࠸࡚ࡵ

ࡇࡿすࢆ࠸㸬おᡭఏࡓࡗなかࡽ明ࡀ

᭷ຠ࡛࡚ࡗ❧⮬ඣ❺の⏕άのࡣ

あࡿ㸬(p.47) 

 㸳㸱）A Study on 

Educational Practice by 

Locomo Exercise in 

Elementary School 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 8᭶ The Asian Society of 

Physical Education of 

Young Children 㸭 The 

14th.A-PEC 2018 in Japan

㸭 Waseda University 

(Saitama,Japan) 

本研究࡛ࡣ㸪ᑠ学⏕のロࣔࢥテࢩࣈ

ンࢻロ࣮࣒のண㜵ࡘなࡿࡀಖ健య育

ศ野の㢟ᮦ࡛あ࠸ࡽࡡࡿෆᐜཬࡧ

なάືࢆ㸪ࡑのᐇ㊶おࡧࡼᣦᑟᙧែ

目ⓗࢆࡇࡿศ㢮し㸪᳨ウす࡚࠸ࡘ

しࡓ㸬ᑠ学⏕ 1年かࡽ 5年⏕ࡀᑐ㇟࡛

あࡓࡗ㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）ඹྠ研究ࡼ

ሗ࿌のࡧⓎ⾲ཬンࢨࢹ㸪研究のࡾ

ᩥࢆᢸᙜしࡓ㸬ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪㕥

木ఙஓ(pp.76-77) 

 㸳㸲）ᑠ学ᰯ 2年⏕⏕ά

ࡼᣮᡓࠖ࠸おᡭఏࠕ⛉

 教育ຠᯝの᳨ウࡿ

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 8᭶ ᪥本学ᰯᚰ⌮学➨ 20ᅇ

学⾡⥲ㄽᩥ㞟 

本研究ࡣおᡭఏࢆ࠸し㸪子ࡀࡶ⮬❧

しࡓᐙᗞ⏕άࢆ㏦ࢆࡇࡿ目ⓗᐇ㊶

しࡓ㸬ࠕおᡭఏࡾࡤࢇࡀ࠸カ࣮ࢻ 書ࠖࢆ

かࡏẖ᪥⾜ࡓࡏࢃ㸬ᑐ㇟ࡣ⚾❧ᑠ学ᰯ

の 2年⏕ 42ྡ㸪ඣ❺ࠕࡣお࡚࠸ࡔࡘ

ࢺ࣮ࢣン ࡣ⪅㸪ಖㆤࠖࢆ 12᭶の᠓

ㄯࠕおᡭఏ࠸㛵すࡿン࣮ࢣ

࠸の⤖ᯝ㸪おᡭఏࡑ㸬ࡓࡏ書かࢆࠖࢺ

㸪ඣ࡛ࡇࡿᑟධすࢆࢻカ࣮ࡾࡤࢇࡀ

⪅㸪ಖㆤ࠸⾜ඛし࡚⋠ࢆ࠸おᡭఏࡀ❺

ࡽ明ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡵṆࡅཷᐃⓗ⫯ࡶ

かなࡓࡗ㸬おᡭఏࢆ࠸すࡣࡇࡿඣ

❺の⏕άの⮬❧࡚ࡗ᭷ຠ࡛あࡿ

⤖ㄽࡿࢀࡽࡅ㸬(p.47) 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸳㸳）学⣭άືࠕヰྜ࠸

άືࠖのື⏬ど⫈ࢆ㏻し

࡚࠸ࡘࡁ教師のẼ࡙ࡓ

の研究:ᑠ学ᰯ教師教

職ㄢ⛬ᒚಟ学⏕のほⅬの

㐪࠸ὀ目し࡚          

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 8᭶ ᪥本特ูάື学➨ 26ᅇ

大研究Ⓨ⾲せ᪨㞟㘓 

本研究࡛ࡣ㸪ඛ㥑ⓗな学⣭（2年⏕）

のྲྀࢆࡳ⤌ࡾ㸪教師し࡚のẼ࡙ࡁの

㐪࡚࠸ࡘ࠸ศᯒしࡓ㸬ᑠ学ᰯ教師の

どⅬ教職ᚿᮃ学⏕のン࣮ࣗࣅࢱ

かࢀࡒࢀࡑࡽ⪃ᐹࡓࡗ⾜ࢆ㸬（ᢸᙜ部ศ

ᴫせ）ඹྠ研究ࡾࡼ㸪研究のࢨࢹ

ンሗ࿌のᩥࢆᢸᙜしࡓ㸬ඹⴭ⪅㸸

ኳ野ᖾ㍜・山田┿紀・ΎỈඞ博・村℩

ᝅ・⋢木博章・矢野正(p.65) 

 

 㸳㸴）ᑠ学ᰯおࡿࡅロ

 ㊶教育ᐇࡿࡼ᧯యࣔࢥ

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 8᭶ ᪥本ᗂඣయ育学➨ 14ᅇ

⥲ㄽᩥ㞟 

本研究࡛ࡣ㸪ロࣔࢥテࢩࣈンࢻロ࣮

健ᗣศ野の㢟ᮦ࡛ࡿࡀなࡘのண㜵࣒

あ࠸ࡽࡡࡿෆᐜཬࡧなάືࢆ㸪ࡑ

のᣦᑟᙧែ࡚࠸ࡘศ㢮し㸪᳨ウすࡿ

⏕ᑠ学㸬ࡓし目ⓗࢆࡇ 5年⏕

㸬（ᢸᙜ部ศᴫࡓࡗᑐ㇟࡛あࡀスࣛࢡ1

せ）ඹྠ研究ࡾࡼ㸪研究のࢨࢹン

㸬ඹⴭ⪅㸸矢ࡓᢸᙜしࢆሗ࿌のᩥ

野正㸪㕥木ఙஓ(p.76) 

 

 㸳㸵）ᑠ学ᰯ 2年⏕⏕ά

大సᡓࠖ࠸おᡭఏࠕ⛉

 ㊶教育ຠᯝのᐇࡿࡼ

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 8᭶ ᪥本教育ᚰ⌮学➨ 60ᅇ

⥲ㄽᩥ㞟 

本ᐇ㊶の࠺ࡼ㸪おᡭఏࡾࡤࢇࡀ࠸カ

ࡀ❺㸪ඣ࡛ࡇࡿᑟධしᐇ㊶すࢆࢻ࣮

おᡭఏࢆ࠸⋡ඛし࡚⾜࠸㸪ಖㆤ⪅ࡶ⫯

ᐃⓗ子ࡶの⾜ືࡅཷࢆṆࡿ࠸࡚ࡵ

すࢆ࠸㸬おᡭఏࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇ

࡚ࡗ❧⮬㸪ඣ❺の⏕άのࡣࡇࡿ

᭷ຠ࡛あࡶࡿのࡿࢀࡽ࠼⪄㸬本༢元

ࡁ࡛ࡀࡳ⤌ࡾの༠ാのྲྀ⪅㸪ಖㆤࡣ

か࠺かࡿࡁỗ࡛㸪の༢元ࡀࡓ

⩦㸬᪂学ࡿの研究ㄢ㢟࡛あ㸪ᚋࡣ

ᣦᑟせ㡿ࡶ࿌♧ࡓࢀࡉの࡛㸪ᑠ学ᰯ⏕

ά⛉の目ⓗἢࡳ⤌ࡾྲྀࡓࡗのぢ┤し

࣮ࢹ㸪⤫ィⓗなࡓࡲ㸬࠺ࡼࢀࡽࡵồࡀ

 㸬(p.660)ࡿᚲせ࡛あࡶの⿵㊊ࢱ

 

 㸳㸶）ᑠ学ᰯおࡿࡅ子

ண㜵の᭷ຠᛶࣔࢥロࡶ

 研究ࡿ㛵す

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 12

᭶ 

᪥本教育ᐇ㊶学研究大

ㄽᩥ㞟 21 

本研究࡛ࡣ㸪ᑠ学⏕のロࣔࢥテࢩࣈ

ンࢻロ࣮࣒のண㜵ࡘなࡿࡀ健ᗣศ野

の㢟ᮦ࡛あ࠸ࡽࡡࡿෆᐜཬࡧなά

ศ㢮し㸪࡚࠸ࡘのᣦᑟᙧែࡑ㸪ࢆື

᳨ウすࢆࡇࡿ目ⓗしࡓ㸬ᑠ学⏕ 1

年かࡽ 5年⏕ࡀᑐ㇟のࢺ࣮࣮࣍ࢥ研究

࡛あࡓࡗ㸬（ᢸᙜ部ศᴫせ）ඹྠ研究

ࢆሗ࿌のᩥンࢨࢹ㸪研究のࡾࡼ

ᢸᙜしࡓ㸬ඹⴭ⪅㸸矢野正㸪㕥木ఙஓ㸪

吉井ⱥ博(pp.144-145) 

 

㸳㸷）学⣭άືࠕヰྜ࠸

άືࠖのື⏬ど⫈ࢆ㏻し

࡚࠸ࡘࡁ教師のẼ࡙ࡓ

の研究㸸ࠕヰྜ࠸άືࠖ⇍

㐩⪅ึᚰ⪅ࢆẚ㍑すࡿ

 ࡽルศᯒかࢥࢺロࣉ

ඹⴭ 令和元年 9᭶ ᪥本特ูάື学➨ 28ᅇ

研究大ㄽᩥ㞟 

本研究࡛ࡣ㸪ᑠ学ᰯ࡛のヰྜ࠸άືࢆ

ᣦᑟすࡿ㝿㸪教師の⇍㐩ࢆᅗୖࡿ

࡛大ษなࡿせ⣲ࢆ明ࡽかすࡇࡿ

㸬学⣭άືのື⏬どࡓᐇし目ⓗࢆ

⫈の中࡛のࡁࡸࡪࡘෆᐜࢆカテ࣮ࣜࢦ

し㸪ࡑのศᯒࡶ⪃ᐹかࡽぢ࠼

⫈どࡧάືの研ಟ᪉ἲཬ࠸ヰྜࡓࡁ࡚

のほⅬのࠕル࣮ࢡࢵࣜࣈ 㸬ࡓᥦしࠖࢆ

ඹⴭ⪅㸸ኳ野ᖾ㍜㸪山田┿紀㸪矢野正

 か(p.45)
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸴㸮）ࢢル࣮ࣉάືྲྀࢆ

 教ဨ㣴ᡂࡓࢀධࡾ

ඹⴭ 令和元年 10᭶ ᪥本教育ᚰ⌮学➨ 61ᅇ

⥲ㄽᩥ㞟 

教ဨ㣴ᡂ࡛のࢢル࣮ࣉάືの授業のᒎ

㛤ࢆ⤂介しࡓ⮬ࢩン࣒࢘ࢪ࣏㸬ึ

年次教育࢟ࡸャࣜ教育࡛のᒎ㛤ࢆ

⤂介.⏬・ヰ㢟ᥦ౪・ᣦᐃウㄽ㸭㕥木

由美・矢野正・原田ᩗᩥ・✄田㐩ஓ㸪

⏬・ྖ・ヰ㢟ᥦ౪㸭ᐊ㇂雅美㸪

⏬㸭原田ቑᘅ㸪⏬・ヰ㢟ᥦ౪㸭大ሯ

㈗之(pp.118-119) 
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教  育  研  究  業  績  書 

令和㸰年㸱᭶㸱㸯᪥ 

Ặྡ 吉 田  明 史 

研 究 ศ 野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

ᩘ学教育 中高おࢃࡿࡅかࡿ授業㸪高大᥋⥆㸪ホ౯㸪ಖ育⪅のᩘ学 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯

㡯 年᭶᪥ ᴫ せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ 

ᖹᡂ 27年度᳨ᐃ中学ᰯᩘ学教⛉書ⴭ⪅（ၨ林㤋） H27.12 ዉⰋዪ子大学⌮学部ᩘ≀⛉学⛉の教職ㄆᐃ⛉目ࠕ中➼ 

教⛉教育ἲᩘ学ϩࠊBࠖの講⩏お࡚࠸ά⏝しࠋࡓ 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯ 

授業ンࢺ࣮ࢣお࡚࠸学⏕かࡽ高ホ౯ࢆᚓࠋࡓ H25 ࠕሗࣜテ࣮ࣛࢩϨࠖྠࠕϩࠖお࡚࠸㸪⣙ 80㸣の学

かࡽㄝ明ࢃࡀかࡸࡾす࠸のホ౯ࢆᚓࠋࡓ 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯 

1) ᩥ部⛉学┬ึ➼中➼教育ᒁど学ጤဨ H23.3 高➼学ᰯの学ຊྥୖ࡚࠸ࡘの研究ᣦᐃᰯ㸪ᣦᐃᆅ 

ᇦのỴᐃのᑂᰝࢆᢸᙜすࡿ（2年間）ࠋ 

2) 研究講₇講師 H23.10 
ᾏ㐨ᩘ学教育研究（᪫ᕝ大）࡚高➼学ᰯ部講

師ࠋࡓࡵົࢆ 

3) 研究授業のᣦᑟຓゝ H23.11 

ዉⰋ┴ኳ⌮ᕷ教育ጤဨദࠕ学⩦ពḧࢆ高ࡿࡵゝㄒά

ືのᐇ ᣦᑟ࡚࠸ࡘ教ဨの授業ࡿ࠸し࡚テ࣮マࠖࢆ

ຓゝしࡓ（ኳ⌮ᕷ❧༡中学ᰯ） 

4) ᩥ部⛉学┬ SSH⏬ホ౯ጤဨ H24.4 SSHの㐠Ⴀ⏬㛵ࡾࢃ㸪⌧≧ㄢ㢟㸪ᚋの᪉ྥᛶ 

 （中⥆⥅）ࡿࢃ㛵の㆟ㄽ࡚࠸ࡘ

5) ㏆␥ᩘ学教育研究Ⓨ⾲ዉⰋ大ᐇ⾜ጤဨ㛗 H24.4 
本┴࡛⾜ࡿࢀࢃ研究Ⓨ⾲大のᐇ⾜ጤဨ㛗ࡵົࢆ㸪大

の‽ഛ㐠Ⴀࢆᢸᙜし1）ࡓ年 9ࣨ᭶）ࠋ 

6) 研ಟ講師 H24.6 
ዉⰋ┴ᩘ学教育ࠕ高➼学ᰯᩘ学⛉おࡿࡅホ౯ 㢟ࠖ

し࡚高➼学ᰯ教ဨᑐし࡚講₇しࠋࡓ 

7) 研ಟ講師 H25.10 

青森┴教育ጤဨദࠕ高➼学ᰯの学⩦ᣦᑟ学⩦ホ౯

のᕤ夫 ࢆ⩦₇ᑐし࡚講₇㢟し࡚㸪高➼学ᰯ教ဨࠖ

 ࠋࡓࡗ⾜

8) 研ಟ講師 H27.2 

ዉⰋ┴Ᏹ㝀ᕷ教育ጤဨദの研ಟ࡚㸪ᕷෆのᗂ⛶

ᅬ教ဨ 30ྡ⛬度ᑐし࡚㸪ᗂ⛶ᅬ教育の⌧≧ㄢ㢟ࢆ

㋃࠼ࡲ㸪ಖ育⪅ᚲせなᩘ学ຊ࡚࠸ࡘ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

9) 教育ᐇ㊶₇⩦講師 H27.9 
㱟㇂大学学⏕（3㸪4ᅇ⏕）ᑐし࡚㸪ࠕᮇᚅࡿࢀࡉ教

師ീࠖ㢟し࡚㸪講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

10) 研ಟ講師 H28.8 

᪥本ᩘ学教育学ദの講⩦（ᒱ㜧┴） 中学ᰯࠕ࡚

ࡗ⾜ࢆ⩏講࡚࠸ࡘホ౯ࠖᣦᑟࡓព㆑しࢆ⥆の᥋

 ࠋࡓ

11）研ಟ講師 H28.8 

ዉⰋ┴教育ጤဨദ 10年⤒㦂⪅研ಟ࡚㸪ࠕ特Ⰽあ

࡚࠸ࡘのᙺ࣮ࢲ࣮ࣜࡾࡃ学ᰯ࡙ࡿ のࠖ講⩏ࡗ⾜ࢆ

 ࠋࡓ

12) 研ಟ講師 H31.6 

東大㜰ᕷ教育ࢭン࣮ࢱദ中学ᰯᩘ学研ಟ講ᗙ講師 

ࡃ学の授業࡙ᩘ・ᩘ⟭ࡴ育ࢆᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࠕ

 ձࡾ

13) 研ಟ講師 H32.1. 

東大㜰ᕷ教育ࢭン࣮ࢱദ中学ᰯᩘ学研ಟ講ᗙ講師 

ࡃ学の授業࡙ᩘ・ᩘ⟭ࡴ育ࢆᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࠕ

 ղࡾ

14) ㏆␥ᩘ学教育研究Ⓨ⾲ዉⰋ大ᐇ⾜ጤဨ㛗 R2.4 次年度ዉⰋ┴࡛⾜ࡿࢀࢃ大の㈐任⪅（⥅⥆中）ࠋ 
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㸳 ࡑの   

1) ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学 学㛗 H25.4 学㛗し࡚学㛗ࢆ⿵బしࡓ（1年間）ࠋ 

2) ዉⰋ学ᅬ大学 学㛗 H26.4 学㛗ࢆ⿵బし㸪Ⓩ美ࣨୣ࢟ャンࣃスࢆ⤫ᣓしࡓ（4年間） 

3) ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部 学㛗 H26.4 ▷ᮇ大学部の学㛗し࡚教育⤒Ⴀ㛵ࡓࡗࢃ（5年間） 

4) 学ᰯἲ人ዉⰋ学ᅬ ᖖ⌮ H26.4 

 
ἲ人యの⤒Ⴀ㛵ࡓࡗࢃ（4年間）ࠋ 

5) 学ᰯἲ人高野山学ᅬ ┘ H27.4 ἲ人యの業ົࢆ┘ᰝし࡚ࡿ࠸（⥅⥆中）ࠋ 

   

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

1) 中学ᰯ教ㅍ 一⣭ᬑ㏻චチ≧ S50.3  49中一ᬑ➨ 975ྕ（広島┴教育ጤဨ） 

2) 高➼学ᰯ教ㅍ ⣭ᬑ㏻චチ≧ S50.3  49高ᬑ➨ 1318ྕ（広島┴教育ጤဨ） 

3) 高➼学ᰯ教ㅍ ᑓಟචチ≧ H2.7 ᖹ 2高ᑓಟ➨ 21ྕ（ዉⰋ┴教育ጤဨ） 

㸰 特チ➼   

  特記㡯なし   

   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

1) 学⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞస業ࠊ学⩦ᣦᑟせ㡿ᬑཬ㛵 H8.4 ᩥ部⛉学┬ึ➼中➼教育ᒁ中学ᰯㄢ㺃高➼学ᰯㄢ教⛉ㄪ 

 ࠋ（࡛ࡲH13.3）ᰝᐁ  ࠋࡿࢃ 

2) 高➼学ᰯ教育ㄢ⛬ᐇ≧ἣㄪᰝၥ㢟సᡂ༠ຊ⪅ H13.4 ᩥ部⛉学┬ࡀᐇすࡿ教育ㄢ⛬ᐇ≧ἣㄪᰝ（ᩘ学Ϩ） 

  のၥ㢟సᡂ༠ຊ⪅（H15.3࡛ࡲ）ࠋ 

3) ホ౯つ‽ࠊホ౯᪉ἲ➼の研究㛤Ⓨ㛵す᳨ࡿウ  ᅜ❧教育ᨻ⟇研究ᡤࡀᐇすࡿ研究㛤Ⓨの᳨ウጤဨ 

 ጤဨ  し࡚中学ᰯཬࡧ高➼学ᰯᩘ学⛉のホ౯つ‽సᡂ➼㛵 

 ࠋ（࡛ࡲH15.3）ࡿࢃ  

4) ⛉学研究㈝⿵ຓ金ᑂᰝ部ᑓ㛛ጤဨ H16.4 ᩥ⛉┬⛉研㈝のᑂᰝጤဨし࡚ࠊ⌮ᩘ⣔教育のᑂᰝ 

  あࡿࡓ（H17.3࡛ࡲ）ࠋ 

5) 教育ㄢ⛬ᐇ≧ἣㄪᰝศᯒ༠ຊ⪅ H17.10 ᅜ❧教育ᨻ⟇ᡤࡀᐇすࠕࡿ教育ㄢ⛬ᐇ≧ἣㄪᰝ のࠖ 

  ⤖ᯝศᯒࡓࡗ⾜ࢆ（H18.3࡛ࡲ）ࠋ 

6) 高➼学ᰯ教育ㄢ⛬ᐇ≧ἣㄪᰝ⤖ᯝศᯒጤဨ H18.4 ᩥ部⛉学┬ࡀᐇすࡿ高➼学ᰯ教育ㄢ⛬ᐇ≧ἣㄪᰝ 

  （ᩘ学Ϩ）の⤖ᯝࢆศᯒしࡓ（H19.3࡛ࡲ）ࠋ 

7) 学ㄅ⦅㞟ጤဨ H20.4 ᪥本ᩘ学教育学の⦅㞟ጤဨし࡚ᢞ✏ㄽᩥࢆᰝㄞし 

 ࠋ（࡛ࡲH21.3）ࡓ  

8) 学ㄅᰝㄞጤဨ H20.4 ᅜᩘ学教育学のᰝㄞጤဨし࡚ᢞ✏ㄽᩥࢆᰝㄞし 

 （࡛ࡲH21.3）ࡓ  

9) SSH㐠Ⴀᣦᑟጤဨ H20.4 ዉⰋዪ子大㝃ᒓ中➼教育学ᰯཬࡧ┴❧ዉⰋ高➼学ᰯの 

  SSHの㐠Ⴀᑐし࡚ᣦᑟຓゝしࡓ（H22.3࡛ࡲ）ࠋ 

10) 学のࢩンࢪ࣏スࢺ H20.10  ᪥本教育᪉ἲ学お࡚࠸㸪ࢩンࢪ࣏スࢺし࡚ࠊ教 

  職大学㝔の学ᰯᐇ㊶࡚࠸ࡘ㐃ᦠ༠ຊᰯおྲྀࡿࡅ⤌ 

 ࠋࡓ介し⤂ࢆ  

11) ᩥ⛉┬中ኸ教育ᑂ㆟ጤဨ  中ኸ教育ᑂ㆟࣮࣡࢟ンࢢࢢル࣮ࣉጤဨし࡚㸪⏕ᚐᣦ

   ᑟせ㘓ᨵ善かかࡿᑂ㆟加ࠋࡓࡗࢃ 

12) 研究ᣦᑟຓゝཬࢩࡧンࢪ࣏スࢺ H22.8 ᪥本ᩘ学教育学ദ研究Ⓨ⾲大（᪂₲）࡚㸪研 

  究Ⓨ⾲のᣦᑟຓゝࡶ࠺⾜ࢆ㸪ࠕホ౯ࠖ㛵すࡿ 

 ࠋࡓࡵົࢆࢺスࢪ࣏ンࢩの࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ  

13) 大学のබ㛤ࢩン࣒࢘ࢪ࣏のࢩンࢪ࣏スࢺ H22.10 ᅜ❧大学ἲ人 香ᕝ大学ࡀദすࢩࡿン࣒࢘ࢪ࣏ 

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᥦゝࡿࢃ㛵し࡚ホ౯ࢺスࢪ࣏ンࢩ  

14) 学講師ཬࢩࡧンࢪ࣏スࢺ H23.8 ᪥本ᩘ学教育学ദ㸪➨ 7ᅇ ⟬ᩘ・ᩘ学教育࠼⪄ࢆ 

 高➼学ᰯ࡚࠸ࡘ᪉ࠖࡾホ౯のあᣦᑟࠕ㸪࡚ࡿ  

  部࡛講₇すࡶࡿ㸪ࠕ᪂教育ㄢ⛬おࡿࡅᣦᑟ 

 ンࢩ࡛࣒࢘ࢪ࣏ンࢩࡓしテ࣮マࢆ᪉ࠖࡾホ౯のあ  

 ࠋࡓࡵົࢆࢺスࢪ࣏  

㸲 ࡑの 
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研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書） 

 

1.᪂し࠸ᣦᑟせ㘓ࢀࡇ

かࡽのホ౯ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 22年 6

᭶ 
 ࠸ࡏ࠺ࡻࡂ

高➼学ᰯの⏕ᚐᣦᑟせ㘓のᨵゞᙜࡓ

ホ౯のほⅬのᨵࡿࡅお学教育ᩘ,࡚ࡗ

善ࡑࡸの㊃᪨࡚࠸ࡘゎㄝしࠊᣦᑟホ

౯の一య࡚࠸ࡘㄽ㏙ࠋ 

⦅⪅㸸↓⸨㝯㸪ⴭ⪅㸸安ᙪ忠ᙪ㸪ኳ➟ⱱ㸪

大ᮡⱥ㸪Ἑ野ᗤ介㸪根本博㸪吉田明史

か 45ྡ 

ᢸᙜ部ศ㸸P.32-P.37,P.48-P.51 

ᚑ᮶の 4ほⅬの㊃᪨の㐪࠸㸪ࡅࢃࡾ

ᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ一యのࡶの

ᤊࡇࡿ࠼かࡽ㸪ᩘ 学ⓗな⾲⌧ᩘࡀ学ⓗ

なᛮ⪃ᩘ学ⓗなฎ⌮ศかࡿ࠸࡚ࢀ

 ࠋࡓゎㄝしࢆࡇ

㸿5ุ 221㡫 

2.高➼学ᰯ᪂学⩦ᣦᑟせ

㡿のᒎ㛤（ᩘ学⛉⦅） 
ඹⴭ 

ᖹᡂ 22年 6

᭶ 
明治ᅗ書 

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ᩘ学⛉の㊃᪨ࢆලయⓗ

 ࠋゎㄝ

⦅⪅㸸吉田明史 

ඹⴭ⪅㸸▼ᩄ雄ࠊሯ原久美子ࠊ㐓ぢ由

紀子ࠊ西村ᆂ一ࠊ⇃ၨ之ࠊ岡光⠊ࠊ

一ᴦ㔜雄ࠊ岡部ᜏ治ࠊ┿島⚽⾜ࠊబ⸨ゝࠊ

山口Ṋᚿࠊ㯮木ဴᚨࠊబᙪࠊ根ୖ⏕

ஓࠊᾉᕝᖾᙪࠊᶓᘺ┤ᾈ 

ᢸᙜ部ศ㸸ᩘ学⛉ᨵゞのせⅬ➼ P.9㹼

P.31ᩘࠊ学⛉のᐇ㊶ㄢ㢟授業タィ

P.166㹼P.175ࠊ㸿5ุ 222㡫 

 

ࡿࡃࡘࢆ授業ࠖࡿかࢃࠕ.3

中学ᰯᩘ学⛉教ᮦ研究㸤

授業ࢨࢹン 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 22年 10

᭶ 
明治ᅗ書 

中学ᰯᩘ学おࢃࠕࡿࡅかࡿ授業ࠖの

㐀࡚࠸ࡘ㸪ලయⓗなࡶࢆㄽ㏙

しࠋࡓ㢟ᮦࡣ中学ᰯᩘ学࡛あࡀࡿ㸪ࢃか

高➼学ᰯᩘ学ࡣ㛵し࡚授業の㐀ࡿ

のࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗなෆᐜࡿࡁ࡛⏝άࡶ

ⴭ書ࡣ㸪⛉研㈝ᇶ┙研究 A（ᖹᡂ 19年

㹼ᖹᡂ 21年㸹研究௦⾲⪅吉田明史）の

ᡂᯝࢃࠕࢆかࡿ授業ࠖ↔Ⅼし࡚⦅㞟

しࡶࡓのࠋ 

⦅⪅・┘ಟ㸸吉田明史 

ඹⴭ⪅㸸ᅧ᐀㐍ࠊ⇃ၨ之ࠊ㔜松ᩗ一ࠊ 

ᢸᙜ部ศ㸸  ࠊࢪ࣮࣌35

ㄝ明ࢆ࠸の㐪授業࠸ࡼ授業ࡿかࢃ

しࡓᚋ㸪ࢃかࡿ授業すࡵࡓࡿのᅉ子ࢆ

明☜し㸪ලయⓗなᣦᑟのᅾࡾ᪉࠸ࡘ

࡚ㄽ㏙しࠋࡓ㸿5ุ 160㡫 

 

4.中学ᰯᩘ学教⛉書ᇳ➹ ඹⴭ 

ᖹᡂ 23年 2

᭶ 

（᳨ᐃ） 

ၨ林㤋 

ᖹᡂ 24年∧中学ᰯᩘ学教⛉書ࠕᮍ᮶

広ᩘࡿࡀ学㸯 学㸰ᩘࡿࡀ広ᮍ᮶ࠕࠖ ࠊࠖ

学㸱ᩘࡿࡀ広ᮍ᮶ࠕ のࠖⴭ⪅し࡚ᇳ

➹ཬࡧ⦅㞟㛵ࠋࡓࡗࢃ 

ඹⴭ⪅㸸岡本和夫ࠊᑠ㛵⇊⣧ࠊ森ᮡ㤾ࠊ

బࠎ木Ṋࠊ吉田明史か 37ྡ 

ᢸᙜ部ศ㸸ᩘ学㸰➨ 6章☜⋡ P.136㹼

P.151ࠊ㹀5ุ 205㡫ᩘࠊ学㸱➨ 8章

ᶆ本ㄪᰝ P.178㹼P.190ࠊ㹀5ุ 269㡫 

 

ᩘ・ᩘ⟭のࢻンࣛンࣇ.5

学教育 
ඹⴭ 

ᖹᡂ 25年 9

᭶ 
明▼書ᗑ 

㛵しの⟬ᩘ・ᩘ学教育ࢻンࣛンࣇ

࡚㸪カ࣒ࣜࣛࣗ࢟㸪教⛉書㸪授業㸪教ဨ

㣴ᡂのྛどⅬかࡽㄽ㏙しࠋࡓඹⴭ⪅㸸⇃

ၨ之ࠊᅧ᐀㐍ࠊ㏆⸨裕ࠊᰃ元᪂一㑻ࠊ

吉田明史 

ᢸᙜ部ศ㸸㸲章㸯⠇ p.110㹼p.114ࠊp.118

㹼p.122ࠊᑠ学ᰯの⟬ᩘの⌧≧ࠊ࡚࠸ࡘ

授業ほᐹ記㘓ࢆ本ศᯒ・ㄽ㏙しࠋࡓ㸿

5ุ 219㡫 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

6.中学ᰯᩘ学⛉ᣦᑟ書ᇳ

➹ 
ඹⴭ 

ᖹᡂ 26年 9

᭶ 
ၨ林㤋 

ᖹᡂ 28年度∧中学ᰯᩘ学ᣦᑟ書㏻ㄽࠊ

ⴭ⪅㸸岡本和夫㸪森ᮡ㤾㸪బࠎ木Ṋ㸪根

本博㸪吉田明史 13ྡ㸪ᢸᙜ㡫㸹➨ϩ

章㸫㸲 ᩘࠕ学の᭷⏝ᛶのᐇឤ（㸲㡫）ࠖࠊ

➨Ϫ章㸫㸰ࠕㄢ㢟学⩦（㸲㡫）ࠖࠊ中学ᰯ

ᩘ学おᩘ࡚࠸学学⩦ࡀ᭷⏝࡛あࡇࡿ

࠸ࡘのかࡿࡏࡉᐇឤ࠺ࡼのࢆ

࡚ㄽ㏙しࡽࡉࠋࡓ㸪ᩘ学ⓗなぢ᪉ࡸ⪃

ࡾのㄢ㢟学⩦のᅾࡵࡓࡿ育ᡂすࢆ᪉࠼

᪉࡚࠸ࡘㄽ㏙しࠋࡓB5ุ 

 

7.యⓗ⬟ືⓗな学⩦ ඹⴭ 
ᖹᡂ 28年 8

᭶ 
金子書ᡣ 

యⓗ⬟ືⓗな学⩦ࠊᩘ࡚࠸ࡘ 学教育

のほⅬかࡽㄽ㏙ࠋඹⴭ⪅Ლ田ཿ一ࠊ㙊田

㤳治ᮁఀࠊ ᓮ一夫ࠊゅᒇ㔜ᶞࠊ原田智ோࠊ

┤山木⥥子ࠊᢸᙜ部ศ㸸P34㹼p44ࠊA5

ุ 143㡫 

 

8.ಖ育⪅ࡀ㌟࡚ࡅࡘお

㔞・ᙧ・ᩘࠕ学̿ᩘ࠸ࡓࡁ

のឤぬࢆ㣴࠺ಖ育ࠖࠕ

 ࡵࡓかす⏕ࠖົ

ඹⴭ 
ᖹᡂ 29年 6

᭶ 
ⴌᩥ書林 

ಖ育⪅ࡀ㌟࡚ࡅおᩘ࠸ࡓࡁ学ࡘ

ࠋࡓゎㄝし࡚࠸⏝ࢆලయⓗなࠊ࡚࠸

⦅㞟ᢸᙜ吉田明史ࠊ田ᐑ⦕ࠊඹⴭ⪅ 

 

ࢢンࢽ࣮ࣛ・ࣈテࢡ.9

高ᰯᩘ学のࡓࡅ⨨ࢆ

授業ࣛࣉン 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 29年 8

᭶ 
明治ᅗ書 

高ᰯᩘ学おࢡࡿࡅテࢽ࣮ࣛ・ࣈン

ࠊᩘ࡚࠸ࡘࢢ 学ⓗάືの㛵㐃かᩚࡽ

⌮しࡑࠊのホ౯のᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘゝཬし

ࠊඹⴭ⪅㓇井῟ᖹࠊ㞟ᢸᙜ吉田明史⦆ࠋࡓ

⇃ၨ之か ࠊᢸᙜ部ศ㸸P1㹼12ࠊ13ྡ

p92㹼97ࠊp124㹼p132ࠊA4ุ 132㡫 

 

10.ᖹᡂ30年∧ 学⩦ᣦᑟ

せ㡿ᨵゞの࣏ンࢺ 高

➼学ᰯ ᩘ学 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 31年 3

᭶ 
明治ᅗ書 

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞの࣏ンࠊࢆࢺලయ

ⓗな教ᮦࡑのᒎ㛤ࢆ♧し࡚ゎㄝし

 ⪅ඹⴭࠊ㞟ᢸᙜ吉田明史⦆ࠋࡓ

 

（学⾡ㄽᩥ） 

 

ᵓࢆ学の授業ᩘࡿかࢃ.1

⠏すࡵࡓࡿのᇶ♏研究(2)

（ᰝㄞ） 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 23年 3

᭶ 

ዉⰋ教育大学教職大

学㝔研究紀せࠕ学ᰯᐇ

㊶研究ࠖ(3)ࠊP.11㹼

P.20 

ᩘࠖࡿかࢃࠕ 学の授業ࢆᵓ⠏すࡵࡓࡿの

㸱ࡘのスࣛࢺテࢆ࣮ࢪ♧しࠊ教⛉お

の一㈨ࡵࡓ授業ࠖのᒎ㛤のࡿかࢃࠕࡿࡅ

ᩱࢆᥦ౪しࠋࡓ 

 

の⟬ᩘ教ࢻンࣛンࣇ.2

育㸸ࣇンࣛンࢻの教育ไ

度 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 23年 8

᭶ 

᪥本ᩘ学教育学

ㄅ  P.20㹼P.23ࠊ(8)93

ඹⴭ⪅㸸⇃ၨ之ࠊᅧ᐀㐍ࠊ吉田明史ࠊ

┦㤿一ᙪࠊ松元᪂一㑻ࠊ松島 

ඹྠ⦅㞟のࡵࡓᢸᙜ部ศᢳฟྍࠋ 

 

の⟬ᩘ教ࢻンࣛンࣇ.3

育㸸ࣇンࣛンࢻの⟬ᩘ授

業 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 23年 10

᭶ 

᪥本ᩘ学教育学

ㄅ 

 P.18㹼P.23ࠊ(10)93

ඹⴭ⪅㸸⇃ၨ之ࠊᅧ᐀㐍ࠊ吉田明史ࠊ

┦㤿一ᙪࠊ松元᪂一㑻ࠊ松島 

ඹྠ⦅㞟のࡵࡓᢸᙜ部ศᢳฟྍࠋ 

 

4㸬ࣇンࣛンࢻの⟬ᩘ教

育㸸ࣇンࣛンࢻの教ဨ㣴

ᡂ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 23年 12

᭶ 

᪥本ᩘ学教育学

ㄅ 

 P.19㹼P.21ࠊ(12)93

ඹⴭ⪅㸸⇃ၨ之ࠊᅧ᐀㐍ࠊ吉田明史ࠊ

┦㤿一ᙪࠊ松元᪂一㑻ࠊ松島 

ඹྠ⦅㞟のࡵࡓᢸᙜ部ศᢳฟྍࠋ 

 

5㸬高➼学ᰯおࡿࡅホ౯

のᨵ善ᕤ夫（ᩘ学⛉） 
༢ⴭ 

ᖹᡂ 25年 5

᭶ 
学ฟ∧ 

中➼教育㈨ᩱ 6᭶ྕ N0.925 p.48㹼

p.53 中➼教育㈨ᩱ（ᩥ部⛉学┬⦅㞟）ࠊ

高➼学ᰯᩘ学⛉おࡿࡅホ౯のᅾࡾ᪉

ᣦᑟᨵ善ࡘホ౯のពの一ࠊ࡚࠸ࡘ

学ⓗᩘࠊのほⅬのពࡘ㸲ࠊࡇࡿあࡀ

な⾲⌧・ฎ⌮ᩘࡀ学ⓗなᢏ⬟ኚࡓࡗࢃ

ᚋࠊ中ホ౯ࠊ๓ホ౯ࠊのពࡇ

ホ౯のពなࢆゎㄝすࠊࡶࡿホ

౯ࢆ㏻し࡚ᣦᑟࢆぢ┤すࢆࡇලయⓗ

な࡛ㄽ㏙ࠋ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

6㸬ಖ育⪅ᚲせなᩘ学ຊ

のᇶ♏ⓗ研究(1)࡚࠸ࡘ

（ᰝㄞ） 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 25年 11

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学紀せ➨ 44 ྕ p.121

㹼p.136 

ᅜのಖ育⪅㣴ᡂ▷ᮇ大学のㄪᰝࢆ

㏻し࡚ࠊ学⏕ࡀ㌟ࡅࡘなࡤࢀࡅなࡽな

 ࠋࡓㄽㄝし࡚࠸ࡘ学ຊᩘ࠸

 

7㸬ಖ育⪅ᚲせなᩘ学ຊ

 のᇶ♏ⓗ研究（2）࡚࠸ࡘ
༢ⴭ 

ᖹᡂ 27年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部紀

せ➨ 46ྕ p129㹼p149 

ಖ育⪅ࡀ㌟࡚ࡅしᩘࠕ࠸学ຊࠖ

㏻し࡚ࢆࢺ࣮ࢣンࡸㄪᰝ⫣ᩥ࡚࠸ࡘ

⪃ᐹしᩘࠕࠊ学のᇶ♏知㆑ࠖࠕ⎔ቃࢆ

ᵓᡂすࡿຊࠖࡑࡀのᰕ࡛あࡿしࠋࡓ⛉

研㈝⿵ຓ金ㄢ㢟␒ྕ ࡿࡼ263812299

研究 

 

8㸬ᗂඣのάືᩘࢆ学ⓗ

㇏かすࡿ᪉␎（ᰝㄞ） 
༢ⴭ 

ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部紀

せ➨ 47ྕ p81㹼p93 

ᗂ⛶ᅬのάືࢆほᐹしࡓ のかࡘ6

᪉ࡿすか㇏学ⓗᩘࢆᗂඣのάືࠊࡽ

ᐇ㊶ୖのࠕ教ᮦ㛤Ⓨ⬟ຊࠖࠕし࡚␎

⬟ຊࠖのほⅬかᩚࡽ⌮しࠋࡓ 

 

9㸬ಖ育⪅ᚲせなᩘࠕ学

ຊࠖ 

学のᇶ♏知㆑ᩘࠕ̿ ⎔ࠕࠖ

ቃࢆᵓᡂすࡿຊ（ᰝㄞ） 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 28年 10

᭶ 

᪥本ᩘ学教育学㸬➨

49 ᅇ⛅ᮇ研究大Ⓨ

⾲㘓（口㢌Ⓨ⾲）

pp.513㹼516㸬 

ಖ育⪅ᚲせなᩘ学ຊࠊࢆࡘのᰕ࡛つ

ᐃしࡑࠊの㌟࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 

 

10. ಖ育⪅ᚲせなᩘࠕ学

ຊࠖࡑの㣴ᡂ（ᰝㄞ） 
༢ⴭ 

ᖹᡂ 29年 6

᭶ 

᪥本ᩘ学教育学➨

㸳ᅇᮇ研究大ㄽ

ᩥ㞟ࠕᡂᆺㄢ㢟研究

の部ࠖ 

ಖ育⪅ࡀ㌟࡚ࡅしᩘ࠸学ຊࢆ 3

のලయⓗなෆࢀࡒࢀࡑࠊし⌮ᩚのᰕࡘ

ᐜ࡚࠸ࡘㄝ明しࠋࡓ 

 

11. ᗂඣのάືᩘࢆ学ⓗ

なάືすࡿ⎔ቃᵓᡂ（ᰝ

ㄞ） 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 29年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部紀

せ➨ 48ྕ㺂p97㹼109 

ಖ育の中ぢࡿࢀࡽᗂඣのάືࠊࡀಖ育

⪅のࠕ⎔ቃࢆᵓᡂすࡿຊࠖᩘࡾࡼ学ⓗ

ࢻ࣮ࢯࣆエࢆἣ≦ࡃ࠸࡚ࡗࡲ῝

ࢆ学ⓗなほⅬᩘࡀ⪅ಖ育ࠊし࡚ᩚ⌮し

ពᅗし࡚ಖ育ィ⏬ࡇࡿ࡚❧ࢆの㔜せ

ᛶࢆ♧၀しࠋࡓ 

 

12. ಖ育⪅の㣴ᡂẁ㝵

おᩘࡿࡅ学ຊの育ᡂ（ᰝㄞ

） 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 30年 2

᭶ 

㟼岡大学教育ᐇ㊶⥲

➨紀せ࣮ࢱンࢭྜ 28

ᕳ㸪 

p11㹼 18 

ಖ育⪅ᚲせなᩘ学ຊࢆ㌟ࡏࡉࡅࡘ

授業（ⓑ㖟ẚ㸪㯤金ẚ➼）ࡓࡗ⾜ࡵࡓࡿ

㸪ᩘࡶࡿᐹす⪄࡚࠸ࡘ 学ຊ育ᡂ

のㄢ㢟࡚࠸ࡘㄽ㏙しࡓ㸬ⴭ⪅㸸吉田明

史㸪田ᐑ⦕㸪ᅧ᐀㐍㸪ඹྠ⦅㞟のࡵࡓᢸ

ᙜ部ศᢳฟྍࠋ 

 

13. ಖ育⪅ᚲせなᩘࠕ学

ຊ 研ࡿ㛵すの育ᡂࡑࠖ

究 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 30年 5

᭶ 

᪥本ಖ育学（ྎ）

Ⓨ࣮ࢱス࣏࡚࠸お

⾲ 

ಖ育⪅ᚲせなᩘ学ຊ࡚࠸ࡘの研究

の目ⓗ㸪᪉ἲ㸪ෆᐜ࡚࠸ࡘሗ࿌すࡿ

࡚࠸ࡘࢺス࢟㸪ಖ育⪅㣴ᡂのテࡶ

⤂介しࡓ㸬 

 

14. ᑵ学๓⟬ᩘ教育ᐇ⌧

のࡵࡓのಖ育⪅の㣴ᡂ・研

ಟᑓ㛛ⓗ職⬟ᡂ㛗㛵

すࡿ⪃ᐹ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 30年 6

᭶ 

᪥本ᩘ学教育学➨ 6

ᅇᮇ研究大࡚

Ⓨ⾲ 

千ⴥ大学松尾㔜ࢆオ࣮࣮ࢨࢼ࢞

し࡚ ಖ育⪅㣴ᡂࠕࠊࡕ࠺Ⓨ⾲のࡀ5ྡ

おᩘࠕࡿࡅ学ຊࠖのᣦᑟの⌧≧ࠖ࠸ࡘ

࡚口㢌Ⓨ⾲ࠊㄽᩥ㞟 6㡫ᇳ➹ 

 

 （のࡑ）

 

1.学⩦ホ౯のᨵ善㺃ぢ┤し

の᪉ྥ ༢ⴭ 
ᖹᡂ 22年 6

᭶ 
教育㛤Ⓨ研究ᡤ 

᭶หㄅࠕ教職研ಟࠖ38(10)ࠊP.7㹼P.9 

中学ᰯཬࡧ高➼学ᰯ おࡿࡅ目ᶆ‽

ᣐホ౯ࠊ࡚࠸ࡘホ౯㈨ᩱの㞟ࠊホ౯

の㔜ࡳࠊࡅホ౯の⥲ᣓ➼ࡑࠊのලయࢆ

記㏙ࠋ 

教職研ಟ㸸教職 1006ᕳ㢌ゝࠊᕳ㢌ㄽᩥࠊ

P.7㹼9 

2.ほⅬู学⩦≧ἣのホ౯

かࡽホᐃ 
༢ⴭ 

ᖹᡂ 22年 7

᭶ 
教育ㄪᰝ研究ᡤ 

᭶หㄅࠕ教育ᒎᮃ ࠋP.17㹼P.21ࠊ(7)5ࠖ6

᭶หㄅࠕ教職研ಟ  教育ᒎᮃࠖࠕࠖ

特㞟のテ࣮マࠕ᪂し࠸学⩦ホ౯のどⅬ

➼高ࡧ中学ᰯཬࠊ࡚ࠖ࠸ࡘのᙺࡑ

学ᰯのほⅬูホ౯の㊃᪨ࡑのලయ

 ࠋ記㏙࡚࠸ࡘ

 
人間－199



 

 

教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2年  3᭶ 31᪥ 

Ặྡ 安東 雅訓     

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

 ⾲⌧ㄽ࿘㎶の⤌ྜࡏㄽ ᩚᩘのศ, ࣖンࢢᅗᙧ, ẕ㛵ᩘ  

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

(1) 学⩦ᨭࢩステୖ࣒の₇⩦ၥ㢟のබ㛤 

 

ᖹᡂ 24

年 4᭶

㹼ᖹᡂ

30年 3

 

 ⛶ෆᫍ学ᅬ大学お࡚࠸, 講⩏࡛ᢅ₇ࡓࡗ⩦ၥ㢟

ࡶᅾ学⏕の .ࡿ࠸࡚ࡆୖୖ࣒ステࢩ学⩦ᨭࢆ

高ᰯ࡛教ဨࢆし࡚ࡿ࠸༞業⏕ࡧࡓࡧࡓࡶ☜ㄆし࡚おࡾ, 

授業のཧ⪃ࡸ⮬学ά⏝し࡚ࡿ࠸. 

(2) ᑵ職ヨ㦂ᑐ⟇講ᗙおࡿࡅ, ᩘⓗ᥎⌮・ุ

᩿᥎⌮ศ野の᥎⌮ࡿࡼゎἲのᐇ㊶ 

ᖹᡂ 25

年 6᭶

㹼ᖹᡂ

29年 8

᭶ 

 ᩘⓗ᥎⌮・ุ᩿᥎⌮ศ野のၥ㢟ึࡣ➼ⓗなᩘ学࠸⏝ࢆ

間ࢆか࡚ࡅᑀゎ࠼⟆ࡤࡅのฟࡶࡿࡏのࡀṤࡔ

័ࡤࢀす࠺ࡼࡆୖࢆの᪉ἲ࡛正ゎ⋡・ᅇ⟅㏿度ࡑ ,ࡀ

のࡇ࡛ࡇࡑ .せすࢆの間ࡾなࢀࡑ ,ࡃなࡾࡼࡿࢀ

ศ野ᩘࠕࡣ学࡛ࠖࡣなࠕࡃ᥎⌮࡛ࠖあࡿし࡚の, ࣋

ࢆ᪉ἲࡿ᥎⌮すࢆ⊫㑅ᢥࡾࡼࢡࢵࢽࢡのテ➼⋠☜ࢬ

⤂介し࡚ࡿ࠸. ᐇ㝿බົဨヨ㦂➼࡛࠸, ᭷ຠࡗࡔ

 .ࡿ࠸ᚓ࡚ࢆのホ౯ࡓ

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

(1) ᩘ学⛉目₇⩦ၥ㢟 

 

ᖹᡂ 24 

年 4᭶ 

㹼ᖹᡂ 

30年 3 

᭶ 

⛶ෆᫍ学ᅬ大学お࡚࠸, ᢸᙜᩘ学⛉目（ᩘ学ᇶ♏ I, 

II, ⥺ᙧ௦ᩘ学 I, II₇⩦, ௦ᩘ学 I, II, ᗄఱ学 II, 

㞟ྜㄽධ㛛）࡛ᢅ₇ࡓࡗ⩦ၥ㢟ࢆ LMS（࣮ࣛࢽンࢢマࢿ

ୖ（࣒ステࢩࢺン࣓ࢪ ⩦の. 教⛉書の₇ࡶࡓしࣉࢵ

ၥ㢟し࡚ࡣあࡾࡲぢな࠸㢮のၥ㢟ࡶከࡃ載ࡿ࠸࡚ࡏ. 

(2) ᑵ職ヨ㦂ᑐ⟇講ᗙお₇ࡿࡅ⩦ၥ㢟 

 

ᖹᡂ 25

年 6᭶

㹼ᖹᡂ

29年 8

᭶ 

 ⛶ෆᫍ学ᅬ大学おࡿࡅᑵ職ヨ㦂ᑐ⟇講ᗙお࠸

࡚, 教ᮦし࡚⏝しࡶࡓの. ᐃ╔の࠺ᢅࡵࡓၥ㢟

の✀㢮ࡾ⤠ࢆ㢮ఝのၥ㢟ࢆከ࡚࠼ࢁࡑࡃおࡽࢀࡑ ,ࡾ

のၥ㢟ࢆᚓពすࡿ学⏕ࡣዲホ࡛あࡓࡗ. 

 ル㞟ࢬࣃ⌮ᩘ（3)

 

ᖹᡂ 26 

年 12᭶ 

 ⛶ෆᫍ学ᅬ大学ࡕࡲなか࣓࣎ࣛࢹのࣞࣉオ࣮

ル㞟. ᑠ学ᰯప学年ࣞࢬࣃ⌮ᩘࡓ特㞟し࡚࠸おンࣉ

 .ࡿ࠸࡚࠼ᥞࢆ࡛ࡲル࣋ࣞ⏕高ᰯࡽルのၥ㢟か࣋

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

(1) ⛶ෆᫍ学ᅬ大学᥇⏝の学部㛗のホ౯ 

 

ᖹᡂ 24 

年 2᭶ 

 ᩘ学࡚࠸ࡘの῝࠸知㆑࡛ࡅࡔなࡃ, 教育ᑐし࡚ 

の⇕ឤࢆഛ࡚࠼おࡾ, ᩘ学教育࡛ࡅࡔなࡃ教 

ဨ㣴ᡂࡑࡶのຊࢆⓎすࡿᮇᚅすࡿ. 

   

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

(1) ᾏ㐨教育大学大学㝔⏕のᣦᑟ 

 

ᖹᡂ 26

年 9᭶ 

 ᾏ㐨教育大学の大学㝔⏕2ྡᑐし, 大学ᩘ学高

ᰯᩘ学の㛵㐃, 教ဨ᥇⏝ヨ㦂㐣ཤၥのゎㄝ, 中高⏕ྥ

 .ࡓࡗ⾜ࢆ介➼のᣦᑟ⤂ࢡࢵࣆࢺのᩘ学ࡅ

 
ᖹᡂ 27

年 10᭶ 

 ᾏ㐨教育大学の大学㝔⏕  ンᑐし, Latex の2ྡ

ス࣮ࢺル⏝᪉ἲ, 教ဨ᥇⏝ヨ㦂㐣ཤၥのゎㄝ, 大 

学ධヨၥ㢟のᣦᑟ᪉ἲ➼のᣦᑟࡓࡗ⾜ࢆ. 

㸳 ࡑの   

特記㡯↓し   

   

人間－200



職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

   

   

㸰 特チ➼   

   

   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

   

   

㸲 ࡑの   

   

   

研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

     

（学⾡ㄽᩥ）     

（ᰝㄞ᭷）     

1 Combinatorics for 

graded Cartan matrices of 

the Iwahori-Hecke 

algebra of type A. 

ඹⴭ 2013 

Annals of 

Combinatorics , 

17(3)427-442. 

 ⇃本大学山田裕史教授, 岡山大学㕥

木Ṋ史准教授のඹྠ研究࡛あࡿ. オ

࠸⏝のወ・┦㐪ศ➼ᘧのド明࣮ࣛ

ࣉࢵャ࣮ᑐᛂのྛステࢩࣞࢢࡿࢀࡽ

⏝ࢆࢺエ࢘のࡑ ,ࡅࢆࢺエ࢘

࡚࠸ Aᆺ岩ᇼ-ࢣࢵ࣊⎔の次ᩘࡁカル

  .ࡿ࠸記㏙し࡚ࢆン⾜ิの⾜ิᘧࢱ

ඹⴭ㸸山田裕史, 㕥木Ṋ史, 安東雅訓 

 

2 A combinatorial proof 

of an identity for the 

divisor function. 

༢ⴭ 2013 

Electronic Journal 

of Combinatorics, 

20(2)12pp. 

 ෆ村ᆺ q-ᜏ➼ᘧࡿࢀࡤ, ⣙ᩘ㛵

ࡓ㛵㐃しᩘ q⣭ᩘの➼ᘧ࡚࠸ࡘ, ⤌

の࡚࠸⏝ࢆീ ,ヂ⩻ࡿࡼㄽࡏྜ

༢ᑕド明ࢆࡿ࠸࡚࠼. 

3 Products of parts in 

class regular partitions 
ඹⴭ 2017 

Hiroshima 

Mathematical 

Journal, 47(1)15-18. 

 ⇃本大学山田裕史教授のඹྠ研究

࡛あࡿ. r-㢮正則ศかࡽᐃୖ┙ࡿࡲ

2✀の࢘エࢆࢺᐃ⩏し, ࡽࢀࡑの✚ࡀ

㝵ᩘࢆᐃࡿࡵẖ一⮴すࢆࡇࡿ♧し

の⎔ࢣࢵ࣊-岩ᇼࡣ✚0㝵௨㝆の .ࡿ࠸࡚

次ᩘࡁカルࢱン⾜ิの⾜ิᘧ一⮴

すࡿ. ⴭ⪅㸸山田裕史, 安東雅訓 

（ᰝㄞ↓し）     

࣊ャ࣮ᑐᛂࢩࣞࢢ 4

ࢱカルࡁの次ᩘ⎔ࢣࢵ

ン⾜ิ 

ඹⴭ 2011 
ி㒔大学ᩘ⌮ゎᯒ研

究ᡤ, 1738, 83-91. 

 ᩚᩘのศのྛᡂศのಶᩘ࡚࠸ࡘ, 

p-㐍ἲ࡛の᱆ᩘ࠺࠸ࡿ࠼⪄ࢆᘧ, 

ࡿあの⫼ᬒࡑ Aᆺ次ᩘࡁカルࢱン⾜

ิの⾜ิᘧࢆㄝ明し࡚ࡇ .ࡿ࠸の⤖ᯝ

⤖ࡿ㛵すิ⾜ンࢱᏱ野-山田のカルࡣ

ᯝの次ᩘ∧ࡁなࡿ࠸࡚ࡗ.  

ⴭ⪅㸸山田裕史, 㕥木Ṋ史, 安東雅訓 

5 次ᩘࡁカルࢱン⾜ิ

 ㄽࡏྜ⤌ࡿ㛵す
ඹⴭ 2011 

௦ᩘ⩌㔞子⩌の⾲

⌧ㄽ研究㞟ሗ࿌㞟

12-20. 

 オ࣮ࣛのወ・┦㐪ศの➼ᘧの༢ 

ᑕド明ἲの㸯ࢩࣞࢢࡘャ࣮ᑐᛂ 

ࡶࡿࢀࡤのࡀあࡇ .ࡿのࢩࣞࢢャ

̿ᑐᛂのྛステ࢘ࣉࢵエࢆࢺࡅ

次ᩘࡀ✚のࡽࢀࡇ ,࠼⪄ᩘ「ࢆのࡶࡓ

ࡁカルࢱン⾜ิの⾜ิᘧ一⮴すࡿ

  .ࡿ࠸し࡚♧ࢆࡇ

ⴭ⪅㸸山田裕史, 㕥木Ṋ史, 安東雅訓 

6 ⣙ᩘ㛵ᩘ㛵すࡿ q-᪉

⛬ᘧ 
༢ⴭ 2013 

ᾏ㐨大学ᩘ学講究

㘓, 157, 209-212. 

 ⣙ᩘ㛵ᩘ㛵ಀすࡿෆ村ᆺ q-ᜏ➼ᘧ

ㄽⓗなࡏྜ⤌ ,࡚࠸ࡘᘧࡿࢀࡤ

ព࡙ࡅ⢭ᐦࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ. 

人間－201



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

7 ෆ村ᆺ q-ᜏ➼ᘧの⤌ྜ

 一⯡ㄽⓗ⌮ゎࡏ
༢ⴭ 2013 

ᐊ⹒ᕤ業大学ᩘ⌮⛉

学ㄯヰሗ࿌㞟, Web

ᥖ載 

 ෆ村ᆺq-ᜏ➼ᘧࡿࢀࡤq⣭ᩘの➼

ᘧ࡚࠸ࡘ, ᘧኚᙧ・㉸ᗄఱ㛵ᩘの特Ṧ

Ⰽࠎなド明ࡀ知ࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽ, ⤌

 .ࡿ࠸し࡚ド明し࡚ㄽのヰࡏྜ

8 ไ㝈ศのᩘࡆୖ࠼ ༢ⴭ 2017 ᩘ学2࣮ࢼ࣑ࢭ᭶ྕ 

 㞧ㄅᩘࠕ学࣮ࠖࢼ࣑ࢭのᩚᩘのศ特

㞟お࡚࠸, ไ㝈ศのᩘࡘࡆୖ࠼

 .ࡓᢸᙜしࢆの記࡚࠸

     

     （のࡑ）

講₇・学Ⓨ⾲     

1ࣖンࢢᅗᙧのࢡࢵࣇ㛗の

✚ 
 2010年 3᭶ ᪥本ᩘ学年  

次ャ࣮ᑐᛂࢩࣞࢢ 2

ᩘࡁカルࢱン⾜ิ 
 2010年 9᭶ 

᪥本ᩘ学⛅季⥲ྜ 

ศ⛉ 
 

ࢺエ࢘ャ࣮ࢩࣞࢢ 3

 ิ⾜ンࢱカルࡁ次ᩘ
 2010年 10᭶ 

RIMS 研究㞟⤌ྜࡏ

ㄽⓗ⾲⌧ㄽࡑのᛂ

⏝ 

 

4 次ᩘࡁカルࢱン⾜ิ 

 ㄽࡏྜ⤌ࡿࡅお
 2011年 6᭶ 

௦ᩘ⩌㔞子⩌の⾲

⌧ㄽ研究㞟 
 

5 ┦␗ศのࣖンࢢᅗᙧ

 ⣙ᩘ㛵ᩘ
 2012年 3᭶ ᪥本ᩘ学年  

6 ෆ村ᆺ q-ᜏ➼ᘧの⤌ྜ

 一⯡ㄽⓗ⌮ゎࡏ
 2013年 2᭶ 

ᐊ⹒ᕤ業大学ᩘ⌮⛉

学ㄯヰ 
 

7 ⣙ᩘ㛵ᩘ㛵すࡿ q-᪉

⛬ᘧ 
 2013年 2᭶ 

RIMS 研究㞟⤌ྜࡏ

ㄽⓗ⾲⌧ㄽのᒎᮃ 
 

8 ෆ村ᆺ q-ᜏ➼ᘧの⤌ྜ

 一⯡ㄽⓗ⌮ゎࡏ
 2013年 10᭶ 

東ᾏ大学ᩘ学⛉ㄯヰ

 
 

9 ෆ村ᆺ q-ᜏ➼ᘧࣖン

 ᅗᙧࢢ
 2013年 10᭶ 

RIMS 研究㞟⤌ྜࡏ

ㄽⓗ⾲⌧ㄽのᒎᮃ 
 

10 4-正則ศ2014  ࡚࠸ࡘ年 1᭶ 
岡山大学⌮学部ᩘ学

⛉ㄯヰ CORE 
 

11 ศのࢡࢵࣇ㛗の✚

㛵すࡿබᘧ 
 2014年 3᭶ 

➨ 1 ᅇ岡山-広島௦ᩘ

学ࢩン࣒࢘ࢪ࣏ 
 

12 ศ┦␗ศのẕ㛵

ఝᛶの⌮ゎ┦ࡿࡅおᩘ

 ⏝のᛂࡑ

 2014年 9᭶ 
᪥本ᩘ学⛅季⥲ྜ

ศ⛉ 
 

13 ⣙ᩘ㛵ᩘ┦␗ศ  2014年 11᭶ 
東ி↓㝈ྍ✚ศ࣑ࢭ 

 ࣮ࢼ
 

14 ወᩘྎᙧᩘ  2015年 3᭶ ᪥本ᩘ学年  

15 ወᩘྎᙧᩘ  2015年 3᭶ 
➨ 2ᅇ岡山-広島௦ᩘ 

学ࢩン࣒࢘ࢪ࣏ 
 

16 ࣖンࢢᅗᙧのࢡࢵࣇの 

㉸ᑐ⛠ᛶ࡚࠸ࡘ 
 2015年 11᭶ 

ᐊ⹒ᕤ業大学ᩘ⌮⛉

学ㄯヰ 
 

17 㛗᪉ᙧᆺ㝵ẁᆺのࣖ

ンࢢᅗᙧ 
 2016年 3᭶ 

➨ 3ᅇ岡山-広島௦ᩘ 

学ࢩン࣒࢘ࢪ࣏ 
 

18 ຎ正則ศࢩࣞࢢ

ャ࣮ᑐᛂ 
 2016年 8᭶ 

⛶ෆ⾲⌧ㄽᑠ研究㞟 

 
 

19 ࣖンࢢᅗᙧおࣇࡿࡅ

࡚࠸ࡘの㉸ᑐ⛠ᛶࢡࢵ

の⤌ྜࡏㄽⓗド明 

 2017年 8᭶ 
弘๓⾲⌧ㄽᑠ研究㞟 

 
 

20 ᩚᩘのศẕ㛵ᩘ  2018年 8᭶ 
岡山大学オ࣮ࣉン࢟ 

ャンࣃス 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

21 カࣛࢱンᩘの⾲♧ࡘ

の࡚࠸  のド明ࡘ3
 2018年 8᭶ 

⚟井⾲⌧ㄽᑠ研究㞟 

 
 

22 ຎ正則ศࢩࣞࢢ

ャ࣮ᑐᛂ 
 2018年 9᭶ 

岡山大学⌮学部ᩘ学

⛉研究㞟 CORE 
 

22 ຎ正則ศࢩࣞࢢ

ャ࣮ᑐᛂ 
 2018年 9᭶ 

᪥本ᩘ学⛅季⥲ྜ 

ศ⛉ 
 

23 ࿘ᮇᛶࢆᣢࡘ r-正則ศ

 
 2019年 9᭶ 

岡山大学⌮学部ᩘ学

⛉研究㞟 CORE 
 

24 原田のண࡚࠸ࡘの

ᑐ⛠⩌おࡿࡅド明 
 2019年 10᭶ 

➨ 1ᅇዉⰋ学ᅬ大学ᩘ

学࣮ࢼ࣑ࢭ 
 

     記ࢺࢵࢿ

ンࠖࢱカࠕ࣒࣮ࢤࢻ࣮࣎25

࣍スマࡀ ARなᩘ࡚ࡗ学

⪅のࡇࡓ࠼⪄ࡀ 

 2019年 11᭶ ⌧௦ࢿࢪࣅス  
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2 年 3᭶ 31᪥ 

Ặྡ 岩 本 健 一             

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

 ♫⚟♴学  ♫ⓗ㣴ㆤ・ඣ❺⮬❧ᨭタ・タಖ育ኈ㣴ᡂ 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

ձయ㦂学⩦知㆑の⩦ᚓࢆ㛵㐃ࡓࡅᣦᑟの㛤Ⓨ 

 

ᖹᡂ 22年

4᭶   

㹼ᖹᡂ 31

年 3᭶ 

 

美స大学▷ᮇ大学部ᗂඣ教育学⛉₇ྜ⥲ࠕ⩦ࠖ㫽ྲྀ▷

ᮇ大学ᗂඣ教育ಖ育学⛉ࠕ特ู研究ࠖዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋ

ᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉ࠕ子ࡶ学࣑ࠖࢮ 

ᑠ中ࠊ࡚࠸お授業ࡿ᥈ồすࢆᑓ㛛ᛶ࠺⾜ᙧᘧ࡛࣑ࢮ 

学⏕ᣦᑟすࢆࡇࡿ๓ᥦࠊ⮬↛㐟ࡸࡧఏᢎ㐟ࢆࡧ学

ࠊしࡇᘧⅆ㉳ࡾࡂࡳࡶࠊࡏマのᡭࢥࠋࡓࡏࡉయ㦂⏕

ᕝ㨶すࡸࣅࢣࠊ࠸ࡃ木のᐇ᥇㞟ࠊ㝡ⱁのࣉࢵࢥసࠊࡾ

竹ࢺン࣎సࡁࡓࠊࡾⅆ࡛ࣃンసࠊࡾなࡽࢀࡇࠋ࠺⾜ࢆ

のࡇかࠊࡽಖ育学⏕ࡀஙᗂඣ⯆のᑐ㇟ࡕࡀࡁྥࡀ

࡛あࡶࡿかかࠊࡎࡽࢃᑠ中学⏕ࢆᑐ㇟しࡓ㐟ࡧ⯆

ࢆᣢࠊࡕ♫ⓗ㣴ㆤの㛵ᚰࡀ高ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡵᡂᯝ

࡛あࠋࡿ 

ղタᐇ⩦ᣦᑟおࡿࡅ๓・ᚋᣦᑟの㐃ᦠࡼ

ᣦᑟのࡿಖす☜ࢆࡅᶵືࡿᑐす⩦学⏕のᐇࡿ

㛤Ⓨ 

 

ᖹᡂ 22年

4᭶   

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

 

美స大学▷ᮇ大学部ᗂඣ教育学⛉ࠕ┦ㄯຓࠖ㫽ྲྀ▷

ᮇ大学ᗂඣ教育ಖ育学⛉ࠕಖ育ᐇ⩦ᣦᑟϪࠖዉⰋ学ᅬ大

学人間教育学部ࠕタᐇ⩦ᣦᑟࠖ 

 1年⏕のࠕಖ育ᐇ⩦ᣦᑟϨ（タ）ࠖ の授業お࡚࠸書

㦂し⤒ࢆ⩦タᐇす࡛ࠊࢆ安ࡿᑐす⩦ᐇࡓฟしࡁ

安ࠕのࡑࡀ⏕2年ࡿ࠸࡚ ゎỴ᪉ἲࠊしࢢンࣆル࣮ࢢࠖࢆ

ࢀࡰࡇࡸලయⓗなᐇ⩦≧ἣࠋࡿⓎ⾲す⏕1年ࠊᥦ♧しࢆ

ヰᇶ࡙1ࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿࡵࡲ࡚࠸年⏕ࡀタᐇ⩦

ࡇࡿࡁ㍍ῶ࡛ࢆ安ࠊࡏࡉලయࢆࢪ࣮࣓ࡿᑐす

 ࠋࡿᡂᯝ࡛あࡀ

 
ճ♫ⓗ㣴ㆤࢆテ࣮マしࣜࢼࢩࡓオのసᡂⓎ⾲

 授業の㛤Ⓨࡓ࠸⏝ࢆ

 

ᖹᡂ 22年

4᭶     

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

 

美స大学▷ᮇ大学部ᗂඣ教育学⛉ࠕ┦ㄯຓࠖ㫽ྲྀ▷

ᮇ大学ᗂඣ教育ಖ育学⛉ࠕಖ育ᐇ⩦ᣦᑟϪࠖዉⰋ学ᅬ大

学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学ᗂඣ教育学⛉ࠕ┦ㄯຓࠖዉⰋ

学ᅬ大学人間教育学部ࠕ┦ㄯຓࠖ 

テ࣮マࡿࢃⓗ㣴ㆤの㛵♫ࠊし࡚ル࣮ࢡ1ࢆマศࢥ4

ヰしࡈࣉル࣮ࢢࠊしࣉル࣮ࢢ1ࢆ4㹼5ྡ࡚࠸ࡘ

࠸ᇶ࡙ࢀࡑࠋࡿసᡂすࢆオࣜࢼࢩルなࢼࢪオ࡚ࣜࡗྜ

ࠊࡶࢆ࣮࣮ࣜࢺのスࡑࠋࡿⓎ⾲すࠊࡵỴࢆ㓄ᙺࠊ࡚

ࢢル࣮ࣉの࣓ンࡀ࣮ࣂ┦ㄯຓの᪉ἲ࠸ࡿ࠼⪄ࢆ

ࡇ࠺⾜ࢆࣞࣉロ࣮ルࠊな࠺ࡼのࡇࠋࡓᒎ㛤しࢆ授業࠺

⾜ࢆㄪᰝᴟⓗ✚ࡵࡓసᡂの࣮࣮ࣜࢺスࠊ࡚ࡗࡼ

ฟ᮶ࡀࡇࡿࡵࡲࢆのពぢࡕࡓศ⮬ࡶࢆࢀࡑࠊ࠸

ࡉのᴦしࡇࡿࡌ₇ࢆᙺࠊࡓࡲࠋࡿᡂᯝ࡛あࡀࡇࡿ

ࡇࡿ࠼ኚ㐩ᡂឤࢆ人๓࡛の⥭ᙇࠊฟ᮶ࡀࡇ࠺ࢃࢆ

 ࠋࡿᡂᯝ࡛あࡶのࡿࡁ࡛ࡀ
 

մNIE（᪂⪺教ᮦά⏝）ࡿࡼ授業ᒎ㛤の㛤Ⓨ 

 

ᖹᡂ 22年

4᭶   

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

 

美స大学▷ᮇ大学部ᗂඣ教育学⛉ࠕ♫⚟♴ࠖࠕඣ❺

ᐙᗞ⚟♴ࠖࠕ♫ⓗ㣴ㆤࠖ㫽ྲྀ▷ᮇ大学ᗂඣ教育ಖ育学

ⓗ㣴ㆤࠖዉⰋ学♫ࠕࠖ♴⚟ඣ❺ᐙᗞࠕࠖ♴⚟♫ࠕ⛉

ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部ᗂඣ教育学⛉ࠕ♫ⓗ㣴

ㆤࠖዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部ࠕ♫⚟♴ࠖࠕඣ❺ᐙᗞ

 ⓗ㣴ㆤࠖ♫ࠕࠖ♴⚟

 ඣ❺ࡾྲྀࢆᕳࢆ≦⌧ࡃ⌮ゎすࡿ一ຓし࡚ࠊ᪂⪺記

ࢆά⏝し࡚ࠋࡿ࠸ඣ❺ᐙᗞ⚟♴のศ野࡛ࠊࡣἲᚊࡸไ

度のᨵ正ࡀẖ年のࠊࢀࢃ⾜࠺ࡼ教⛉書≦⌧ࡣ࡛ࡅࡔ

ᑐᛂすࡀࡇࡿฟ᮶なࠕ࡛ࡇࡑࠋ࠸♫⚟♴࡛ࠖࠊࡣᅜ

㝿ⓗなඣ❺ၥ㢟ࡸ♫ಖ㞀ࠕࠊ࡚࠸ࡘඣ❺ᐙᗞ⚟♴ࠖ 
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ⓗ㣴ㆤ࡛ࠖ♫ࠕࠊ࡚࠸ࡘἲ・ไ度のᨵ正ࡸ㔛ぶࡣ࡛  

ࡿᑐす記ࡣ⏕学ࠊᥦ౪し中ᚰࢆඣ❺ᚅの記ࡣ

ពぢࠋࡿ࠸࡚ࡵࡲࢺ࣮࣏ࣞࢆ学⏕ࠊࡀ᪂⪺記かࡽ

㌟㏆ࢆἣ≦ࡃᕳࡾྲྀࢆࡶ子ࠊᚓ࡚ࢆなヰ㢟࣮࣒ࣜࢱ

なࡶのし࡚ᤊ࠺࠸ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼ᡂᯝࢆᚓ࡚࠸

 ࠋࡿ

 

յඣ❺⚟♴業のゼၥㄪᰝࡿࡼ授業ᒎ㛤の㛤Ⓨ 

 

ᖹᡂ 22年

9᭶     

㹼ᖹᡂ 25

年 3᭶ 

 

美స大学▷ᮇ大学部ᗂඣ教育学⛉1ࠕ年次࣮ࢼ࣑ࢭ 㫽ࠖ

ྲྀ▷ᮇ大学ᗂඣ教育ಖ育学⛉ࠕ特ู研究ࠖ 

 学⏕のࢢル࣮ࠕࢆࣉᆅᇦ子育࡚ᨭࢭンࣇࠕ࣮ࠖࢱ

ࢡ❺ᨺㄢᚋඣࠕඣ❺㤋ࠖࠕ࣮ࠖࢱンࢭࢺ࣮࣏ࢧ࣮࣑ࣜ

しྲྀ⫈ࠊࡏࡉゼၥ࡛࠼࠺ࡓࡏࡉ⩦๓学࡚࠸ࡘࠖࣈࣛ

ಖࠊ学⏕のయᛶࠋࡿࡏࡉ⾲Ⓨࠊࡵࡲ中ᚰࢆヰࡓ

育ᡤ௨እのタの⯆のᾰ㣴ࢆ目ⓗし࡚ࡇࠋࡿ࠸の

安のῶᑡの⯆のቑ大⩦学⏕のタᐇࠊࡽかࡇ

 ࠋࡓᚓࢆᡂᯝ࠺࠸

 

ն࣏࣮࣡ࣃンࣙࢩࢡࣞࣇࣜࢺンࡓ࠸⏝ࢆࢺ࣮ࢩ

授業ᒎ㛤の㛤Ⓨ 

 

ᖹᡂ 22年

4᭶   

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

 

美స大学▷ᮇ大学部ᗂඣ教育学⛉ࠕ♫⚟♴ࠖࠕඣ❺

ᐙᗞ⚟♴ࠖࠕ♫ⓗ㣴ㆤࠖ㫽ྲྀ▷ᮇ大学ᗂඣ教育ಖ育学

ⓗ㣴ㆤࠖዉⰋ学♫ࠕࠖ♴⚟ඣ❺ᐙᗞࠕࠖ♴⚟♫ࠕ⛉

ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部ᗂඣ教育学⛉ࠕ♫⚟

⚟♫ࠕⓗ㣴ㆤࠖዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部♫ࠕࠖ♴

 ⓗ㣴ㆤࠖ♫ࠕࠖ♴⚟ඣ❺ᐙᗞࠕࠖ♴

ࠊ࡚࠸⏝ࢆࢺ࣮ࢩンࣙࢩࢡࣞࣇࣜࢺン࣏࣮࣡ࣃ

ࢻスࣛࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ授業࠺ࡼࡿᚓࢆࡧな学ࣈテࢡ

タࢆḍ✵ែ≦ࠖ࠸㣗ࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣ㈨ᩱࡿ㓄布す

ࠊࡽࡉࠋࡿᅗࢆゎ⌮ࡾࡼࡳ㎸ࡁᚲせ㡯の書ࠊ࡚ࡅ

┿ࣛࡸスࢆࢺከ⏝し࡚ࠊලయⓗなࢆࢪ࣮࣓ᚓࡼࡿ

㐺ᐅࢆ⏬ື࠸▷スື⏬な࣮ࣗࢽࠊࡓࡲࠋࡿ࠸し࡚࠺

ᨺᫎしࠊၥ㢟のゎㄝࢆᅗࠋࡿ࠸࡚ࡗ授業の᭱ᚋࠊࡣ

ᙜᅇの学ࡧᛂࡓࡌࡾ㏉ࡾのࣜࣙࢩࢡࣞࣇンࢺ࣮ࢩ

タ㣴ㆤࠊᐃ╔しࡀゎ⌮ࠊࡽかࡇのࡑࠋࡿ࠸ㄢし࡚ࢆ

 ࠋࡿᡂᯝ࡛あࡀのࡿ࠸ቑ加し࡚ࡀの⯆

 
շಖ育ᐇ⩦（タ）おࡿࡅᐇ⩦タの㛤ᣅ 

 

ᖹᡂ 31年

4᭶ 

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

⌧任ᰯࡣ人間教育学部し࡚教職ㄢ⛬ࢆタ⨨しࡓのࡀ

4年๓࡛あࠊࡾಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬ࢆタ⨨しࡓの2ࡣ年๓かࡽ

࡛あࡑࠋࡿのࠊࡵࡓタᐇ⩦࠺⾜ࢆඣ❺㣴ㆤタ➼のඣ

❺⚟♴タࡀᑡなࠊࡃᚋのಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬のᐃဨቑ大

ࡓのࡑࠋࡓࡗあࡀᚲせࡿಖす☜ࢆᐇ⩦タࠊ࡚ࡏࢃྜ

ࠊࡅࢃࡾࠋࡓಖし☜ࢆ45ྡศのᐇ⩦タࠊዑ㉮しࠊࡵ

ዉⰋ┴❧のタ࡛あࠊࡿⓏ美学ᅬඣ❺┦ㄯᡤ一ಖㆤ

ᡤࢆ᪂しࡃᐇ⩦タし࡚加ࡣࡇࡓࢀࡽ࠼大ࡁなᡂ

ᯝ࡛あࠋࡿ 

 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

（1）ࠗ♫ⓗ㣴ㆤの⌮ᛕᐇ㊶࠘  

（ᰴ）࠸ࡽࡳ  ⦅⪅ 中野⳯✑子・Ỉ田和江 

（ⴭ書ḍᥖ）  

 

ᖹᡂ 24年

5᭶ 

 

⦅⪅ 中野⳯✑子・Ỉ田和江 

ศᢸᇳ➹ 岩本健一・大㏕⚽ ・ðἙ野῟子・ᕝ原ᐩ紀ᯞ・

光子・㏆⸨㕲ᾈ・㔜橋史ᮁ・高橋⛱・中典子・中山

智哉・東ಇ一 

ಖ育ኈㄢ⛬おࠕࡿࡅ♫ⓗ㣴ㆤ ⓗ㣴ㆤෆᐜࠖ♫ࠕࠖ

の教⛉書し࡚⦅⧩ࠋࡓࢀࡉ 

ᢸᙜ部ศࠕ➨ 2 部➨ 1 章 6 㡯 㠀⾜⾜為のあࡿ子ࡶ

 ࠋᨭのᐇ㝿ࠖ134㹼143㡫

 Aྩのかࠊࡽඣ❺⮬❧ᨭタධᡤす࡛ࡲࡿの

Ⰻࠕࡿな㇟ᑐࠋࡿ࠸ㄝ明し࡚ࢆタ࡛の⏕ά⦌⤒

⾜為ࢆなす ඣࠖ❺ࢆලయⓗな人≀ീし࡚ᥥࠊࡁタ࡛

のᨭࢆ㏻࡚ࡌኚᐜすࡿᵝ子ࢆศかࡸࡾすࡃఏ࠸࡚࠼

࠸࡚ࡅᚰࡀ職ဨ࡚ࡗࡓあᨭィ⏬の⟇ᐃ❧⮬ࠋࡿ

࠸ゎㄝし࡚࠺ࡼࡿࡁゎ࡛⌮ࡀ᪉࠼⪄ࡿᑐすᨭࠊࡿ

ࠊࡅかࡆᢞࢆၥ࡚࠸ࡘ中学ᰯ༞業ᚋの㐍㊰㑅ᢥࠋࡿ

ㄞ⪅᳨ウࢆồࡿࡵᙧなࠋࡿ࠸࡚ࡗ学⏕ࢪ࣮࣓し

ンࣞࢆᐇ㝿のࠊࡀࡿඣ❺⮬❧ᨭタ࡛あ࠸ࡃ

ຓのၥ㢟ࠊࡃすࡸࡳㄞࡣ本ᩥࡿ࠸࡚ࡗなᵓᡂࡓしࢪ

Ⅼࡶ明☜ฟ᮶ࡿ学⏕ዲホ࡛あࠋࡿ 
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  （ᰴ）࠸ࡽࡳのᢸᙜ⪅ࠕࠊࡣ本᮶の原✏ࡽࡉࡣศかࡾ

のᩚྜ⪅のⴭࠊのࡓࡗ章࡛あᩥ࠸すࡸࡳㄞࡃすࡸ

ᛶ࡛ᩥ章ࢆᡭ┤ししࡀࡇࡓ⏦しヂなࠖ࠸ゝ࠸࡚ࡗ

ࠋࡿ 183㡫ࠋ 

 
（2）ࠗ♫ⓗ㣴ㆤの⌮ᛕᐇ㊶࠘➨ 2∧  

（ᰴ）࠸ࡽࡳ  

（ⴭ書ḍᥖ） 

ᖹᡂ 29年

4᭶ 

⦅⪅ 中野⳯✑子・東ಇ一・大㏕⚽ᶞ 

ศᢸᇳ➹ 岩本健一・༨部ᑛኈ・Ἑ野῟子・ᕝ原ᐩ紀ᯞ・

光子・㔜橋史ᮁ・Ⳣ田⌮一・友ᕝ♩・中典子・中山

智哉・ᖹ尾太ு・ᵞ尾┿బᯞ・松田┿正・Ỉ田和江・村

田恵子 

ಖ育ኈㄢ⛬おࠕࡿࡅ♫ⓗ㣴ㆤࠖࠕ♫ⓗ㣴ㆤෆ

ᐜࠖの教⛉書し࡚⦅⧩ࡓࢀࡉ➨ 1∧のᨵゞ∧ࠋ 

 ᢸᙜ部ศࠕ➨ 2部➨ 2章 2㸫6㡯 㠀⾜⾜為のあࡿ子

 ࠋᨭのᐇ㝿ࠖ152㹼159㡫ࡶ

 Aྩのかࠊࡽඣ❺⮬❧ᨭタධᡤす࡛ࡲࡿの

ゎㄝࢆタのᨭࠋࡿ࠸ㄝ明し࡚ࢆタ࡛の⏕ά⦌⤒

す࠺ࡼࡿᨵࠋࡓࡵ 215㡫ࠋ 

 
3）ࠗ♫⚟♴࠘青㠪♫  

（ⴭ書ḍᥖ） 

令和 2年 3

᭶ 

⦅⪅ ᪂ᕝὈ弘・ᐑ野安治 

ศᢸᇳ➹ 中村紀之・ⰼ岡㈗史・ᐊ㇂雅美・岩本健一・

本田和㝯・ྂᕝ╩・⸭一裕・ᴮ本祐子・松木ᏹ史・₻㇂

光人・山本ᒎ明・原ᝋ子・㛵㇂ࡳのࡪ 

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬おࠕࡿࡅ♫⚟♴ のࠖ教⛉書し࡚

➨ࠕᢸᙜ部ศࠋࡓࢀࡉ⧩⦆ 6章 ♫⚟♴のᐇᶵ㛵

タ 47㹼54㡫ࠖ 

せಖㆤඣ❺ࢆⓎぢしࡓሙྜの㏻࿌ඛࢆテ࣮マ㡰

ᶵ㛵タࢆ⤂介し࡚ࠋࡿ࠸ 

⦅⪅の᪂ᕝඛ⏕ᩥࠕࠊࡣ章ࢆࡃᡭ┤しすࡿᚲせࡀ

なࡃ大ኚあࠊࡓࡲࠋ࠸ࡓࡀࡾ♫の教⛉書ࢆసᡂすࡿண

ᐃࡀあࡿの࡛ࡦࡐࠊⴭ⪅加࡚ࡗࢃし࠸ ࢀࡉ౫㢗ࠖ

ࠋࡿ࠸࡚ 124㡫ࠋ 

 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

（1）美స大学▷ᮇ大学部᥇⏝の学㛗のホ౯ ᖹᡂ 22

年 4᭶ 

๓任⪅のᐃ年退職のᚋ任し࡚᥇⏝ࠋࡿࢀࡉ๓任⪅

学⏕の♫ࠊࡵࡓࡓࡗ㞀ᐖ⪅⚟♴の⌧ሙฟ㌟⪅࡛あࠊࡀ

ⓗ㣴ㆤの⌮ゎࡀᙅかࡓࡗの┬かࠊࡽᙜ職のඣ❺┦

ㄯᡤࡸඣ❺⮬❧ᨭタ࡛のົ⤒㦂ࢆ㔜どࢀࡉ᥇⏝

ඣ❺⮬❧ᨭタのᐇ㊶⌮ㄽࠖࠕⴭ書ࠊࡽࡉࠋࡓࢀࡉ

࡛᪼ࡲㄽ⌮ࢆ㊶ሙᐇ⌧ࠊࡾෆᐜ࡛あࡿのあ࠼ᛂࡳㄞࡀ

ᚿྠ㛵西学㝔大学ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉホ౯ࡀࡇࡓࡏࡉ⳹

♫大学ࠊ㛵西の♫⚟♴ศ野࡛ᐇ績のあࡿ大学のฟ㌟

࡛あࡶࡇࡿホ౯ࠋࡓࢀࡉ  

（2）(学)美స学ᅬ 美స大学▷ᮇ大学部 ᗂඣ教育

学⛉おࡿࡅ学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣ 

ᖹᡂ 25

年 10᭶ 

ᗂඣ教育学⛉ࠕ♫⚟♴ 授ࠖ業ンࢺ࣮ࢣ⤖ᯝ 学⏕

ࡣ授業ෆᐜࠕࠋࡓᚓࢆホ౯࠸高࡚࠸お授業ホ౯ࡿࡼ

Ⰻかࡓࡗᛮ࠺かࠖ࠺࠸ၥ࠸ᑐし࡚࠺ࡑࠕࠊᛮࠖ࠺

ࡀ⏕学ࡓᅇ⟅しࠖ࠺ᛮ࠺ࡑあࡲࠕ 学ࠋࡓࡵ༨ࢆ93.2%

年ᖹ均ࡣ 77.8%࡛あࠋࡓࡗ 

（3）㫽ྲྀ▷ᮇ大学᥇⏝の学㛗のホ౯ 

 

ᖹᡂ 26

年 3᭶ 

๓任の授業ᢸᙜ⪅ࡣ山田ಟᖹ学㛗࡛あࠋࡿ学㛗業ົᑓ

ᛕすࠊࡵࡓࡿ授業ᢸᙜࢆ退ࡇࡃなࠋࡓࡗᙜ職の㑅任

の⌮由ࠊࡣ⌧ሙ⤒㦂ࡀ㇏ᐩ࡛あࠊࡾᥐ⨨ഃのඣ❺┦ㄯᡤ

❧⮬❺ඣࠋࡇࡿ࠸㦂し࡚⤒ࡶᥐ⨨ഃのタ⿕ࠊ

ᨭタ࡛ᅔ㞴なඣ❺のᨭᦠࡇࡓ࠸࡚ࡗࢃかࠊࡽ

本学࡛の学⏕ᨭᮇᚅ࡛ࠋࡇࡿࡁⴭ書なかࠊࡽ⌧

ሙ⤒㦂ࢆయ⣔ⓗ⌮ㄽすࡿ⬟ຊࡀあࠊࡇࡿなࡀホ

౯ࠊࡽࡉࠋࡓࢀࡉ㫽ྲྀ┴ฟ㌟の㈡┴࡛ά㌍しࡓ⣒㈡

一雄ࠊ࡚࠸ࡘ㈡┴職ࡓࡗࡔ❧ሙかࡽ研究ࢆ㐍࡚ࡵ

し࠸のࠋࡓࡗࡔࡇ 
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（4）(学)⸨田学㝔 㫽ྲྀ▷ᮇ大学  

  ᗂඣ教育ಖ育学⛉ࠊ㣗≀栄㣴学⛉ おࡿࡅ学

 ࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ⏕

ᖹᡂ 27

年 12᭶ 

๓ᮇࠕ♫ⓗ㣴ㆤ （ࠖ講⩏⛉目）の授業࡛ࠊࡣᅇ⟅⪅

部࡛ࡣ 48 ⟆ࠖ࠸ពḧⓗ࡛なࠕࡣ࡚࠸ࡘពḧࠋྡ

ࡀ⏕学ࡓ࠼ ࡀពḧⓗ㺁ࡾ㺀かなࠊ0ྡ 29ྡ（60㸣）ࠊ㺀あ

ࡀ度ពḧⓗ㺁⛬ࡿ 19 ྡ（40㸣）100ࠊ㸣の学⏕ࡀពḧ

ⓗࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ㞴᫆度ࡣ࡚࠸ࡘ 45 ྡ(94㸣)の

学⏕ࠕࡀ㐺ษࠖࡶࡓ࠼⟆のの 3 ྡ(6㸣)の学⏕ࠕࡀ㞴

しࠋࡿ࠸࡚࠼⟆ࠖ࠸ศ㔞ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ㐺ษࠖ࠼⟆

ࡀ⏕学ࡓ 43 ྡ(90㸣)࡛あࠕࡀࡿከࡓ࠼⟆ࠖ࠸学⏕ࡀ

5ྡ(10㸣)࣏࣮࣡ࣃࠊࡓࡲࠋࡓ࠸ンࡸࢺ㈨ᩱ࡚࠸ࡘ

㺀ㄞࡸࡳす࠸㺁ࡓ࠼⟆学⏕ࡀ 40 ྡ(83㸣)ࠕࠊㄞࢀྲྀࡳ

ࡀࠖࡿ 8ྡ(17㸣)࡛あࠋࡓࡗ 

ከࠊࡀ授業᪉ἲࡓࡗࢆࢺン࣏࣮࣡ࣃࠊࡽかࡇのࡇ

 ࠋࡓࡗศかࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉㄆ㆑㐺ษ⏕の学ࡃ

 

(5) ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部 ᗂඣ教

育学⛉ 

ᖹᡂ 30

年 12᭶ 

ㄯຓ┦ࠕ （ࠖ₇⩦⛉目）の授業࡛ࢢࠊࡣル࣮ࢡ࣮࣡ࣉ

ࡎࡵỴ๓ࢆ⪅⾲ⓎࠊࡵỴ࡛ࡌࡃࢆ࣮ࣂẖᅇ࣓ンࠊࢆ

࣓ン࣮ࣂဨ࡛Ⓨ⾲原✏ࢆసᡂす࠺࠸ࡿᙧ࡛⾜ࠋࡓࡗ

学⏕のンࠕࠊࡣࢺ࣮ࢣ⮬ศ࡛⪃ࢆࢀࡑ࡚ࡵࡲ࡚࠼

の࡛ࣉル࣮ࢢࡃከࡀࡇࡿάືす࠸ヰしྜ࡛ࣉル࣮ࢢ

のࠋࡓࡗかࡼ࡚ࡏヰな人ࠎスのᵝࣛࢡࡸ᪉ࡳ⤌ࡾྲྀ

人のពぢࡾྲྀࡶධࢀなࡽࡀ⮬ศ࡛⪃ࡿ࠼大ษࢆࡉ学ࢇ

 ࠋࡓࡅཷࢆのホ౯なࠖࠋࡿすࡀẼࡔ

 
(6) ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉ 令和元

年 11᭶ 

ⓗ㣴ㆤෆᐜ♫ࠕ （ࠖ₇⩦⛉目）の授業ᨵ善ࢺ࣮ࢩお

࡚ࡁ࡛ࡀのಙ㢗㛵ಀ⏕学ࠕࠊࡣ࡛ࢺン࣓ࢥ学⏕のࡿࡅ

おࠊࡾ安ᐃしࡓかかࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡾࢃᛮࠋ࠺ ㊶ᐇࠕࠖ

ⓗな授業ෆᐜなの࡛ࠊពḧࢆᣢ࡚ࡗཧ加࡛ࠖࠋࡿࡁな

のホ౯ࢆᚓ࡚ࠋࡿ࠸ 

 
㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

（1）講₇ 

ὠ山ᕷ任ඣ❺ጤဨ㐃⤡༠㆟ 

 タ退ᡤඣ❺の⮬❧ᨭࠖࠕ 

 ὠ山ᕷ⥲ྜ⚟♴ࢭン࣮ࢱ 

ᖹᡂ 22

年 6᭶ 

⿕ᚅඣの᪩ᮇⓎぢタ退ᡤඣ❺のࢣ࣮ࢱࣇ

の㔜せᛶ࡚࠸ࡘヰしࠊ任ඣ❺ጤဨの༠ຊࢆồࠋࡓࡵ 

 

（2）බ㛤講ᗙ 

教職ဨのࡵࡓのኟのබ㛤講ᗙ・➨ 49ᅇᗂඣ教育講

ᗙ ࠕ♫ⓗ㣴ㆤࡘࢆかࠖࡴ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学 

ᖹᡂ 28

年 8᭶ 

ዉⰋ┴ෆのᗂ⛶ᅬ・学ᰯ教ဨࢆᑐ㇟しࡓ講ᗙࠋᐙᗞ

かࢀࡇ≦⌧すタのࡽᬽࡀࡕࡓࡶ子࠸なࢀࡲ恵

 ࠋࡓゎㄝし࡚࠸ࡘࡽ

㸳 ࡑの  なし 

   

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

（1）ᑠ学ᰯ教ㅍ✀චチ≧  ᖹᡂ 4

年 3᭶ 

(ᖹ୕ᑠࡵ➨ 10185ྕ)ி㒔ᗓ教育ጤဨ  

 

（2）♫⚟♴ኈ  ᖹᡂ 21

年 4᭶ 

 

（➨ 115618ྕ） ཌ⏕ປാ大⮧ 

 

（3）♫⚟♴ኈᐇ⩦・₇⩦ᢸᙜ教ဨ講⩦ಟ ᖹᡂ 24

年 9᭶ 

（♫）᪥本♫⚟♴ኈ㣴ᡂᰯ༠  

㸰 特チ➼  なし 

   

   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

(㸯)⚄ᡞᕷඣ❺┦ㄯᡤ ඣ❺ᣦᑟဨ 和 58

年 4᭶

㹼 

ᖹᡂ 2

年 3᭶ 

一ಖㆤᡤおࠊ࡚࠸一ಖㆤඣ❺のࢣ⾜ືほᐹ

ࠋࡓࡗ⾜ࢆᥐ⨨᪉㔪の᳨ウ࡚࠸おฎ㐝㆟ࠊ࠸⾜ࢆ

タධᡤ௨๓のⲨࡓࢀ≧ែの子ࢩ࣮ࢯࠊࢆࡕࡓࡶャル࣡

ࠋࡓᥐ⨨しタࠊࡏかࡘ╔ࡕ㥑し࡚ⴠࢆ⾡のᢏࢡ࣮

ᙜ 30ྡ௨ୖのᅜ᭷ᩘのධᡤඣ❺ᩘࢆࠊࡓࡲࠋࡓࡗ

ಖ育ᐇ⩦⏕のᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
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（㸰）⚄ᡞᕷ❧ࡲࡸࡶᅬ ඣ❺ᣦᑟဨ  （㞀ᐖ⪅

ᨭタ） 

ᖹᡂ 2

年 4᭶

㹼 

ᖹᡂ 4

年 6᭶ 

Ẹ間ࠊࡣ࡛知ⓗ㞀ᐖ⪅授⏘タ（ᙜ）ࡓࡗなື␗

ࡁ✵ࡸࡾᢡ⟽ࠊࡶ⪅㔜度の㞀ᐖ࠸なࡁ࡛ࢣࡣ࡛

ಖㆤ⪅の⪅⏝ࠊࡽࡀなࡾࢃᦠしの授⏘άືࡪࡘ⨁

ᨭࠋࡓࡗ⾜ࢆពᛮ㏻ࡀ㞴し࠸㞀ᐖ⪅ࡀస業ࢆ⩦ᚓす

のᑐ⪅ಖㆤࠊࡇࡓࡗᅗࢆᢏ⾡のྥୖࢣのࡵࡓࡿ

ヰࢆ⋡ඛし࡚⾜࠸満なಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏しࠋࡓ 

 

（㸱）㈡┴❧ῐᾏ学ᅬ ඣ❺⮬❧ᨭᑓ㛛ဨ 

（ඣ❺⮬❧ᨭタ） 

ᖹᡂ 4

年 7᭶

㹼 

ᖹᡂ 20

年 3᭶ 

ᙜヱタのタ㛗ࡾࡼᣍ⪸ࠊࡅཷࢆឡࠋࡓࢀࡉጔ

ࡘ一㠀⾜ᑡ年ࠊࡳ㎸ࡳఫ⯋ᑠ⯋夫፬ไのᑅࠊࡶ

ᒇ根のୗ࡛ᬽࡽしࠋࡓ子ࡀࡶⴠࡕ╔かࡎⲨࡓࢀタ

ࠋࡓし┤࡚❧タࡓ࠸╔ࡕⴠ࠸なࡰࡀእฟ᩿↓ࠊࢆ

ங∵㣫育ࡀࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ（ᖹᡂ 10 年ᗫṆ）ࠊᦢஙࡸฟ

ᖹࠋࡓࡅࡘࡧ⤖⥴の安ᐃࡏࡉ㦂⤒ࡕࡓࡶ子ࢆ⏘

ᡂ 10 年௨㝆ࠊࡣタෆ㝡ⱁの✰❔ࡽ⮬ࢆ（岩本子

ࠊ࠸⾜ࢆ࡛ࡲసရの↝ᡂࡽかࡾస⸅ࠊ⠏❔し（࡛ࡕࡓࡶ

  ࠋࡓࡏࡉᐤ⥴の安ᐃࢆなάືࢡࢵ࣑ࢼࢲ

 ಖㆤ⪅ᨭᐙᗞᖐのࡵࡓのᐙ᪘㛵ಀのㄪᩚࠊࡀᨭ

の大ࡁなᰕ࡛あࢩ࣮ࢯࠊࡾャル࣮࣡ࢡのᢏ⾡࡚࠸⏝ࢆ

ಖㆤ⪅ࢆኚ㠉ᑟࠋࡓ࠸退ᡤᚋࠊࡶಖㆤ⪅のཷࡅධࢀែ

ໃࡇࡓࡗᩚࡀかࠊࡽスࢬ࣮࣒な⏕άࢆ㏦ࡀࡇࡿฟ᮶

ࡶ子࠸なࡁᐙᗞᖐ࡛ࠊࡓࡲࠋࡓቑ加しࡀࡶ子ࡿ

職ぶࠊ㛤ᣅしࢆ職ሙࡿすྍࢆᑵປࡳ㎸ࡳఫࠊࡣ࡚࠸ࡘ

ࢆ㞟ᅋ⏕άࠊオ⁺⯪なࢶカࠋࡓࡗᅗࢆの㛵ಀのᙉ

ᇶ┙すࡿ職ሙお࡚࠸子ࡀࡕࡓࡶ㔜ᐆ࠸ࡿࢀࡉ

 ࠋࡓしࡽࡓࡶࢆᡂᯝ࠺

 

 㸲 ࡑの  なし 
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研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

1ࠗ♫ⓗ㣴ㆤの⌮ᛕᐇ

㊶࠘ 

（ᥖ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 5

᭶ 

（ᰴ）࠸ࡽࡳ  ⦅⪅ 中野⳯✑子・Ỉ田和江 

ศᢸᇳ➹ 岩本健一・大㏕⚽ᶞ・Ἑ野῟

子・ᕝ原ᐩ紀ᯞ・光子・㏆⸨㕲ᾈ・

㔜橋史ᮁ・高橋⛱・中典子・中山智哉・

東ಇ一 

ಖ育ኈㄢ⛬おࠕࡿࡅ♫ⓗ㣴ㆤ ♫ࠕࠖ

ⓗ㣴ㆤෆᐜࠖの教⛉書し࡚⦅⧩ࢀࡉ

    ࠋࡓ

ᢸᙜ部ศࠕ➨ 2部➨ 1章 6㡯 㠀⾜⾜為

のあࡿ子ࡶᨭのᐇ㝿ࠖ134㹼143

㡫ࠋ 

 A ྩのかࠊࡽඣ❺⮬❧ᨭタ

ධᡤす࡛ࡲࡿの⤒⦋タ࡛の⏕άࢆ

ㄝ明し࡚ࠋࡿ࠸ᑐ㇟なࠕࡿⰋ⾜為ࢆ

なすࠖඣ❺ࢆලయⓗな人≀ീし࡚ᥥ

ᵝ子ࡿኚᐜす࡚ࡌ㏻ࢆタ࡛のᨭࠊࡁ

ᨭィ❧⮬ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࡃすࡸࡾศかࢆ

⏬の⟇ᐃあ࡚ࡗࡓ職ဨࡀᚰ࠸࡚ࡅ

ࡼࡿࡁゎ࡛⌮ࡀ᪉࠼⪄ࡿᑐすᨭࠊࡿ

中学ᰯ༞業ᚋの㐍㊰ࠋࡿ࠸ゎㄝし࡚࠺

㑅ᢥ࡚࠸ࡘၥࢆᢞࡆかࠊࡅㄞ⪅᳨

ウࢆồࡿࡵᙧなࠋࡿ࠸࡚ࡗ学⏕࣓

ࡿඣ❺⮬❧ᨭタ࡛あ࠸ࡃしࢪ࣮

なᵓᡂࡓしࢪンࣞࢆᐇ㝿のࠊࡀ

ຓのၥ㢟ࠊࡃすࡸࡳㄞࡣ本ᩥࡿ࠸࡚ࡗ

Ⅼࡶ明☜ฟ᮶ࡿ学⏕ዲホ࡛あࠋࡿ

（ᰴ）࠸ࡽࡳのᢸᙜ⪅ࠕࠊࡣ本᮶の原✏

章ᩥ࠸すࡸࡳㄞࡃすࡸࡾศかࡽࡉࡣ

࡛あࡓࡗのࠊのⴭ⪅のᩚྜᛶ࡛ᩥ

章ࢆᡭ┤ししࡀࡇࡓ⏦しヂなࠖ࠸ゝ

ࠋࡿ࠸࡚ࡗ 183㡫ࠋ 

 
2ࠗ♫ⓗ㣴ㆤの⌮ᛕᐇ

㊶࠘➨ 2∧  

（ᥖ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 4

᭶ 

（ᰴ）࠸ࡽࡳ ⦅⪅ 中野⳯✑子・東ಇ一・大㏕⚽ᶞ 

ศᢸᇳ➹ 岩本健一・༨部ᑛኈ・Ἑ野῟

子・ᕝ原ᐩ紀ᯞ・光子・㔜橋史ᮁ・

Ⳣ田⌮一・友ᕝ♩・中典子・中山智哉・

ᖹ尾太ு・ᵞ尾┿బᯞ・松田┿正・Ỉ田

和江・村田恵子 

ಖ育ኈㄢ⛬おࠕࡿࡅ♫ⓗ㣴ㆤࠖ

⧩⦆し࡚ⓗ㣴ㆤෆᐜࠖの教⛉書♫ࠕ

➨ࡓࢀࡉ 1∧のᨵゞ∧ࠋ 

 ᢸᙜ部ศࠕ➨ 2 部➨ 2 章 2㸫6 㡯 㠀

⾜⾜為のあࡿ子ࡶᨭのᐇ㝿ࠖ152

㹼159㡫ࠋ 

 A ྩのかࠊࡽඣ❺⮬❧ᨭタ

ධᡤす࡛ࡲࡿの⤒⦋タ࡛の⏕άࢆ

ㄝ明し࡚ࠋࡿ࠸タのᨭࢆゎㄝすࡼࡿ

ࠋࡓࡵᨵ࠺ 215㡫ࠋ 

人間－209



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

3ࠗ♫⚟♴࠘  

（ᥖ） 

ඹⴭ 令和 2年 3

᭶ 

青㠪♫ ⦅⪅ ᪂ᕝὈ弘・ᐑ野安治 

ศᢸᇳ➹ 中村紀之・ⰼ岡㈗史・ᐊ㇂雅

美・岩本健一・本田和㝯・ྂᕝ╩・⸭一

裕・ᴮ本祐子・松木ᏹ史・₻㇂光人・山

本ᒎ明・原ᝋ子・㛵㇂ࡳのࡪ 

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬おࠕࡿࡅ♫⚟♴ࠖ

の教⛉書し࡚⦅⧩ࠋࡓࢀࡉᢸᙜ部ศ

タ476章 ♫⚟♴のᐇᶵ㛵➨ࠕ

㹼54㡫ࠖ 

せಖㆤඣ❺ࢆⓎぢしࡓሙྜの㏻࿌ඛ

介し࡚⤂ࢆタᶵ㛵㡰テ࣮マࢆ

 ࠋࡿ࠸

⦅⪅の᪂ᕝඛ⏕ᩥࠕࠊࡣ章ࢆࡃᡭ

┤しすࡿᚲせࡀなࡃ大ኚあࡲࠋ࠸ࡓࡀࡾ

ࡿあࡀணᐃࡿసᡂすࢆ♫の教⛉書ࠊࡓ

の࡛ࡦࡐࠊⴭ⪅加࡚ࡗࢃしࠖ࠸౫

㢗ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 124㡫ࠋ 

 

（学⾡ㄽᩥ） 

 

    

ࡧ㐟ࡧࡼのศ㢮おࡧ㐟ࠕ1

⎔ቃ㐟ࡧ᪉ἲの㛵ಀ

 の研究࡚ࠖ࠸ࡘ

（ᰝㄞあࡾ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 26年 3

᭶ 

Ἀ⦖大学人ᩥ学部紀

せ➨ 16ྕ 

 久ಖ㝯ᚿࠊ岩本健一ࠐ

㐟ࡧのࠕおࡶしࢆࠖࡉࢁ明ࡽかすࡓࡿ

ࠋࡓኚし為のືモࠖ⾜ࠕࢆࡧ㐟ࠊࡵ

ศᯒかࠊࡽ㐟ࠕࡣࡧ᥈す ࡿࡌឤࠕࠖ సࠕࠖ

のࠖ࠺➇ࠕࠖࡿ ࡶおࠕのࣜࢦのカテࡘ4

しࢆࡉࢁồࡿࡵ⾜為ࠖศ㢮࡛ࠋࡓࡁ㐟

᭷ࡀศ㢮ࡓࡳヨࡀ࣡ࣚカࡣのศ㢮ࡧ

ྡ࡛あࠊࡀࡿカ࣡ࣚのศ㢮ࡣすࢆ࡚

本ㄽᩥࠋ࠸ࡓࡀ࠸࠸ࡣศ㢮ࡓࡁ࡛⨶⥙

࡛♧すࡓࡁ࡛ࡀࡇศ㢮ࡣす࡚の㐟

ᮇⓗなศ⏬ࡿࡁの࡛ࡇࡿす⨶⥙ࢆࡧ

㢮࡛あࠋࡿ࠼࠸ࡿศ㢮ࠊࡶࢆ㐟ࡧ

⎔ቃ㐟ࡧ᪉ἲの㛵ಀ࡚࠸ࡘศᯒし

ࡅཷࢆᙳ㡪ቃ⎔ࡧ㐟ࡣ᪉ἲࡧ㐟ࠋࡓ

ࠖࡉࢁしࡶおࠕࡀࡶ子ࠊ࡚ࡗࡀࡓしࠋࡿ

ࢀධࡾྲྀࢆ≀↛⮬ࠊࡣࡵࡓࡿ満㊊すࢆ

ᚲせ࡛あࡀ大人࠺ῧࡾᐤࠊቃ⎔ࡧ㐟ࡓ

 ࠋࡿ࠸ᙇし࡚ࡿ

ඹⴭ⪅㸸久ಖ㝯ᚿ（๓Ἀ⦖大学人ᩥ学部

ຓ教）本ㄽᩥࠊࡣ岩本ࡀ༢⊂࡛ⴭసしࡓ

ࡇの࠸なࡣ学ෆ࡛の研究࡛ࠊࢆのࡶ

࡛㫽ྲྀ▷ᮇ大学紀せのᥖ載ࢆᣄྰࡉ

久ಖࢆのᥖ載Ἀ⦖大学紀せࠊࡵࡓࡓࢀ

Ặ౫㢗しࠊࢁࡇࡓᇳ➹⪅ḍ久ಖẶ

のྡ๓ࡀ➹㢌記載࡚ࢀࡉしࡓࡗࡲ

 ࠋࡿㄽᩥ࡛あࡘᣢࢆࡘࡉࡁ࠸࠺࠸

 
⩦ᐇࡿࡅお⩦タᐇࠕ2

᪥ㄅのᣦᑟ࣓ࢥンࢺのᩘ

㔞ⓗศᯒ⪃ᐹࠖ 

（ᰝㄞあࡾ） 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 3

᭶ 

ಖ育ኈ㣴ᡂ研究➨ 32

ྕ 1㹼10㡫 

本ㄽᩥࠊࡣタᐇ⩦お࡚࠸ᐇ⩦᪥ㄅ

ᑐࢺン࣓ࢥᣦᑟ職ဨのࡓࢀࡉ⟆ᅇ

しᩘ㔞ⓗなศᯒࡶࡓࡗ⾜ࢆの࡛あࠋࡿ学

⏕ 60ྡの 10᪥ศのᐇ⩦᪥ㄅࢆศᯒしࡓ

⤖ᯝࠊᣦᑟ職ဨの࣓ࢥンࠊࡣࢺෆᐜの特

㉁かࡽ ࡀࡇࡿศ㢮すࣜࢦのカテࡘ3

ࣜࢦ᪉ἲࠖカテࠕࡿ࠼ఏࢆ為⾜ࠋࡓࡁ࡛

࡛⏝ࡓࢀࡉす࡚のືモࢆศ㢮しࠊᣦ

ᑟ職ဨࡀ学⏕ồࡿࡵ⾜為ࢆ⣔⤫❧࡚

研究のࠋࡓసᡂしࢆࠖࣉࢵマࡁẼ࡙ࠕࡓ

⤖ᯝࠊᣦᑟ職ဨの࣓ࢥンࠊࡣࢺ学⏕の⾜

為ࢆኚᐜすࣙࢩࢡࣞࣇࣜࠕࡿンࠖࡓࡶࢆ

 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇすࡽ

人間－210



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

ಖ育⪅㣴ᡂᰯの学⏕のࠕ3

ᛶ᱁特ᛶおࡧࡼ㐍㊰≧ἣ

 ࡚ࠖ࠸ࡘの㛵㐃

（ᰝㄞあࡾ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部紀

せ ➨ 47ྕ 

41㹼48㡫ࠋ 

岩本ࠊ林悠子ࠊ高岡昌子ࠊ高橋千香子ࠐ

健一 

ୗ記ࠊᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟➨ 55 ᅇ

研究大 研究Ⓨ⾲ࢆㄽᩥし࡚ࡲ

 ࠋࡿの࡛あࡶࡓࡵ

160 ྡの学⏕ࡓࡗ⾜ YG ᛶ᱁᳨ᰝ࡛

Bࠊࡣ ᆺ（安ᐃ✚ᴟᆺ）ࡀ 30㸣ࠊE ᆺ

（安ᐃᾘᴟᆺ）ࡀ 24㸣ࠊDᆺ（安ᐃ✚

ᴟᆺ）19㸣ࠊAᆺ（ᖹ均ᆺ）18㸣ࠊCᆺ（安

ᐃᾘᴟᆺ）9㸣の⤖ᯝなࠋࡓࡗ㐍㊰≧ἣ

࡛ಖ育職ᑵࡓ࠸⪅のྜࠊࡣA ᆺ C

ᆺࡀ高ࠊࡃDᆺࡀపかࠋࡓࡗDᆺࡣಖ育௨

እの職業㐺ᛶࢆぢฟしࡸす࠸ᛶ᱁特

ᛶࠋࡿࢀࡽ࠼⪄㠀正つཬࡧᑵ職しなか

ࡣ⪅ࡓࡗ Eᆺࡶ᭱ࡀከかࠋࡓࡗなかなか

㐍㊰ࢆỴࢀࡁࡵな࠸⤖ᯝし࡚の㐍㊰

㑅ᢥࡣ᪥ࢁࡈのᵝ子かࡶࡽ㢔ࡶࡿࡅの

࡛あࠋࡿ 

 
ࢀࡽࡵồಖ育⪅㣴ᡂࠕ4

࡚࠸ࡘಖ育⪅の㈨㉁ࡿ

̿ᑵ職ඛのンࢺ࣮ࢣ

ㄪᰝࠖ̿ࡾࡼ 

（ᰝㄞあࡾ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部紀

せ ➨ 47 ྕ 71㹼80

㡫ࠋ 

岩本ࠊ高橋千香子ࠊ高岡昌子ࠊ林悠子ۑ

健一 

ୗ記ࠊᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟➨ 55 ᅇ

研究大 研究Ⓨ⾲ࢆㄽᩥし࡚ࡲ

 ࠋࡿの࡛あࡶࡓࡵ

༞業⏕のᑵ職ඛのಖ育ᡤ・ᗂ⛶ᅬ・

タのンࢺ࣮ࢣㄪᰝのᅇ⟅ 76 ྡศか

ࠊᯝ⤖ࠋࡓᢳฟしࢆ㈨㉁ࡿࢀࡽࡵồࠊࡽ

༶ᡓຊᙺ❧ࡘᐇ㊶ຊࠊࡶ♫人

ᇶ♏ຊࠊࡿࢀࡉチ࣮࡛࣒ാ࡛࠼࠺ࡃ㔜

せどࡲࡊࡲࡉࡿࢀࡉな⬟ຊࢀࡽࡶࡀ

 ࠋࡓࡗศかࡀࡇࡿ࠸࡚

ࡿࡅおⓎ㐩のᮇྛࠕ5

ࠗඛ⏕࠘の࢞ࢿテࣈなゝ

 ࡚ࠖ࠸ࡘື

（ᰝㄞあࡾ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部紀

せ ➨ 47ྕ  

31㹼40㡫 

岩本ࠊ林悠子ࠊ高橋千香子ࠊ高岡昌子ۑ

健一 

ಖ育ᡤࡸ学ᰯおࠕࡿࡅඛ⏕ࠖの࢞ࢿ

テࣈなゝື࡚࠸ࡘㄪᰝ研究ࡗ⾜ࢆ

ࣈテ࢞ࢿඛ⏕ࠖのゝື࡛ࠕࠊᯝ⤖ࡓ

ᤊࡿࢀࡽ࠼ゝືࡅཷࢆࡽࢀࡑࠊࡣṆࡿࡵ

子ࡶのⓎ㐩のᮇ࡚ࡗࡼ㔞ⓗࡶ

㉁ⓗࡶ␗なࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗศかࠋࡓࡗ 

 

⏕学ࡿࡅお⩦タᐇࠕ6

の安ࢆ㍍ῶすࡿ๓学

 の研究࡚ࠖ࠸ࡘ⩦

（ᰝㄞあࡾ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部紀

せ ➨ 48 ྕ 31㹼40

㡫ࠋ 

林 ࠊ高橋千香子ࠊ高岡昌子ࠊ岩本健一ࠐ

悠子 

タᐇ⩦ࡃ⾜๓の学⏕のࢇ

ࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࡕᐃⓗなẼᣢྰ安ࡣ

しかしࠊᐇ⩦ࡿࢃ⤊ࡀⰋࢪ࣮࣓࠸

ኚすࠋࡿⰋࢪ࣮࣓࠸のኚࡣ子

⾜㏻し࡚ࢆンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥのࡶ

ࠊࡣࡵࡓ度のࠋࡓࡗศかࡀࡇࡿࢀࢃ

子ࡶᑐし࡚⮬ࡽാࡁかࡇࡿࡅの

๓学ࡓࡵྵࢆ᪉ࡕのᣢࡕẼᣢࠊࡿࡁ࡛

し⤊ࢆ⩦ᐇࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿᚲせ࡛あࡀ⩦

ࡓ࠸㊊し࡚࡚࠸お⩦ᐇࡀ⏕学ࡓ

6ࠊศᯒしࢆせ⣲ࡿ࠼⪄ かࣜࢦのカテࡘ

 ࠋࡓసᡂしࢆ⾲ࢡࢵ࢙チࡿなࡽ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

ᚲせな㈨⪅᪂人ಖ育ࠕ7

㉁࡚̿࠸ࡘ᪂人ಖ育⪅

ⓗなホ౯ྜ⥲ࡿᑐす

ලయⓗな㈨㉁㸫ࡿࡀなࡘ  ࠖ

（ᰝㄞあࡾ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部紀

せ ➨ 48 ྕ 41㹼49

㡫ࠋ 

 ࠊ高橋千香子ࠊ林悠子ࠊ高岡昌子ࠐ

岩本健一 

本学の༞業⏕ࡀᑵ職ඛお࡚࠸᪂人

ಖ育⪅し࡚の࠺ࡼなホ౯࡚ࢀࡉࢆ

⥲ホ౯㡯目ྛࠊㄪ࡚࠸ࡘのかࡿ࠸

ྜⓗなホ౯の㛵ಀ᳨࡚࠸ࡘウしࠋࡓ

ᢏ࠸高ࡣ࡚ࡗ᪂人ಖ育ኈࠊࡽかࡇࡑ

♩ࠊ࡚࠼ࡲࡁࢃࢆሙ❧ࡣࡎࡲࠊࡶࡾࡼ⾡

正しࠊࡃ᪥ࠎの⾜㌟ពḧⓗࡾྲྀ⤌ 

࠺࠸ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡤ学ࡁ๓ྥࠊࡳ

ጼໃࡀᚲせ࡛あࡀࡇࡿศかࠋࡓࡗ 

 

࣑ࢥࡿࡅお⩦タᐇࠕ8

ンຊのᚲせࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ

ᛶ࡚ࠖ࠸ࡘ 

（ᰝㄞあࡾ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部紀

せ ➨ 49 ྕ 41㹼50

㡫ࠋ 

タᐇ⩦ࡓ࠼⤊ࢆ学⏕ンࢺ࣮ࢣ

ࡇࡃタ࡛ാࡀ⏕学ࠊࢁࡇࡓࡗࢆ

ᐇࠊࡣ⟆かのᅇ࠸な࡛࠺ࡑዲពⓗか

⩦࡛子ࡶ㛵ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࢃかྰ

か㛵ಀし࡚ࡓ࠼⟆ࠖ࠸ࡣࠕࠋࡓ࠸学

ࡶ一⏕ᠱ子ࡶࡽࡀⱞປしなࡣ⏕

㛵ࡁ⏕ࡁ⏕ࡾࢃᐇ⩦ࢆし࡚࠸ࠕࠋࡓ࠸

の㛵ಀࡶ子ࠊࡣ⏕学ࡓ࠼⟆ࠖ࠼࠸

し࡚ᾘᴟⓗな原ᅉࢆࡇ࠸なࡅ⠏ࡀ

ᐇ⩦ែ度ࡀࡇࡿࢆከかࡑࠋࡓࡗのࡇ

ศᯒかࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿඹ㉳ࠊ㛵㐃し࡚

ࡀ⩌ⓗな⾜ືㄒື⬟ࡣのሙྜࠖ࠸ࡣࠕࡽ

のሙྜࠖ࠼࠸࠸ࠕࠊࡾなࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ

ࡗなン࣮࢙チࡀ⩌ᐈほⓗな⪃ᐹㄒࡣ

ࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿྲྀࡳㄞࢆࡇࡿ࠸࡚

のࡇかࠊࡽ学⏕のࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥン

ຊのྥୖࢆᅗࡵࡓࡿの๓ᣦᑟࡀᚲせ

࡛あࡀࡇࡿศかࠋࡓࡗ 

 

ホࡿᑐす⪅᪂人ಖ育ࠕ9

౯㹼๓年度のẚ㍑ࢆ㏻

し࡚㹼ࠖ 

（ᰝㄞあࡾ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部紀

せ ➨ 49 ྕ 49㹼60

㡫ࠋ 

ᑠ ࠊ岩本健一ࠊ㣤田惠美子ࠊ高岡昌子ࠐ

ᕝ⣧子ࠊ高橋千香子ࠊ林悠子 

本研究࡛ࠊࡣᖹᡂ 28 年度の本学の▷

ᮇ大学༞業⏕ࡀᑵ職ඛお࡚࠸᪂人ಖ

育⪅し࡚の࠺ࡼなホ౯࠸࡚ࢀࡉࢆ

ྜ⥲ホ౯㡯目ྛࠊㄪ࡚࠸ࡘのかࡿ

ⓗなホ౯（⌧ἣ࡛の満㊊度ࡸᑗ᮶ᛶࡀあ

ウ᳨࡚࠸ࡘの㛵ಀ（ࡇࡿࡌឤࡿ

しࡶࡓの࡛あࠋࡿ 

 
 ホ౯ᐇ⩦ᣦᑟෆᐜࠕ10

㸰タᐇ⩦ࠖ 

（ᰝㄞなし） 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 12

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部教

学ሗ࿌ 134㹼138㡫ࠋ 

ᙜヱ▷大ࡀ㛢学すࡿあࠊࡾࡓ教学の

ෆᐜࡶࡓࡵࡲࢆの࡛あࡑࠋࡿの中࡛ࠊ

タᐇ⩦࡚࠸ࡘのᴫせࢆ記しࠋࡓᐇ⩦

タࠊࡀᡂ人タ㢗ࠊࡎࡽඣ❺タࡔ

▷大ࢆのᕼᑡᛶࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛ࡅ

 ࠋࡿ࠸ゎㄝし࡚ࡽのẚ㍑か
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

 （のࡑ）

（学Ⓨ⾲） 

    

1ಖ育⪅㣴ᡂᰯの学⏕のᛶ

᱁特ᛶおࡧࡼ㐍㊰≧ἣ

の㛵㐃࡚࠸ࡘ 

Ⓨ⾲⪅ 

高橋ۑ

千香子 

高岡昌

子 

林悠子 

岩本健

一 

ᖹᡂ 28年 8

᭶ 

ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 55 ᅇ研究大 

研究Ⓨ⾲ 

160 ྡの学⏕ࡓࡗ⾜ YG ᛶ᱁᳨ᰝ࡛

Bࠊࡣ ᆺ（安ᐃ✚ᴟᆺ）ࡀ 30㸣ࠊE ᆺ

（安ᐃᾘᴟᆺ）ࡀ 24㸣ࠊDᆺ（安ᐃ✚

ᴟᆺ）19㸣ࠊAᆺ（ᖹ均ᆺ）18㸣ࠊCᆺ（安

ᐃᾘᴟᆺ）9㸣の⤖ᯝなࠋࡓࡗ㐍㊰≧ἣ

࡛ಖ育職ᑵࡓ࠸⪅のྜࠊࡣA ᆺ C

ᆺࡀ高ࠊࡃDᆺࡀపかࠋࡓࡗDᆺࡣಖ育௨

እの職業㐺ᛶࢆぢฟしࡸす࠸ᛶ᱁特

ᛶࠋࡿࢀࡽ࠼⪄㠀正つཬࡧᑵ職しなか

ࡣ⪅ࡓࡗ Eᆺࡶ᭱ࡀከかࠋࡓࡗなかなか

㐍㊰ࢆỴࢀࡁࡵな࠸⤖ᯝし࡚の㐍㊰

㑅ᢥࡣ᪥ࢁࡈのᵝ子かࡶࡽ㢔ࡶࡿࡅの

࡛あࠋࡿ 

2ಖ育⪅㣴ᡂồࡿࢀࡽࡵ

ಖ育⪅の㈨㉁࡚̿࠸ࡘ

ᑵ職ඛのンࢺ࣮ࢣㄪ

ᰝ̿ࡾࡼ 

Ⓨ⾲⪅ 

林悠ۑ

子 

高岡昌

子 

高橋千

香子 

岩本健

一 

ᖹᡂ 28年 8

᭶ 

ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 55 ᅇ研究大 

研究Ⓨ⾲ 

༞業⏕のᑵ職ඛのಖ育ᡤ・ᗂ⛶ᅬ・

タのンࢺ࣮ࢣㄪᰝのᅇ⟅ 76ྡศか

⤖ࠋࡓᢳฟしࢆ㈨㉁ࡿࢀࡽࡵồࠊࡽ

ᯝࠊ༶ᡓຊᙺ❧ࡘᐇ㊶ຊࠊࡶ

♫人ᇶ♏ຊࠊࡿࢀࡉチ࣮࡛࣒ാࡃ

ࡀな⬟ຊࡲࡊࡲࡉࡿࢀࡉ㔜せど࡛࠼࠺

 ࠋࡓࡗศかࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡶ

3ᗂ⛶ᅬඣのಖㆤ⪅ᑐす

のព࡚࠸ࡘඣ❺ᚅࡿ

㆑ㄪᰝ 

Ⓨ⾲⪅

岩本ࠐ

健一    

高岡昌

子   

林悠子    

高橋千

香子 

令和 2年 3

᭶ 1᪥ 

᪥本ಖ育⪅㣴ᡂ教育

学➨ 4 ᅇ研究大 

研究Ⓨ⾲ 

ඣ❺ᚅ㜵Ṇἲのไᐃ௨㝆ࠊᚅの⠊

ᅖࡀᣑ大し࡚2004ࠋࡿ࠸年ྠࠕࡣᒃ人

のᭀຊの㯲ㄆ 2013年ࠊࢺࢡࣞࢢࢿࡀࠖ

ࡀࠖ࠸ࡔ࠺ࡻࡁᚅの⿕ᐖඣ❺のࠕࡣ

ᚰ⌮ⓗᚅࡇࡿࢀࡲྵな᭱ࠋࡓࡗ

㏆࡛ཷࠊࡣ㦂のࡵࡓ子ࢆࡶ㐣度㏣࠸

ワ࡚ࡵし࠺ࡲಖㆤ⪅のᵝ子なࢹ࣓ࢆ

ࡇࠋࡿ࠸⛠し࡚教育ᚅࠖࠕࡣ

のࠊ࠺ࡼᚋࠊᐃしࡿ࠺ఱࡽかの⾜

為ࡀඣ❺ᚅྍࡿࢀࡲྵ⬟ᛶࡀあࡿ

か࠺かࠊࢆᙜ⪅࡛あࡿᗂ⛶ᅬඣのಖ

ㆤ⪅ព㆑ㄪᰝࢆしࡑࠋࡓの⤖ᯝࠊಖㆤ

⪅のᒓᛶࠊࡾࡼఱࢆඣ❺ᚅᤊࡿ࠼

か࠺࠸ព㆑ࡀኚᐜすࡀࡇࡿศかࡗ

 ࠋࡓ
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教  育  研  究  業  績  書 

令和 2年 3᭶ 31᪥    

Ặྡ  岡野 聡子 

研   究   ศ   野 研 究 ෆ ᐜ の ࢻ ࣮ ࣡ ࣮ ࢟ 

ᗂඣ教育࢟ࠊャࣜ教育ࠊᆅᇦ⚟♴ 子ࡶ⎔ቃ࢟ࠊャࣜ教育ࠊ子育࡚ᨭࠊᆅᇦ⚟♴ 

教  育  ୖ  の  ⬟  ຊ    㛵  す  ࡿ    㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ           せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 
(1)࣓࣮ルࣞࢻスの⏝ࡿࡼ学⏕┦ㄯ 

 
ᖹᡂ 20年 4᭶㹼 
ᖹᡂ 23年 3᭶ 

 
ி㒔光⳹ዪ子大学▷ᮇ大学部ࡶࡇಖ育学⛉ࠊ࡚ಖ

育学⏕の࢟ャࣜᨭࢆᢸᙜしࠋࡓ学⏕の࢟ャࣜⓎ㐩
ᚲࡀ人ࡿࢀࡃ࡚࠸⪺ぶ㌟ࢆศのヰ⮬ࠊࡣࡵࡓすಁࢆ
せなࡑࠋࡿのࡵࡓ研究ᐊの࣓࣮ルࣞࢻスࢆ学⏕࿘
知しࡶ࡛ࡘ࠸ࠊ㉁ၥᛂࡿࢀࡽࡌయไᩚࢆഛしࠋࡓ学⏕
のၥᑐし࡚༶ᑐᛂྍࡀ⬟࡛あࡑࠊࡾのࡗࡼࡇ
࡚学⏕ࡣᣦᑟ⪅ࢆ㌟㏆ឤ࡛ࡅࡔࡿࡌなࠊࡃ研究ᐊ᮶
ゼすࡿᅇᩘࡶቑࠊ࠼㐍㊰Ỵᐃᑐすࡿពḧࡀ高ࠋࡓࡗࡲ 

(2)学ෆᥖ♧ᯈࢆ⏝しࡓ学⏕の㉁ၥのᅇ⟅ ᖹᡂ 20 年 6 ᭶㹼
ᖹᡂ 23年 3᭶ 

ி㒔光⳹ዪ子大学▷ᮇ大学部ࡶࡇಖ育学⛉࢟ࠊ࡚
ャࣜᨭの一⎔し࡚ࠊ㸯年⏕の 4᭶かࡽ 2年⏕の 3
᭶ྜ࡛ࡲィ 5ᅇの㐍㊰ᕼᮃㄪᰝࢆᐇしࡑࠋࡓの中⮬
由記㏙ḍࢆタࠊࡅ㐍㊰┦ㄯࠊࡵྵࢆ᪥ᖖ⏕άの中࡛のᝎ
由記⮬ࡈࡿࡡ㔜ࢆᅇࠋࡓࡏ༏ྡᘧ࡛書かࢆၥࡸࡳ
㏙の書ࡁ㎸ࡀࡳቑࡽࢀࡑࠊ࠼の㉁ၥᑐすࡿᅇ⟅ࢆ 3
᪥௨ෆ学ෆのᥖ♧ᯈࡾ㈞ฟしࠋࡓᥖ♧ᯈ࡛のᅇ⟅᪉
ᘧࠊࡾࡼ学⏕ྠኈのሗඹ᭷ࢆ᥎㐍し࡛ࡅࡔࡓな
࡛ࡳᝎࡿ࠸࡚࠼ᢪࡶの人ࡀࡳᝎࡿ࠸࡚࠼ศのᢪ⮬ࠊࡃ
あࢆࡇ࠺࠸ࡓࡗ知ࡗࡁࡿかࡅなࠊࡾ学⏕ෆの安ሚ
ឤࢆసࡾฟすࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇ 

(3)ど⫈ぬ教ᮦのά⏝ ᖹᡂ 24年 4᭶㹼 
ᖹᡂ 24年 7᭶ 

⎔太ᖹὒ大学次ୡ௦教育学部ࡶࡇⓎ㐩学⛉の講師
ࡿᑓᨷすࢆಖ育ࠋࡓᢸᙜしࢆቃࠖ⎔ࡶ子ࠕࠊし࡚
学⏕ࠊࡣ子ࡶ᥋すࡿ⤒㦂ࡀ㇏ᐩ࡛あࠊࡎ࠼࠸ࡣࡿ
ᑐすࡶ子ࡣ⏕学ࠊࡣ࡛ࡅࡔ⩏講ࡸ教⛉書の記㏙ࡓࡲ
㐺ᐅ⏝しࢆオ教ᮦࢹࣅࠊࡵࡓ࠸ࡃࡁࢃࡀࢪ࣮࣓ࡿ
ࡿࡵ῝ࢆゎ⌮ࠊᐇឤしࢆのᐇീࡶ㏻し࡚子ࢆᫎീࠋࡓ
㌟ⓗཷࡀ⏕学ࡣオ教ᮦࢹࣅࠊࡓࡲࠋࡿ࠸ᕤ夫し࡚࠺ࡼ
⫈オどࢹࣅࠊの࡛࠸すࡸࡾなࡇ࠺࠸ࡾࢃ⤊ほ࡚
๓ㄢ㢟ࢆࠊ࠼ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࢹࣅ࡚ࡗオ教ᮦࢆど⫈ࡉ
ࠊࡣ⟆ゎࡿᑐすのㄢ㢟ࡑࠊなおࠋࡿ࠸し࡚࠺ࡼࡿࡏ
᥇Ⅼࢆし࡚㏉༷ࢆし࡚ࡽࢀࡑࠋࡿ࠸の㐣⛬ࠊࡾࡼ学⏕
の子ࡶᑐすࡀࢪ࣮࣓ࡿ㇏ᐩなࠊࡾ教育ຠᯝୖࡀ
 ࠋࡿ࠼࠸ࡿ࠸࡚ࡗࡀ

(4)య㦂学⩦ࡾྲྀࢆධࡓࢀ授業 ᖹᡂ 24年 4᭶㹼 
ᖹᡂ 24年 7᭶ 

⎔太ᖹὒ大学次ୡ௦教育学部ࡶࡇⓎ㐩学⛉の講師
࡚࠸お授業ෆࠋࡓᢸᙜしࢆቃࠖ⎔ࡶ子ࠕࠊし࡚
ᗂ⛶ᅬࡸಖ育ᡤ࡚ᐇ㝿ά⏝࡛ࡿࡁ教ᮦ研究ࢆయ㦂
ⓗࡿࡏࢃ⾜ᕤ夫ࢆしࡑࠋࡓの⤖ᯝࠊ学⏕ンࢺ࣮ࢣ
おࡶ࡚࠸ᑵ職ᚋすࡄ⏝࡛ࡶࡿࡁの࡛あࡿዲホ
 ࠋࡓᚓࢆ

(5)LINEࢆࣜࣉά⏝し࢟ࡓャࣜᨭのᐇ ᖹᡂ 28年 6᭶㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉の講師し
ャ࢟ࠊンϨ・ϩࢨࢹャࣜ࢟）ᙧᡂ⛉目ャࣜ࢟ࠊ࡚
ࣉࢵル࢟スャࣜ࢟ࠊϨ・ϩࢺン࣓ࣉࢵロ࣋ࢹࣜ
Ϩ・ϩࠊン࣮ࢱンࢆ（ࣉࢵࢩᢸᙜしࠋࡓዉⰋ学ᅬ大学
の࢟ャࣜ教育1ࠊࡣ㹼3 年࡛ࡲᐇしࠊᑵ職άືࡀ本
᱁すࡿ 4 年次ࠊࡣ学⏕教ဨのᐇ㉁ⓗᨭࡀなࡃな
Ⓨࡀຊࡓࡗ教育࡛ᇵャࣜ࢟の࡛ࡲࢀࡇࠊࡵࡓのࡑࠋࡿ
ࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉLINE ᐇࢆᨭャ࡚ࣜ࢟࠸⏝ࢆࣜࣉ
しࠋࡓ任ពⓏ㘓し2017ࠊࡀࡓ 年 5 ᭶⌧ᅾ࡛学⏕
100 ྡ中52ࠊ ࡿ一⯡業ᚿᮃ⪅࡛あࠊしࢆཧ加ࡀྡ 38
教ࠊ㏻し࡚ࢆࣜࣉLINEࠊなおࠋࡿ࠸࡚加ධし࡚ࡣྡ
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ဨሗࢆす5ࠊ࡛ࡇࡿ ᭶ 22 ᪥Ⅼおࡿࡅ一
⯡業ᑵ職ෆᐃ⪅64.1ࠊࡣ㸣࠺࠸ᡂᯝࡀࡇࡿࡆୖࢆ
 ࠋࡓࡁ࡛

(6)授業㛵すࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡿの❧ࡆୖࡕ・㐠Ⴀ ᖹᡂ 30年 4᭶㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

Ϩࠖࣉࢵル࢟スャࣜ࢟ࠕࡧࡼቃࠖお⎔ࡶ子ࠕ
ࢆࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡓᥦ♧しࢆ授業⿵ຓ教ᮦࡿά⏝す࡚
࣮࣍ࢆの⤖ᯝࡑࠊῧ๐しࢆࢺ࣮࣏学⏕のࣞࠋࡓࡆୖࡕ❧
⪅のࡀ⏕学ࡓぢࢆࢺࢧࠊࡾබ㛤し࡚お࡛ୖࢪ࣮࣒࣌
優ࢆࢺ࣮࣏ࣞࡓࢀ㜀ぴすࠊࡵࡓࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿලయⓗ
のኌࡓࡗかࢃࡀか࠸ࡼࡤࢀすࢆ章ᵓᡂᩥ࠺ࡼの
授ࡶ⏕教育ᐇ⩦中の学ࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡽࡶࡃከࡽ学⏕かࢆ
業ෆᐜࢆ知ࠊࡵࡓࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ授業ࡅ࠸࡚࠸ࡘなか
ࡶのኌࡓࢀࡉ㍍ῶࡀ安ࡓࡗ࠸࠺ࡼし࠺ࡽࡓࡗ
あࠋࡓࡗ 

㹎㹀㹊（ㄢ㢟ゎỴࡿࡅおᙧᡂ⛉目ャࣜ࢟(7)
ᆺ授業）ࡾྲྀࢆධࡓࢀ授業ᐇ㊶ 

ᖹᡂ 31年 4᭶㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

1㹼3 年⏕の࢟ャࣜᙧᡂ⛉目おࠊ࡚࠸㹎㹀㹊ㄢ㢟
ゎỴᆺ授業ࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀࢆओマࡀࣅࢼ㐠Ⴀすࡿ
MyFutureCampus の教ᮦࡾྲྀࢆධࠕࠊࢀ㸿㹇࡚࠸ࡕࡶࢆ♫
ㄢ㢟ࢆゎỴすࡿ（ࢢ࣮ࢢルྜྠ♫）ࠖ 千ⴥ┴㛗ࠕࡸ
༡⏫のᗫᰯࢆά⏝しࡓᆅᇦ⏕ࢆᥦࡼࡏ（ओマࢼ
ࠖ（ࣅ 4ࠊ࠼⏕学ࢆテ࣮マࡓࡗ࠸ 人 1 チ࣮࡛࣒ᐇ
しࠋࡓ㹎㹀㹊の教育ຠᯝ࢟ࠊ࡚࠸ࡘャࣜ教育ࣛ࣎
か ࡽ の ྲྀ ᮦ ࡶ ཷ ࡅ ࡓ ࠋ https://career-ed-
lab.mycampus.jp/interview/1578/ 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書ࠊ教ᮦ 
(1)ᖹᡂ 23年度࢟ャࣜࢨࢹンࠕ一⯡業ᑵ職

ᕼᮃ⪅の࢟ャࣜᨭ教ᮦ （ࠖ教ᮦ） 
 

 
ᖹᡂ 24年 5᭶ 

 
ᖹᡂ 23 年 9 ᭶ 26 ᪥㹼ᖹᡂ 24 年 1 ᭶ 31 ᪥࡛ࡲ講

のᨭࡵࡓ目ᣦす学⏕のࢆ一⯡業ᑵ職ࠕࢆෆᐜࡓしࢆ⩏
教ᮦࠖし࡚ࠊࡵࡲసᡂしࠋࡓ一⯡業ᑵ職ᕼᮃ⪅
（3年⏕ エンࡸ業研究の᪉ἲࠊし࡚㇟ᑐࢆ（106ྡ
ࡓあの教育ㄢ⛬እ㹑㹎㹇ヨ㦂ᑐ⟇な・ࢺ࣮ࢩ࣮ࣜࢺ
教育のャࣜ࢟ࠋࡓࡗ⾜ࡃᡭཌࡶᨭのᥦ౪ャࣜ࢟ࡿ
本᮶ⓗ目ⓗ࡛あࡿᑵປពḧのྥୖࢆᐇ⌧すࡵࡓࡿእ
部講師のᐇࡶᅗࠋࡓࡗ 
（సᡂ⪅）岡野聡子 
（Ⓨ⾜元）⎔太ᖹὒ大学࢟ャࣜࢭン࣮ࢱ 
（⥲㡫ᩘ）186ࢪ࣮࣌ 
（ᡤᒓ）⎔太ᖹὒ大学࢟ャࣜࢭンࠊ࣮ࢱ 
（⏝しࡓ⛉目ྡ）࢟ャࣜࢨࢹン 

(2)教ಖ育⾜ࡇࡲࠕのಖ育ࠖ㹼学ᰯἲ人  
安ᒃ㝔 あ࠸ࡄᗂ⛶ᅬのᐇ㊶かࡽ㹼（教ᮦ） 

ᖹᡂ 24年 6᭶  ⚾❧ᅬࠊࡣᅬ⊂⮬のಖ育᪉㔪ࡸಖ育カࣜࢆ࣒ࣛࣗ࢟ᣢ
ࡿ࠸࡚ࢀධࡾྲྀࢆ教ᛮಖ育ࠊの中࡛ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ᅬᩘࡣከࠋࡿࢀࡽࡳࡃ特教ಖ育ࢆᒎ㛤し࡚ࡿ࠸⚾❧
ᅬᑵ職ࢆᕼᮃし࡚ࡿ࠸学⏕のࠊࡵࡓ教ಖ育ࡣఱ
かࠊ⏕άの中࡛の教ಖ育のྲྀࡾධࢀ᪉ࠊ教୕大⾜
（㝆ㄌ・ᡂ㐨・ᾖᵎ）ࠊ⾜࡛⏝すࡿᴦ㆕㞟➼
教⣔⚾❧ಖ育ᅬࠋࡓࡵࡲし࡚の子ࡘ一ࠊࡵྵࡶ
 ࠋࡿ࠸ᚓ࡚ࢆዲホࠊしࢆ㈚ฟ⏕目ᣦす学ࢆ
（సᡂ⪅）岡野聡子 
（Ⓨ⾜元）⎔太ᖹὒ大学ࡶࡇⓎ㐩学⛉ 
（⥲㡫ᩘ）37ࢪ࣮࣌ 
（ᡤᒓ）⎔太ᖹὒ大学次ୡ௦教育学部ࡶࡇⓎ㐩 学⛉ 
（⏝しࡓ⛉目ྡ）子ࡶ⎔ቃ 

ࢺ࣮ࣀࣈࢧ ンࢨࢹャࣜ࢟ࠕ(3) （ࠖ教ᮦ） ᖹᡂ 24年 9᭶ 本学のᚋᮇ㛤講࢟ࠕࡿࢀࡉャࣜࢨࢹンࠖࠊࡣ㸲
ࠊබົဨᨭᐊࠊᗂಖタศᐊࠊのศᐊ（教職ᨭᐊࡘ
業➼ᑵ職ᨭᐊ）ศか࡚ࢀᣦᑟࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ๓年
度ࠊྛ࡛ࡲ ศᐊ࡛⾜ࡓࡁ࡚ࡗ授業ෆᐜࡣ㆟࡛ඹ᭷ࢀࡉ
࠸㊊し࡚ࡀ㆟ㄽࡿᑐすホ౯ࡸ教育のຠᯝࠊののࡶࡿ
 ࠋࡓ
ࢀࡑࢆ㐺ษなホ౯ࠊどしྍࢆࡧ学⏕の学ࠊࡵࡓのࡑ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆのసᡂࢺ࣮ࣀࣈࢧ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀの教ဨࢀࡒ
（సᡂ⪅）ᑠ野憲一ࠊ岡野聡子ࠊ大野光ࠊ 
    ୕木௦ࠊ久田Ꮥ 
（Ⓨ⾜元）⎔太ᖹὒ大学 
（ฟ∧♫）࠺ࢁࡃࡩฟ∧ 
（⥲㡫ᩘ）64ࢪ࣮࣌ 
（ᡤᒓ）⎔太ᖹὒ大学次ୡ௦教育学部ࡶࡇⓎ㐩 学⛉ 
（⏝しࡓ⛉目ྡ）࢟ャࣜࢨࢹン 
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(4）ࠗ 子ࡶ⎔ቃ㹼㌟㏆な⎔ቃのかかࢆࡾࢃ

㹼ࡵࡓࡿࡵ῝ （࠘教⛉書）（ᥖ） 

ᖹᡂ 25年 2᭶ ஙᗂඣᮇࠊࡣ学ᰯの一ᩧ授業の࠺ࡼ知㆑ࡸᢏ⬟ࢆ一

᪉ⓗ教࡚ࢀࡽ࠼㌟ࡃ࠸࡚ࡅᮇ࡛ࡣなࠊࡃ⮬ศの

⯆ࡸḧồᇶ࡙ࡓ࠸┤᥋ⓗ・ලయⓗなయ㦂ࢆ㏻し࡚ࠊ

人᱁ᙧᡂのᇶ♏なࡿᅵྎࢆసࡿᮇ࡛あࡇࠋࡿのᮇ

ࡗࡶࢆ᥈究ᚰࡸዲወᚰࠊࡽάの中か⏕ࡀ㌟⮬ࡶ子ࠊࡣ

࡚⎔ቃかか࡛ࡇࡿࢃ㐟ࢆࡧᒎ㛤しࠊᐇឤࡸ満㊊ឤ

かቃ⎔Ⓨⓗ⮬ࡀࡶ子ࠋࡿ大ษ࡛あࡀࡇ࠺ࢃࢆ

かࡲࡊࡲࡉࠊࡾࢃなయ㦂かࡿࡁ⏕ࡽ႐ࡸࡧᐇឤࡀࢃ

なಖ育࠺ࡼࡿࢀࡽࡵ高ࢆの㉁ࡧの㐟ࡶ子ࠊࡣࡵࡓ࠺

⪅のពᅗⓗなかかࡀࡾࢃᚲせなࠋࡿ本書࡛ࠊࡣ子ࡶ

ᐇ࡚࠸ࡘࡾࢃ⎔ቃのかか♫ࠊⓗ⎔ቃ≀ࠊቃ⎔↛⮬

㊶࡚࠸⏝ࢆゎㄝしࠋࡓ 

（༢ⴭ・ඹⴭ）༢ⴭ 

（ุᆺ）㸿5ุ 

（⥲㡫ᩘ）71ࢪ࣮࣌ 

（ฟ∧♫）㹃㹐㹎ࢺࢵࣞࢡࢵࣈ 

（ᡤᒓ）⎔太ᖹὒ大学次ୡ௦教育学部ࡶࡇⓎ㐩 学⛉ 

（⏝しࡓ⛉目ྡ）子ࡶ⎔ቃ 

（5）ࠗ子ࡶの⏕ά⌮ゎ⎔ቃ࡙ࡾࡃ㹼ᗂඣ教育

㡿ᇦࠕ⎔ቃࠖᑠ学ᰯ教育ࠕ⏕ά⛉ࠖか࠼⪄ࡽ

㹼ࡿ （࠘教⛉書）（ᥖ） 

ᖹᡂ 25年 3᭶ 2005 年の中ኸ教育ᑂ㆟⟅⏦࡛ࠊࡣᗂඣᮇ教育のព

࠼ࡽࢆし࡚ᗂඣ教育ࡾࡲ学ᰯ教育のጞࠕࢆᙺ⩏

・ᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊࠊ࠼加⬟ᢏࡸ知㆑ࠊࡣᗂඣ教育ࠊࡤࢀ

⾲⌧ຊのᇶ♏ࢆ育ᡂすࡿᙺࢆᢸࡿ࠸࡚ࡗ ࡑࠋࡓしࠖ

のࠊ࡚ࡗࡼࡇᗂඣ教育のあࡾ᪉ࠊࡀ学ᰯ教育ࡾࡼࢆ

ព㆑しࡶࡓのኚし࡚ࢃࡀࡇࡿ࠸࡚ࡁかࠋࡿ本書࡛

ᑠ学ᰯ教育のᗂඣ教育ࡿࢀࢃ⾜ಖ育ᡤ࡛ࡸᗂ⛶ᅬࠊࡣ

㐃ᦠ࠸ࢆかᅗࡃ࠸࡚ࡗかࠊ࡚࠸ࡘᗂ⛶ᅬ教育せ㡿ࡸ

ಖ育ᡤಖ育ᣦ㔪の㡿ᇦࠕ⎔ቃࠖᑠ学ᰯ教育ㄢ⛬のࠕ⏕

ά⛉ࠖࢆ 

のどࡘቃ・≀ⓗ⎔ቃ・♫⎔ቃの㸱⎔↛⮬ࠊし࡚㍈ࢆ

Ⅼ࡚࠸⏝ࢆࡆୖࡾྲྀࢆなࡽࡀゎㄝࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

（༢ⴭ・ඹⴭ）ඹⴭ 

（ุᆺ）㸿5  ุ

（⥲㡫ᩘ）166࣮࣌  ࢪ

（ฟ∧♫）࠺ࢁࡃࡩฟ∧ 

（ᢸᙜ㡫）pp.1-12ࠊpp.134-137ࠊpp.140-142ࠊpp.137-140（⩻ヂ

ᢸᙜ） 

（ᢸᙜ部ศ）➨1章➨1⠇5➨ࠊ章➨3⠇13・2-2ࠊ 

        ➨5章➨3⠇2-1の⩻ヂ 

（⦅ⴭ⪅）岡野聡子・⟄井ឡ知 

（ศᢸᇳ➹⪅）松田智子・吉村ၨ子・㎷野Ꮥ・大野㕥子・金光ᩥ ௦・

ᖹ松ⱱ・㤿ሙᾈ一㑻・中㐨美㭯・岡田美紀・ᅵ㇂㛗

子・ンࢽ࣮ࢯ ࢩル࢛ࣗ࢘・  

（ᡤᒓ）⎔太ᖹὒ大学次ୡ௦教育学部ࡶࡇⓎ㐩 学⛉ 

（⏝しࡓ⛉目ྡ）子ࡶ⎔ቃ 

 㹼ᨵゞ∧㹼ࠖࢺ࣮ࣀࣈࢧンࢨࢹャࣜ࢟ࠕ(6)

（教ᮦ） 

ᖹᡂ 25年 4᭶ ๓年度సᡂし࢟ࡓャࣜࢨࢹンࠊࢺ࣮ࣀࣈࢧ⮬
ᕫ⌮ゎࡸ業⏺研究ࠊ♫の⌮ゎの㛤タࠊᑵ職άືの㈨ᩱ
ࠊྛ࡛ࡲ๓年度ࠋࡓసᡂし࡚࠼加ࡓ᪂ࢆ ศᐊ࡛⾜࡚ࡗ
ࡸ教育のຠᯝࠊののࡶࡿࢀࡉ㆟࡛ඹ᭷ࡣ授業ෆᐜࡓࡁ
ホ౯ᑐすࡿ㆟ㄽࡀ㊊し࡚ࡑࠋࡓ࠸のࠊࡵࡓ学⏕の学
ࡼࡿࡁ࡛ࡀの教ဨࢀࡒࢀࡑࢆ㐺ษなホ౯ࠊどしྍࢆࡧ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆのసᡂࢺ࣮ࣀࣈࢧ࠺
（⦅㞟・ⴭ⪅）岡野聡子 
（ඹⴭ⪅）ᑠ野憲一ࠊ▼Ώᕊྖ୕ࠊ木௦ࠊ 

大野光 
（Ⓨ⾜元）⎔太ᖹὒ大学 
（ฟ∧♫）࠺ࢁࡃࡩฟ∧ 
（⥲㡫ᩘ）90ࢪ࣮࣌ 
(ᢸᙜ㡫)pp.2-9ࠊpp.34-45ࠊpp.51-86 

（ᡤᒓ）⎔太ᖹὒ大学次ୡ௦教育学部教育⤒Ⴀ学⛉ 

（⏝しࡓ⛉目ྡ）࢟ャࣜࢨࢹン 

ࢺ࣮ࣀ⩦教職⾲⌧ຊ₇ࠕ(7) （ࠖ教ᮦ） ᖹᡂ 27年 4᭶  ๓年度ᐇしࡓ教職⾲⌧ຊ₇⩦の授業ෆᐜࢆ⢭ᰝ
しࠊ教ᮦࢆసᡂしࠋࡓ授業目ⓗࠊࡣ᪂⪺記ࡸホㄽᩥࢆ
ࢆຊの育ᡂࡿㄝ明すࡃすࡸࡾかࢃࢆ≀⪅ࠊ࡚࠸⏝
ᅗࠊࡾカࢡࢵ࣑ࢹス࢟ルのᇶ♏ࢆᾰ㣴すࡇࡿあ
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ղゝⴥࠊࡿࡵࡲ࡛ࢇձㄞࠊࡣ教ᮦのᵓᡂࡓసᡂしࠋࡿ
の㡯ࢀࡒࢀࡑࠊࡕ❧ࡾᡂࡽかࡿࡵࡲ࡚࠸⫈ճࠊࡪ学ࢆ
目ࢆẁ㝵ⓗ学࠺ࡼࡿし࡚ࠋࡿ࠸ 
（⦅㞟・ⴭ⪅）西㎷正ࠊ山本美紀 
（ඹⴭ⪅）岡村季光ࠊ岡野聡子ࠊ高木悠哉ࠊ 

松井典夫 
（Ⓨ⾜元）ዉⰋ学ᅬ大学 
（ฟ∧♫）ᰴᘧ♫ᘅ῭ᇽ 
（⥲㡫ᩘ）152ࢪ࣮࣌ 
(ᢸᙜ㡫) pp.114-115 

（ᡤᒓ）ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉ 

（⏝しࡓ⛉目ྡ）教職⾲⌧ຊ₇⩦Ϩ 

 ンϩࢨࢹャࣜ࢟ࠕ(8)
㹼職業研究࣮࣡ࢡࢵࣈࢡ㹼 （ࠖ教ᮦ） 

ᖹᡂ 27年 9᭶ ࢟ャࣜࢨࢹンϩ࡛ࠊࡣ職業研究ࠕാࠖࡣࡇࡃ
ά࡚࠸おศ野ྛࡽな業⏺かࡲࡊࡲࡉࠊし࡚テ࣮マࢆ
㌍し࡚ࡿ࠸・し࡚ࡓࡁእ部講師ࢆᣍ⪸しࠊᑐすࡿ
ࠋࡿ࠸し࡚授業目ⓗࢆࡇࡿ研究すࢆ᪉ࡵ㐍ࡸ᪉࠼⪄
本࣮࣡ࡿࡵࡲ࣓ࣔࢆࡇࡓ࠸⪺ࠊࡣ࡛ࢡࢵࣈࢡせ⣙
ຊࡓࡵࡲࠊሗࢆ⡆₩♧すᵓ㐀ຊࢆ㌟ࢀࡽࡅ
 ࠋࡓᵓᡂし࠺ࡼࡿ
（సᡂ⪅）岡野聡子 
（Ⓨ⾜元）ዉⰋ学ᅬ大学 
（⥲㡫ᩘ）30ࢪ࣮࣌ 

（ᡤᒓ）ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉ 

（⏝しࡓ⛉目ྡ）࢟ャࣜࢨࢹンϩ 

 ϩࢺン࣓ࣉࢵロ࣋ࢹャࣜ࢟ࠕ(9)
㹼職業研究 㹼ࢡࢵࣈࢡ2࣮࣡ （ࠖ教ᮦ） 

ᖹᡂ 27年 9᭶ ࢟ャࣜ࣋ࢹロ࣓ࣉࢵンࢺϩ࡛ࠊࡣձ⮬ᕫ⌮ゎの῝
ࠊղ職業の⌮ゎࠊࡿࡵ῝ࢆճン࣮ࢱンࣉࢵࢩの 3
部ᵓᡂし࡚おࠊࡾ㸯年次࡛学ࢆࡇࡔࢇάかすෆᐜ
なࠋࡿ本࣮࣡ࢡࢵࣈࢡのࠊࡣ࠸ࡽࡡㄢ業ศᯒ➼ࢆ㏻し࡚ࠊ
ෆᐜの⌮ゎྠࡿࡵ῝ࢆࠊከᵝな職✀のሗ
ࡇࡿࡁᚓ࡛⋓ࢆලయⓗな職業ീࡀ学⏕⮬㌟ࠊ㞟しࢆ
࡛あࠋࡿ 
（సᡂ⪅）岡野聡子 
（Ⓨ⾜元）ዉⰋ学ᅬ大学 
（⥲㡫ᩘ）30ࢪ࣮࣌ 

（ᡤᒓ）ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉ 

（⏝しࡓ⛉目ྡ）࢟ャࣜ࣋ࢹロ࣓ࣉࢵンࢺϩ 

 ࠖࢺ࣮ࣀ⩦2016年度∧ 教職⾲⌧ຊ₇ࠕ(10)
（教ᮦ） 

ᖹᡂ 28年 4᭶ ๓年度ά⏝しࠕࡓ教職⾲⌧ຊ₇⩦ࢺ࣮ࣀ ࠊ⢭ᰝしࠖࢆ
ᨵゞ∧し࡚教ᮦࢆసᡂしࠋࡓ授業目ⓗࠊࡣ᪂⪺記ࡸ
ホㄽᩥࠊ࡚࠸⏝ࢆ⪅≀ࢃࢆかࡸࡾすࡃㄝ明すࡿຊ
の育ᡂࢆᅗࠊࡾカࢡࢵ࣑ࢹス࢟ルのᇶ♏ࢆᾰ㣴すࡇࡿ
ࠊࡿࡵࡲ࡛ࢇձㄞࠊࡣ教ᮦのᵓᡂࡓసᡂしࠋࡿあ
ղゝⴥࢆ学ࠊࡪճ⫈ࡿࡵࡲ࡚࠸かࡽᡂࡒࢀࡑࠊࡕ❧ࡾ
 ࠋࡿ࠸し࡚࠺ࡼࡿ学ẁ㝵ⓗࢆの㡯目ࢀ
（⦅㞟）西㎷正ࠊ岡村季光 
（ඹⴭ⪅）岡村季光ࠊ岡野聡子ࠊ桑原祐子ࠊ 

高木悠哉ࠊ山本美紀 
（Ⓨ⾜元）ዉⰋ学ᅬ大学 
（ฟ∧♫）ᰴᘧ♫ᘅ῭ᇽ 
（⥲㡫ᩘ）109ࢪ࣮࣌ 
(ᢸᙜ㡫) pp.52-53 
（ᡤᒓ）ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉ 

（⏝しࡓ⛉目ྡ）教職⾲⌧ຊ₇⩦Ϩ 

 Ϩࣉࢵル࢟スャࣜ࢟ࠕ(11)
㹼ᑵά‽ഛ࣮࣡ࢡࢵࣈࢡձ （ࠖ教ᮦ） 

ᖹᡂ 29年 4᭶ ࢟ャࣜス࢟ルࣉࢵϨ࡛3ࠊࡣ年⏕ဨࡀᒚಟࢆす
一⯡業ࡸ教ဨ᥇⏝ヨ㦂ࡓ࠼᥍1年ᚋࠋࡿ目࡛あ⛉ࡿ
ᑵ職άືࠊබົဨ᥇⏝ヨ㦂の‽ഛࢆすࡿあࠊࡾࡓձᑵ
職άືのὶࠊࢀղン࣮ࢱンࣉࢵࢩのᴫせ߉ࠊᒚṔ書の
書ࡁ᪉ࠊմ㹑㹎㹇ヨ㦂のᴫせࠊಶ人・㞟ᅋ㠃᥋ࢢࠊル࣮
の࡛ࡶࡓࡵࡲࢆ㞟ᅋウ㆟のᴫせࠊンࣙࢩࢵスカࢹࣉ
あࠋࡿ学ࡧの✚ࡳ㔜ྍࡀࡡど࡛࠺ࡼࡿࡁしࢡ࣮࣡ࡓ
 ࠋࡿあ࡛ࢡࢵࣈ
（సᡂ⪅）岡野聡子 
（⥲㡫ᩘ）48ࢪ࣮࣌ 
（ᡤᒓ）ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉ 
（⏝しࡓ⛉目ྡ）࢟ャࣜス࢟ルࣉࢵϨ 

(12) ࠗ子ࡶの⏕ά⌮ゎ⎔ቃ࡙ࡾࡃ[ᨵゞ∧]

㹼ᑵ学๓教育㡿ᇦࠕ⎔ቃࠖᑠ学ᰯ教育ࠕ⏕ά

ᖹᡂ 31年 3᭶ 2017 年学⩦ᣦᑟせ㡿ࡀᨵゞࠊࢀࡉ㈨㉁・⬟ຊの୕

ጼ（10࠸し࡚ࡗ育࡛ࡲࡾࢃ⤊ᗂඣᮇののᰕࡘ の
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⛉ࠖかࡿ࠼⪄ࡽ㹼 （࠘教⛉書）（ᥖ） ጼ）ࡀ明♧ࡓࢀࡉࠊಖᗂᑠ㐃ᦠのᙉࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ

⎔ࠕ㡿ᇦࠊ࠸なࡶ学⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࠊࡣ本書࡛ࠋࡓ

ቃ ᑠ学ᰯᑵ学๓教育ࠊࡵྵࡶ᪂㡯目ࡓࢀࡉ⨨タ࡚ࠖ

教育の教育ෆᐜの᥋⥆ゝཬしࠊ⮬↛⎔ቃ・≀ⓗ⎔ቃ・

♫⎔ቃの㸱ࡘのどⅬ࡚࠸⏝ࢆࡆୖࡾྲྀࢆなࡽࡀ

ゎㄝࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

（༢ⴭ・ඹⴭ）ඹⴭ 

（ุᆺ）㸿5  ุ

（⥲㡫ᩘ）206 ࣮࣌  ࢪ

（ฟ∧♫）࠺ࢁࡃࡩฟ∧ 

（ᢸᙜ㡫）pp.1-20ࠊpp.81-83ࠊpp.103-104ࠊpp.106-108ࠊpp.146-147 

（ᢸᙜ部ศ）➨1章➨1⠇3➨ࠊ章➨2⠇1-24➨ࠊ1-3ࠊ章 ➨㸯

⠇15➨ࠊ1-2ࠊ章➨㸯⠇1-3 

（⦅ⴭ⪅）岡野聡子 

（ศᢸᇳ➹⪅）松田智子・大野㕥子・吉村ၨ子・⟄井ឡ知・村田┾

⌮子・⸈田弘美・㎷野Ꮥ・ఀ ᓮ一夫・中㐨美㭯・岡田

美紀・田中༟ஓ・๓ᕝ㇏子・ᖹ野知ぢ 

（ᡤᒓ）ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部 

（⏝しࡓ⛉目ྡ）子ࡶ⎔ቃࠊ 
ಖ育ෆᐜϩࠕ⎔ቃࠖ 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯  
(1)ி㒔光⳹ዪ子大学▷ᮇ大学部ࡶࡇಖ育学⛉ 
学⛉㛗ࡿࡼホ౯ 

 
ᖹᡂ 20年 3᭶㹼 
ᖹᡂ 23年 3᭶ 

  
ᐇࠊ࡚ಖ育学⛉ඹྠ研究ᐊᐇ⩦・ᑵ職ᨭᐊࡶࡇ

⩦・ᑵ職ᨭᐊのᢸᙜし࡚ࠊಖ育職ࢆᚿす学⏕のᐇ
⩦ᨭᑵ職ᨭ࠺ࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆしࡓ学⏕ᨭࡅࡔ
のᐇㄪᰝಖ育ᡤࡸし࡚ᗂ⛶ᅬ研究ຓᡭࠊࡎࡽࡲ
講⩏ෆ࡛講₇しࢆᗂ⛶ᅬ⌧ሙのᐇࡸࡇࡓࡗࢃᦠ
࡚ࡗ⾜ࢆ⾲研究Ⓨ࡚➼ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟ࠊࡇࡓ
ࢆ教育ⓗ・研究ⓗな⬟ຊࡿࡅおᗂඣ教育ࠊ࡛ࡇࡓ࠸
᭷し࡚ࡿ࠸ẖ年ホ౯ࠋࡓࢀࡉࢆ 

(2)⎔太ᖹὒ大学学㛗⿵బ/࢟ャࣜࢭン࣮ࢱ㛗/  
教育⤒Ⴀ学⛉㛗ࡿࡼ教ဨホ౯ 

ᖹᡂ 24年 7᭶ 5年間のᗂ⛶ᅬ教ㅍの⤒㦂ࢆάかし࡚ࠊ⌮ㄽᐇ㊶ࢆ
ቃ⎔ࡶ子ࠕࡅࡘࡧ⤖ のࠖ⛉目ࢆᢸᙜし࡚ࢆࡇࡿ࠸
ホ౯ࠋࡓࢀࡉෆᐜし࡚ࠊࡣ授業࡚⌮ㄽయ㦂ⓗなά
ࡇࡿ࠸し࡚ࢆすᕤ夫♧ࢆಖ育ᣦᑟ᪉ἲ࡚ࢀධࡾྲྀࢆື
ᑐすࢀࡑࠊㄢし⏕学ࢆㄢ㢟ࡸࢺ࣮࣏ẖᅇのࣞࠊࡸ
の授業ᨵ善ࡸᐇົ⤒㦂ࠊ➼ࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇの⏕学ࡿ
ጼໃࠊࡀ⛉目ࢆᢸᙜすࡵࡓࡿの教育ⓗな⬟ຊࢆ᭷し࡚࠸
 ࠋࡓࢀࡉホ౯ࡿ

(3)ᖹᡂ 24年度授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣのᐇ 
 ⛉目ྡ㸸子ࡶ⎔ቃ 
 大学ྡ㸸⎔太ᖹὒ大学 

ᖹᡂ 24年 7᭶ ࠕ子ࡶ⎔ቃ のࠖ授業ホ౯㛵すࡿンࢺ࣮ࢣㄪᰝ
5ࠋࡓᐇしࢆ Ⅼᑻ度（ᚲせ࡛あ1）ࡿ Ⅼ）かࡽᚲせ
࡛あࡿ（5Ⅼ）࡚（࡛ࡲᅇ⟅ࢆồࠋࡓࡵᅇ⟅⤖ᯝࠊࡣ
ձ教⛉書の⏝ㄒの☜ㄆ:4.028（SD=0.839）ࠊղ授業ෆの
本 ㄞ ࡳ :3.676(SD=0.868) ࠊ ճ 授 業 ෆ の 㓄 布 ㈨
ᩱ:4.408(SD=0.761)ࠊմᫎീ学⩦:4.535(SD=0.646)յయ
㦂 ά ື :4.676(SD=0.708) ࠊ ն ᐊ እ 授 業
4.338(SD=0.918)ࠊշࢢル࣮4.436:ࢡ࣮࣡ࣉ(SD=0.8)ࠊ
ո授業ᚋのⓎᒎ学⩦:3.859(SD=0.997)ࠊչᥦฟㄢ㢟のࣇ
ᑐయ㦂άືࠋࡓࡗあ࡛(SD=0.918)3.944:ࢡࢵࣂࢻ࣮
すࡿホ౯ࡶ᭱ࡀ高96ࠊࡓࡲࠊࡃ㸣の学⏕ࡀ本講⩏ࡅཷࢆ
࡚⮬ศのࡵࡓなࠋࡓ࠼⟆ࡓࡗ 

(4) ᖹᡂ 25年度授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣのᐇ 
 ⛉目ྡ㸸⏕άの⌮ゎ 
 大学ྡ㸸⎔太ᖹὒ大学 

ᖹᡂ 25年 7᭶ FDάືの一⎔し࡚ࠕࠊ⏕άの⌮ゎࠖ学⏕ࡿࡼ授業
ホ౯ンࢆࢺ࣮ࢣᐇしࠋࡓᒚಟ⪅ᩘࡣ ⪅⟆ᅇࠊ209ྡ
ࡣᩘ 172ྡ（᭷ຠᅇ⟅⋡㸸82.2㸣）࡛あࠋࡓࡗ㉁ၥ⣬ࡣ
15㡯目かࡽᡂࠊࡕ❧ࡾձ学⏕⮬㌟のྲྀࠊ࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾ
ղᢸᙜ教ဨࡸᣦᑟ᪉ἲ➼࡚࠸ࡘ 4Ⅼᑻ度࡛ᐇしࠋࡓ
ホ౯⤖ᯝのᖹ均ホᐃࡣ 3.419 ࡛あࠊࡾ⥲ྜⓗ満㊊度ࡣ
3.445࡛あࠊࡓࡲࠋࡓࡗ教ᮦ研究の授業ෆᐜࢆከࡾྲྀࡃ
ධࡶࡇࡓࢀあࠕࠊࡾ授業のཧ加ពḧ࠺ࡼࡿࢀࡉಁࡀ
なᕤ夫ࡲ࠸࡚ࢀࡉࡀしࡓか࡚ࠖ࠸ࡘ 3.47 のホ౯ࡶࢆ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇ࠺ࡽ

(5) ᖹᡂ 26年度授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣのᐇ 
 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜࢨࢹンϨ 
 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜࢨࢹンϩ 
 ⛉目ྡ㸸⏕άの⌮ゎ 
 大学ྡ㸸ዉⰋ学ᅬ大学 

ᖹᡂ 26年 4᭶ 
㹼ᖹᡂ 27年 3᭶ 

ᖹᡂ 26 年度の学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣの⥲ྜ
ⓗ満㊊度の⤖ᯝࠊࡣ௨ୗの㏻࡛ࡾあࠋࡿ⥲ྜⓗ満㊊度ࠊࡣ
4Ⅼᑻ度࡛ᐇしࠋࡓ 
 ンϨ㸸3.37ࢨࢹャࣜ࢟・
 ンϩ㸸3.43ࢨࢹャࣜ࢟・
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・⏕άの⌮ゎ㸸3.65 
間ࡿᅇ⟅す学⏕の㉁ၥࠊࡶ࡚࠸おの授業ࢀࡎ࠸ 
書かࢆࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾࡣ授業⤊ᚋࠊࢀධࡾྲྀࡎᚲࢆ
ࡿࡼ⏕学ࠊࡀࡇのࡑࠋࡓㄆし☜ࢆ授業の⌮ゎ度࡚ࡏ
授業の高ホ౯ࡘなࠋࡓࡗࡀ 

(6)ᖹᡂ 27年度授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣのᐇ 
 ⛉目ྡ㸸子ࡶ⎔ቃ（๓ᮇ） 
⛉目ྡ㸸⏕άの⌮ゎ（ᚋᮇ） 
⛉目ྡ㸸࢟ャࣜࢨࢹンϨ（๓ᮇ） 

 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜࢨࢹンϩ（ᚋᮇ） 
 ⛉目 㸸ྡ࢟ャࣜ࣋ࢹロ࣓ࣉࢵンࢺϨ（๓ᮇ） 
 ⛉目 㸸ྡ࢟ャࣜ࣋ࢹロ࣓ࣉࢵンࢺϩ（ᚋᮇ） 
 大学ྡ㸸ዉⰋ学ᅬ大学 

ᖹᡂ 27年 4᭶㹼 
ᖹᡂ 28年 3᭶ 

 ᖹᡂ 27 年度の学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣの⥲ྜ
ⓗ満㊊度の⤖ᯝࠊࡣ௨ୗの㏻࡛ࡾあࠋࡿ⥲ྜⓗ満㊊度ࠊࡣ
4Ⅼᑻ度࡛ᐇしࠋࡓ 
・子ࡶ⎔ቃ㸸3.68 
・⏕άの⌮ゎ㸸3.06 
 ンϨ㸸3.51ࢨࢹャࣜ࢟・
 ンϩ㸸3.44ࢨࢹャࣜ࢟・
 Ϩ㸸3.4ࢺン࣓ࣉࢵロ࣋ࢹャࣜ࢟・
 ϩ㸸3.37ࢺン࣓ࣉࢵロ࣋ࢹャࣜ࢟・
間ࡿᅇ⟅す学⏕の㉁ၥࠊࡶ࡚࠸おの授業ࢀࡎ࠸ 
書かࢆࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾࡣ授業⤊ᚋࠊࢀධࡾྲྀࡎᚲࢆ
ࡿࡼ⏕学ࠊࡀࡇのࡑࠋࡓㄆし☜ࢆ授業の⌮ゎ度࡚ࡏ
授業の高ホ౯ࡘなࠋࡓࡗࡀ 

(7)ᖹᡂ 28年度授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣのᐇ 
 ⛉目ྡ㸸子ࡶ⎔ቃ（๓ᮇ） 
⛉目ྡ㸸࢟ャࣜࢨࢹンϨ（๓ᮇ） 

 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜࢨࢹンϩ（ᚋᮇ） 
 ⛉目 㸸ྡ࢟ャࣜ࣋ࢹロ࣓ࣉࢵンࢺϨ（๓ᮇ） 
 ⛉目 㸸ྡ࢟ャࣜ࣋ࢹロ࣓ࣉࢵンࢺϩ（ᚋᮇ） 
 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜス࢟ルࣉࢵϨ（๓ᮇ） 
 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜス࢟ルࣉࢵϩ（ᚋᮇ） 
大学ྡ㸸ዉⰋ学ᅬ大学 

ᖹᡂ 28年 4᭶㹼 
ᖹᡂ 29年 3᭶ 

 ᖹᡂ 28 年度の学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣの⥲ྜ
ⓗ満㊊度の⤖ᯝࠊࡣ௨ୗの㏻࡛ࡾあࠋࡿ⥲ྜⓗ満㊊度ࠊࡣ
4Ⅼᑻ度࡛ᐇしࠋࡓ 
・子ࡶ⎔ቃ㸸3.45 
 ンϨ㸸3.55ࢨࢹャࣜ࢟・
 ンϩ㸸3.59ࢨࢹャࣜ࢟・
 Ϩ㸸3.46ࢺン࣓ࣉࢵロ࣋ࢹャࣜ࢟・
 ϩ㸸3.09ࢺン࣓ࣉࢵロ࣋ࢹャࣜ࢟・
 Ϩ㸸3.55ࣉࢵル࢟スャࣜ࢟・
 ϩ㸸2.95ࣉࢵル࢟スャࣜ࢟・
間ࡿᅇ⟅す学⏕の㉁ၥࠊࡶ࡚࠸おの授業ࢀࡎ࠸ 
書かࢆࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾࡣ授業⤊ᚋࠊࢀධࡾྲྀࡎᚲࢆ
ࡿࡼ⏕学ࠊࡀࡇのࡑࠋࡓㄆし☜ࢆ授業の⌮ゎ度࡚ࡏ
授業の高ホ౯ࡘなࠋࡓࡗࡀ 

(8)ᖹᡂ 28年度授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣのᐇ 
 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜࢨࢹン 
 大学ྡ㸸ዉⰋ教育大学 
 

ᖹᡂ 28年 10᭶㹼
ᖹᡂ 29年 3᭶ 

 ᖹᡂ 28 年度の学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣの⤖ᯝ
ࠊࡾ4Ⅼᑻ度࡛あࠊࡣࢺ࣮ࢣンࠋࡿあ࡛ࡾ௨ୗの㏻ࠊࡣ
ᅇ⋡ࡣ 90.9㸣（ᒚಟ⪅ᩘ㸸55人ࠊゎ⟅⪅ᩘ㸸50人）
࡛あࠋࡿ 
・学⩦ຠᯝࡵࡓࡿࡆୖࢆのᕤ夫・‽ഛ㸸3.36 

（యᖹ均㸸3.28） 
・ᢸᙜ教ဨのヰし᪉ࡀ明░か࠺か㸸3.66 

（యᖹ均㸸3.31） 
・学⏕の⌮ゎࡸᛂࢆぢなࡽࡀ授業し࡚ࡓ࠸か㸸 

3.38（యᖹ均㸸3.29） 
・授業の満㊊度㸸3.30（యᖹ均㸸3.32） 
・᪂し࠸知㆑・⪃࠼᪉・教育ᐇ㊶ຊࡀᚓࡓࢀࡽか㸸 

3.44（యᖹ均㸸3.36） 
・฿㐩目ᶆࡀの⛬度ࠊ㌟ࡓ࠸か㸸3.20 

（యᖹ均㸸3.27） 

(9)ᖹᡂ 29年度授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣのᐇ 
 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜࢨࢹン 
 大学ྡ㸸ዉⰋ教育大学 

ᖹᡂ 29年 10᭶㹼
ᖹᡂ 30年 3᭶ 

ᖹᡂ 29 年度の学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣの⤖ᯝ
ࠊࡾ4Ⅼᑻ度࡛あࠊࡣࢺ࣮ࢣンࠋࡿあ࡛ࡾ௨ୗの㏻ࠊࡣ
ᅇ⋡ࡣ 88.9㸣（ᒚಟ⪅ᩘ㸸54人ࠊゎ⟅⪅ᩘ㸸48人）
࡛あࠋࡿ 
・学⩦ຠᯝࡵࡓࡿࡆୖࢆのᕤ夫・‽ഛ㸸3.35 

（యᖹ均㸸3.33） 
・ᢸᙜ教ဨࡣ学⏕ࡀయⓗかࡘពḧⓗ学࠺ࡼࡿな
授業࡙ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡾࡃか㸸3.38 

（యᖹ均㸸3.31） 
・᪂し࠸知㆑・⪃࠼᪉ࡀᚓࡓࢀࡽか㸸3.48 

（యᖹ均㸸3.49） 
・教育ᐇ㊶ຊࡘࢀࡑࡸなࡿࡀຊࢆᚓࡓࢀࡽか㸸 

3.23（యᖹ均㸸3.33） 
・฿㐩目ᶆࡀの⛬度ࠊ㌟ࡓ࠸か㸸2.96 

（యᖹ均㸸3.21） 
・授業の満㊊度㸸3.27（యᖹ均㸸3.38） 

(10)ᖹᡂ 29年度授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣのᐇ 
 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜࢨࢹンϨ（๓ᮇ） 
 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜࢨࢹンϩ（ᚋᮇ） 

ᖹᡂ 29年 4᭶㹼 
ᖹᡂ 30年 3᭶ 

 ᖹᡂ 29 年度の学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣの⥲ྜ
ⓗ満㊊度の⤖ᯝࠊࡣ௨ୗの㏻࡛ࡾあࠋࡿ⥲ྜⓗ満㊊度ࠊࡣ
4Ⅼᑻ度࡛ᐇしࠋࡓ 
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 ⛉目 㸸ྡ࢟ャࣜ࣋ࢹロ࣓ࣉࢵンࢺϨ（๓ᮇ） 
 ⛉目 㸸ྡ࢟ャࣜ࣋ࢹロ࣓ࣉࢵンࢺϩ（ᚋᮇ） 
 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜス࢟ルࣉࢵϨ（๓ᮇ） 
 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜス࢟ルࣉࢵϩ（ᚋᮇ） 
大学ྡ㸸ዉⰋ学ᅬ大学 

 ンϨ㸸3.05（య㸸3.38）ࢨࢹャࣜ࢟・
 ンϩ㸸3.44（య㸸3.41）ࢨࢹャࣜ࢟・
 Ϩ㸸3.54（య㸸3.38）ࢺン࣓ࣉࢵロ࣋ࢹャࣜ࢟・
 ϩ㸸3.52（య㸸3.41）ࢺン࣓ࣉࢵロ࣋ࢹャࣜ࢟・
 Ϩ㸸3.35（య㸸3.38）ࣉࢵル࢟スャࣜ࢟・
 ϩ㸸3.47（య㸸3.41）ࣉࢵル࢟スャࣜ࢟・
間ࡿᅇ⟅す学⏕の㉁ၥࠊࡶ࡚࠸おの授業ࢀࡎ࠸ 
書かࢆࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾࡣ授業⤊ᚋࠊࢀධࡾྲྀࡎᚲࢆ
ࡿࡼ⏕学ࠊࡀࡇのࡑࠋࡓㄆし☜ࢆ授業の⌮ゎ度࡚ࡏ
授業の高ホ౯ࡘなࠋࡓࡗࡀ 

(11)ᖹᡂ 30年度授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣのᐇ 
 ⛉目ྡ㸸࢟ャࣜࢨࢹン 
 大学ྡ㸸ዉⰋ教育大学 

ᖹᡂ 30年 10᭶㹼
ᖹᡂ 31年 3᭶ 

ᖹᡂ 30 年度の学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣの⤖ᯝ
ࠊࡾ4Ⅼᑻ度࡛あࠊࡣࢺ࣮ࢣンࠋࡿあ࡛ࡾ௨ୗの㏻ࠊࡣ
ᅇ⋡ࡣ 67.3㸣（ᒚಟ⪅ᩘ㸸98人ࠊゎ⟅⪅ᩘ㸸66人）
࡛あࠋࡿ 
・学⩦ຠᯝࡵࡓࡿࡆୖࢆの‽ഛ・ᕤ夫㸸3.62 

（యᖹ均㸸3.33） 
・ᢸᙜ教ဨࡣ学⏕ࡀయⓗかࡘពḧⓗ学࠺ࡼࡿな
授業࡙ࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡾࡃか㸸3.67 

（యᖹ均㸸3.32） 
・᪂し࠸知㆑・⪃࠼᪉ࡀᚓࡓࢀࡽか㸸3.65 

（యᖹ均㸸3.47） 
・教育ᐇ㊶ຊࡘࢀࡑࡸなࡿࡀຊࢆᚓࡓࢀࡽか㸸 

3.47（యᖹ均㸸3.33） 
・฿㐩目ᶆࡀの⛬度ࠊ㌟ࡓ࠸か㸸3.30 

（యᖹ均㸸3.22） 
・授業の満㊊度㸸3.68（యᖹ均㸸3.38） 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯  
(1)රᗜ┴ⰱᒇᕷ❧西山ᗂ⛶ᅬ・ᅬෆ研究講師 

 
ᖹᡂ 24年 1᭶ 

 
රᗜ┴ⰱᒇᕷ❧西山ᗂ⛶ᅬ࡚ᅬෆ研究のᣦᑟຓ

ゝし࡚ᦠࠋࡿࢃ研究テ࣮マࠕࠊࡣᗂඣྠኈの育࠸ྜࡕ
学ࢆ࠸ྜࡧ育࡛ࠖࡴあࠋࡿ年㛗 ス・年ᑡࣛࢡ2 スࣛࢡ2
のබ㛤ಖ育（㐟ࡧ）ࢆཧほしࠋࡓ᪥ᖖ⏕άの中࡛ྲྀࡾ
㢟ᮦࢆ本⤮ࠊࡵࡓࡿࡵ῝ࢆの⯆㛵ᚰ本⤮ࡓࡆୖ
しࡓ㐟ࢆࡧಖ育ࡾྲྀධࠋࡓࢀᗂඣのⓎ㐩ࡓࡏࢃྜ
な࠺ࡼのࡀ教ဨࠊࡣࡵࡓࡿᒎ㛤すࢆάື࠸しࢃࡉࡩ
⎔ቃᵓᡂࢆすࡿᚲせࡀあࡿか࡚࠸ࡘ㸪教ဨ 8人ࢆᑐ㇟
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟຓゝ

(2)රᗜ┴ⰱᒇᕷ❧ᮅ᪥ୣࢣᗂ⛶ᅬ・ᅬෆ研究
講師 
 

ᖹᡂ 24年 5᭶ රᗜ┴ⰱᒇᕷ❧ᮅ᪥ୣࢣᗂ⛶ᅬ࡚ᅬෆ研究のᣦ
ᑟຓゝし࡚ᦠࠋࡿࢃ研究テ࣮マࠕࠊࡣ᪂学ᮇのಖ育の
ᣦᑟィ⏬ࡸ教師のຓのᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘ学ࠊࡧ教師の㈨
㉁ྥୖࢆᅗ࡛ࠖࡿあࠋࡿ年㛗 ス・年中ࣛࢡ1 スのࣛࢡ2
ಖ育ࢆཧほしࠋࡓ␗年㱋ඣのάືおࠊ࡚࠸㐟ࢆࡧᕤ夫
し࡚ࡔࡾすࡸࡇのᗂඣの⪃ࠊࢀࡩ࠼᪂し࠼⪄࠸
࠸ࡘなຓ࠺ࡼࡿ࠼ࢃࢆࡉᴦしࡸࡧฟす႐ࡳ⏕ࢆ
教ဨࠊ࡚ 6人ࢆᑐ㇟ᣦᑟຓゝࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(3)ட岡ᕷ㆟ࠕ⥳㢼ࠖὴどᐹおࡿࡅ講師  ᖹᡂ 24年 10᭶ 特ᐃ㠀Ⴀᅋయ岡山ᕷ子ࢭࡶンࠊࡣ࣮ࢱ岡山ᕷෆ
あࡿ岡山ᅜ㝿ඣ❺年記ᛕබᅬࡶࡇの森のᩜᆅࢆ 2008
年かࡽࠕࠊ࡚ࡾෑ㝤㐟ࡧሙ㸸おかࠖࢡ࣮ࣃ࣮ࣞࣉࡲࡸ
ࠋࡿ࠸し࡚ࢆの広ሙの㐠Ⴀࡧの㐟ࡵࡓのࡶ子࠺࠸
 ࡼの㐠Ⴀおࠖࢡ࣮ࣃ࣮ࣞࣉࡲࡸおかࠕ
ᚲせࡿಖす☜ࢆሙࡧの㐟ࡶձ子ࠊ࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾྲྀࡧ
ᛶࠊղ㹌㹎㹍のྲྀࣛ࣎）≦⌧ࡳ⤌ࡾンテマ࣓ࢪࢿ
ン࠺࠸（ࢺ㸰ࡘのどⅬ࡚࠸⏝ࢆ講₇ࢆしࠋࡓおかࡲࡸ
ࡗな中ᚰࡀンテࣛ࣎ᕷẸࠊࡣの㐠Ⴀࢡ࣮ࣃ࣮ࣞࣉ
࡚άື࡚ࡗ⾜ࢆおࣛ࣎ࠊࡾンテマ࣓ࢪࢿンࢺの㔜せ
ᛶࢆゝཬしࠋࡓ 

(4)රᗜ┴ⰱᒇᕷ❧ᮅ᪥ୣࢣᗂ⛶ᅬ・ᅬෆ研究
講師 

ᖹᡂ 24年 11᭶ රᗜ┴ⰱᒇᕷ❧ᮅ᪥ୣࢣᗂ⛶ᅬ࡚ᅬෆ研究のຓ
ゝᣦᑟし࡚ᦠࠋࡿࢃ研究テ࣮マ2ࠕࠊࡣ 学ᮇのᗂඣの
Ⓨ㐩ࡓࡗྜຓのあࡾ᪉࡚࠸ࡘ学ࠊࡧ教師の㈨㉁ྥ
年㛗ࠋࡿあ࡛ࠖࡿᅗࢆୖ ス・年中ࣛࢡ1 スのಖ育ࣛࢡ2
ࡲし࡚の㞟ᅋのスࣛࢡࠊ࠼⤊ࢆ㐠ືࠋࡓཧほしࢆ
㞟ᅋ㐟ࡿࡅお᪥ᖖのಖ育ࠋࡓࢀࡽࡌ一ᒙឤࡾࡼࡀࡾࡲ
㏉ࡾࡵࡓࡿすのࡶかな☜ࡾࡼࢆయ㦂ࠊ࡚࠸ࡘࡧ
ྲྀ࠺ࡼのࢺン࣋ࢆࡧ㞟ᅋ㐟ࠊࡇࡿࡅタࢆの間ࡾ
࡚ࡆୖࡳ✚ࠊ࠸⾜ⓗ・⤌⧊ⓗ⥆⥅ࠊࡃなࡣの࡛࠺ᢅࡾ
教ဨࠊ࡚࠸ࡘの㔜せᛶࡇࡃ࠸ 6人ࢆᑐ㇟ᣦᑟຓゝ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
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(5)岡山ᕷ子ࢭࡶン࣮ࢱ・研究༠ຊ⪅ ᖹᡂ 24 年 4 ᭶㹼
ᖹᡂ 26年 3᭶ 

岡山ᕷ子ࢭࡶンࠊࡣ࣮ࢱᖹᡂ 24年 4᭶㹼ᖹᡂ 26年
3᭶ࠊ࡛ࡲ岡山ᕷᗞᅬ㒔ᕷ᥎㐍ㄢദの㹃㹑㹂ࣉロ࢙ࢪ
ຓᡂ金（年間ࡽかࢺࢡ 200）ࢆ⋓ᚓしࠊ㒔ᕷබᅬ࡛
の㐟ࡧ✵間の㐀ࢆテ࣮マし࡚ࠊ子ࡶの㐟ࡧの広ሙ
ά⏝しࢆබᅬࠊし࡚⪅研究༠ຊࠊࡣ⪅➹ࠋࡓᒎ㛤しࢆ
㏻し࡚ࢆࢺ࣮ࢣン⪅ಖㆤࠊࡾࡓᥦしࢆࡧ㐟ࡿࡁ࡛࡚
満㊊度ࢆ ᐃしࠊሗ࿌書ࡿࡵࡲᙺࢆなࠋࡓࡗᖹ
ᡂ 24 年度5ࠊࡣ ࣨᡤ࡛ࣉロࢆࢺࢡ࢙ࢪᐇしࠊᖹᡂ 25
年度6ࣨࠊࡣᡤ࡛⾜ࠋࡓࡗ 

(6)岡山ᕷ中ኸ中学ᰯ・ฟᙇ講⩏講師 ᖹᡂ 25年 3᭶ 岡山ᕷ❧岡山中ኸ中学ᰯの㸯年⏕ᑐし࡚⥲ྜⓗな
学⩦の間ࠊ࡚࠸⏝ࢆฟ㛗講⩏の講師し࡚ᦠࠋࡿࢃ講
₇テ࣮マࠕࠊࡣᑗ᮶ࡿ࠼⪄ࢆ㸱ࡘの࣏ン࡛ࠖࢺあࠋࡿ
中学㸯年⏕ࠊࡣᬑ㏻学⣭ 特ูᨭ学⣭ࠊ88ྡ ᑐࢆ10ྡ
ࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘのかࡃാࡵࡓఱのࠋࡓࡗ⾜し࡚㇟
ᚋ20ࠊၥ⾲ࡸ౯್ほ࡚࠸⏝ࢆࢺ࣮ࢩ⮬ᕫ⌮ゎࠋࡓࡵ῝ࢆ
ࡃᑵの職業ࡽࢀࡑࠊࡽか職業ㄪࡿࡼᚐ⏕ࠊࡓࡲ
ゎㄝࢆかࡿあࡀᚲせࡿすࢆ⩦な学࠺ࡼのලయⓗࠊࡣ
しࠋ᭱ࡓ ᚋࠊ学ᰯ༞業ᚋの職業⏕άおࣇࣛࡿࡅ
ࡶࢆのᖹ均್（➼㌿職ࠊ年ࠊ⏘ฟࠊ፧⤖）ࢺン࣋
ゎㄝしࠋࡓ 

(7)一⯡♫ᅋἲ人 gid.jp᪥本ᛶྠ一ᛶ㞀ᐖ 
ඹࡿࡁ⏕人ࠎの・ฟᙇ講⩏講師 

ᖹᡂ 26年 8᭶ gid.jp㛵西ὶおࠕࠊ࡚࠸ᑵ職㛵すࠕࡿスࣞࢺ
ス ࢺศのス⮬ࠊ㏻し࡚ࢆࢡࢵ࢙スチࣞࢺ㹼スࡿ࠼⪄ࠖࢆ
ࣞス⪏ᛶࢆ知࠺ࢁ㹼ࠖࢆテ࣮マし90ࠊ ศ間の講⩏ࢆ
⮬ࠊ㏻し࡚ࢆࢡࢵ࢙ス⪏ᛶチࣞࢺスࠊࡣ࡛⩏講ࠋࡓࡗ⾜
ศࡀᣢࡘスࣞࢺスࢆᐈほどしࠊスࣞࢺスゎᾘἲ࡛ࡣなࡃ
スࣞࢺスୖᡭ࠺ྜࡁ᪉ἲのᥦࢆしࠊࡓࡲࠋࡓᛶ
ྠ一ᛶ㞀ᐖの᪉ࡀᣢࡘᑵ職ά ・ື職ሙの人間㛵ಀ࡛のᝎ
ࣉル࣮ࢢࡓࡵྵࢆ♧ᕫ㛤⮬ࠊࡆୖࡾྲྀࢆ࡚࠸ࡘࡳ
ンࢭテࢽ࣑ࣗࢥ大ᾷࠊࡣᐇሙᡤࠋࡓᐇしࡶࢡ࣮࣡
ࡣ⏕講ཷࠊ࠸⾜࡛（大㜰）࣮ࢱ 18ྡ࡛あࠋࡓࡗ 

(8)特ᐃ㠀Ⴀάືἲ人⏨ዪඹྠཧ⏬ࢺࢵࢿᑽᓮ
（ᑽᓮᕷዪᛶ・ປ፬人ࢭン࣮ࢱ）・ฟᙇ講⩏
講師 

ᖹᡂ 27年 3᭶ 2015 あࡁࡉࡀࡲዪᛶ࢙ࣇステࣂル記ᛕ講₇お
࠸あ࠼ᨭ ࡪ学ス࢘ࣁテࢽ࣑ࣗࢥのࢲࢼカࠕࠊ࡚࠸
のࢆࠖࡾࡃ࡙ࡕࡲテ࣮マし90ࠊศ間の講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ከᩥඹ⏕のᅜカࠊࡣࢲࢼ子ࡶかࡽ高㱋⪅ࡉࠊ࡛ࡲ
ࡑࠋࡿあࡀス࢘ࣁテࢽ࣑ࣗࢥࡿ⏝すࡀࠎな人ࡲࡊࡲ
のࢽ࣑ࣗࢥテ࢘ࣁスのᡂ࡛ࡇࡑࡕ❧ࡾᐇ࡚ࢀࡉ
カࠊࡓࡲࠋࡓ介し⤂࡚࠸ࡘ࣒ࣛࢢロࣉスࣅ࣮ࢧࡿ࠸
࣑ࢥࠊし࡚ࡇࡿ学ࡽスか࢘ࣁテࢽ࣑ࣗࢥのࢲࢼ
ࠊࡇࠊのࡶࠊ人ࠕࢆンのᴫᛕࣙࢩ࣮ࢮࢽ࢞オ࣮テࢽࣗ
ࢁࡇ ⨨ලయⓗෆᐜ࠺࠸間のඹ᭷ࠖࠕし࡚ࡑࠊࠖ
⾜♴⚟ࠊ中࡛ࡴ㐍ࡀಖ㞀のไ度♫ࠋࡓ㏙࡚࠼ࡁ
ᨻのᑓ㛛ศࡀ㉳ࡿࡇ㐣⛬ࡶ࡚࠸ࡘゎㄝしࠋࡓᐇሙ
ᡤࠊࡣᑽᓮᕷዪᛶࢭンࣆࣞࢺ・࣮ࢱエ࡛⾜ཷࠊ࠸講⪅ࡣ
40ྡ࡛あࠋྲཱྀࡓࡗ 講⪅満㊊度ࡣ 100㸣࡛あ2014ࠋࡓࡗ年
度ᑽᓮᕷ❧ዪᛶ・ປ፬人ࢭン࣮ࢱ業ሗ࿌書㸸p.26 

(9)一⯡♫ᅋἲ人 gid.jp᪥本ᛶྠ一ᛶ㞀ᐖ 
ඹࡿࡁ⏕人ࠎの・ฟᙇ講⩏講師 

ᖹᡂ 27年 6᭶ gid.jp㛵西ὶおࠕࠊ࡚࠸⮬ศ⮬㌟࡚࠸ࡘ知ࡿ
㹼⮬ᕫᴫᛕのᦂࢆࡂࡽయ㦂し࠺ࡼ㹼 90ࠊしテ࣮マࠖࢆ
ศ間の講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ講⩏࡛ࡣ Twenty statements 
test=T.S.T/Who am I ἲのᚰ⌮᳨ᰝࠊ࡚࠸⏝ࡶ⮬ᕫᴫᛕ
ࢆࠖ࠺ࢁ知ࢆの౯್ほ⚾ࠕࠊࡓࡲࠋࡓゎㄝしࢆఱかࡣ
テ࣮マしࠊ౯್ほの書かࡓࢀ 15 ᯛのカ࣮ࠊࢆࢻ⮬ศ
ࢡ࣮࣡࣌ࠊ࠸ࡽࡶ࡚୪␒㡰࠺ᛮ࠸ࡓし大ษࡀ
⮬）ᕫᴫᛕ⮬ࠊࡽかࢡの࣮࣡ࢻ౯್ほカ࣮ࠋࡓᐇしࢆ
ᕫࡀᣢࡘ⮬ศの࠸ࡀ（ࢪ࣮࣓かᦂࡸࡂࡽす࠸かయ㦂
ス西ᱵࢡマ࣮ࢡࢵࣇࢩࣃࡣᐇሙᡤࠋࡓࡗࡽࡶし࡚ࢆ
田 14㹄࣮࣍ࢺࢡ࢞ル（大㜰）࡛⾜ཷࠊ࠸講⏕ࡣ 20ྡ࡛
あࠋࡓࡗ 

(10)2015 年度ዉⰋ学ᅬ大学බ㛤講ᗙࠕ⋤ᑎ⏫ࡾ
㹼ࡿカࣞࢪࢵ ・ࠖฟᙇ講⩏講師 

ᖹᡂ 27年 7᭶ ዉⰋ学ᅬ大学බ㛤講ᗙおࠕࠊ࡚࠸子ࡶồࢀࡽࡵ
̿ࡽ教育のどⅬかャࣜ࢟̿ࡣ職業教育ࡿ テ࣮マࠖࢆ
教育ャࣜ࢟ࠊࡣ講₇࡛ࠋࡓࡗ⾜ࢆ90ศ間の講₇ࠊし
♫ࡁ㛤Ⓨすࡀ教育ャࣜ࢟ࠊゎㄝしࢆᬒ⫼ࡓࢀࡲ⏕ࡀ
⏕άࢆႠ࡛ୖࡴᚲせなࡿ⬟ຊࡸែ度࡚࠸ࡘ㏙
教育のྲྀャࣜ࢟の࡛ࡲ高➼学ᰯࡽᑠ学ᰯかࠊࡓࡲࠋࡓ
ࠊ࡛᭱ୖ࠺⾜ࢆຊ㛤Ⓨ⬟ࠊ介し⤂ࢆࡳ⤌ࡾ 㔜どすࡶ
㏙ࡶ࡚࠸ࡘᚲせᛶࡴ育ࢆᕫ⫯ᐃឤ⮬ࠊし࡚㡯ࡁ
ࡶ㉁ᛂ⟅の間ࠋࡓ 20 ศ⛬度ྲྀࠊࡾᑐヰᙧᘧ࡛講
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ࠋྲཱྀࡓࡗ大ኚዲホ࡛あࠊ࠸⾜ࢆ₇ 講⏕ࡣ 18ྡ࡛あࠋࡓࡗ 

(11)ᖹᡂ 27 年度୕㒓⏫子ࡶ人ᶒ学⩦ᨭ
業・ᣦᑟ⪅ 

ᖹᡂ 28年 1᭶ ୕㒓⏫子ࡶ人ᶒ学⩦ᨭ業おࠊ୕࡚࠸ 㒓ᑠ学
ಖㆤ⪅（33ྡ）学⣭ࠖのᑠ学⏕（32ྡ）ࡾࡀなࡘࠕᰯ
65 ࢡ࢙ࢪロࣉの広ሙࡧ学・ࡧ学㐟⛉ࠊし࡚㇟ᑐࢆྡ
ᛮ㆟ࡿ࠼ぢࡽな✰かࡉ㹼ᑠࡾルカ࣓ࣛస࣮࣍ンࣆࠕࢺ
なୡ⏺㹼 ࠊ㏻し࡚ࢆࡾルカ࣓ࣛస࣮࣍ンࣆࠋࡓᐇしࠖࢆ
光の⤌࡚࠸ࡘࡳゎㄝࢆしࠋࡓప学年ඣ❺ࡣゎㄝࡣ
㞴しかࣆࠊࡀࡓࡗン࣮࣍ルカ࣓ࣛࢆなࠊࡃᫎしฟࢀࡉ
㦫ࡉᛮ㆟ࠊᑐしࡇ࠺࠸ࡿ࠸㏫㌿し࡚ࡀᫎീࡿ
のか㛵ᚰࡿ࠸࡚ࡗな࠺ࡼのࡀࡳ⤌のࡑࠊࡌឤࢆࡁ
満㊊ࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣンࡅྥ⪅ᐇᚋのಖㆤࠋࡓࡗࡲ高ࡀ
度ࡣ 100㸣࡛あࠊࡾ次ᅇࡶཧ加ࢆし࠸ࡓの高ホ౯ཷࢆ
 ࠋࡓࡅ

(12) Ⓩ美ࣨୣ中学ᰯ༊ᆅᇦ教育༠㆟➨㸱
ᅇ  ス࣮ࢡル࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ研ಟ・ฟᙇ
講⩏講師 

ᖹᡂ 28年 9᭶ ࠕᾏእのᆅᇦࢽ࣑ࣗࢥテおࡿࡅάື㹼カࣂ・ࢲࢼ
ン࣮ࣂ࣮ࢡᕷ࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿスの㹼㹼 テ࣮ࠖࢆ
マし࡚2015ࠊ㹼2016 年度の⛉学ᢏ⾡研究㈝（ⱝᡭ研
究㹀）のᡂᯝሗ࿌ࢆව࡚ࡡᐇしࠋࡓཧ加⪅ࡣ 7ྡ࡛あ
し࡚㇟ᑐࢆ⪅ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᆅᇦάᛶ業ࠊᅾ⌧ࠊࡾ
ࢶࢭࡸࡕ❧ࡾẸᨭ⤌⧊のᡂ⛣ࡿࡅおࢲࢼカࠋࡓࡗ⾜
ル࣓ンࢺ㐠ືおࡿࡅ⏕άࢆໟᣓⓗᨭすࡿ⤌ࠊࡳ
ࢹテࢽ࣑ࣗࢥࠊのᡭἲࢺ࣮ࢿࢹ࣮ࢥンテࣛ࣎
ከᩘのࠋࡓࡗ⾜ࢆのゎㄝ࡚࠸ࡘのᴫᛕࢺン࣓ࣉࢵロ࣋
㉁ၥࠊࡅཷࢆ᪥本カࢲࢼのᩥⓗ⫼ᬒのᕪ␗ࡣあࡶࡿ
ののࠊᆅᇦおࡿࡅ⚟♴άືの⤫ྜࡣ⫈講⪅ࡀඹឤ
しࠊ高ホ౯ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ 

(13)ᖹᡂ 28 年度୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ➨ 3 ᅇ᪂任
ಖ育ኈ研ಟ・ฟᙇ講⩏講師 

ᖹᡂ 28年 12᭶ ୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ࡚᪂任ಖ育ኈ研ಟの講師し
࡚ᦠࠕࠋࡿࢃ⎔ቃࢆ㏻しࡓ教育・ಖ育のあࡾ᪉ࢆ学ࡪ㹼
ಖ育のࠕ㉁ࠖࡿ࠼⪄ࢆ㹼ࠖࢆテ࣮マしࠊձಖ育の㉁ࠊ
㉁の高࠸ಖ育ࠊࡣղಖ育⎔ቃホ౯ス࣮ࢣルの⏝᪉ἲ
のゎㄝおࡧࡼᐇ㊶ࢆᐇしࠋࡓࠊ教育⤒῭学のどⅬ
かࠊࡽᗂඣ教育の⤒῭学ࡸ学ຊの⤒῭学࠺࠸書⡠ࡀⓎ
หࠊࢀࡉᑵ学๓教育のᐇࡀᙉຊなබඹᢞ㈨なࡿ࠺ࡾ
すຠᯝࡽࡓࡶࡀᗂඣ教育ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ㞟ࡀὀ目ࡇ
（⮬ᕫ⤫ไຊྥࠊ♫ⓗ⾜ືࠊ➼）ࠊ࡚࠸ࡘᾏእのㄪ
ᰝ研究の⤖ᯝࢆし࡚ྲྀࠊࡆୖࡾゎㄝしࠊࡓࡲࠋࡓ
ಖ育⎔ቃホ౯ス࣮ࢣルࢆᐇ㊶しࠊಖ育⎔ቃのぢ┤しࡸಖ
育άືのࡾ㏉ཷࠋࡓࡗ⾜ࢆࡾ講⏕ࡣ 3ྡ࡛あࠋࡓࡗ 

(14) ᖹᡂ 28 年度୕㒓⏫子ࡶ人ᶒ学⩦ᨭ
業・ ᣦᑟ⪅ 

ᖹᡂ 29年 1᭶ ୕㒓⏫子ࡶ人ᶒ学⩦ᨭ業おࠊ୕࡚࠸ 㒓ᑠ学
ಖㆤ⪅（30ྡ）学⣭ࠖのᑠ学⏕（28ྡ）ࡾࡀなࡘࠕᰯ
58 ࢡ࢙ࢪロࣉの広ሙࡧ学・ࡧ学㐟⛉ࠊし࡚㇟ᑐࢆྡ
ࠋࡓᐇしࢆࠖ⏺ୡࡃのỈ࡛ᥥ࠺ࡲࠊࡿࢃኚࡀⰍࠕࢺ
ࣞࣔンỈ（㓟ᛶ）ࢇࡅࡗࡏࠊỈ（ᙅルカࣜᛶ）ࠊ▼⅊Ỉ
ࢺࣜ）⣬ࡓࡵᰁ࡛ࢶ࣋ャ࢟⣸ࠊពし⏝ࢆ（ルカࣜᛶ）
マス⣬）ᶍᵝࢆᥥࠊࡁ学ᛂ࡚ࡗࡼ⣬のⰍࡀኚࢃ
学⏕ᑟ࡛ࠋࡓしࢆルカࣜᛶのゎㄝ・㓟ᛶࠊࢆᵝ子ࡿ
ᐇࠊ࠸⾜ࢆᐇᚋのಖㆤ⪅ྥࡅンࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣ満㊊
度ࡣ 100㸣࡛あࠊࡾ次ᅇࡶཧ加ࢆし࠸ࡓの高ホ౯ཷࢆ
⏕学ࠊࡾࡼのᐇࢺࢡ࢙ࢪロࣉࡓし࠺ࡇࠊࡓࡲࠋࡓࡅ
の業㐠Ⴀ⬟ຊ・ス࢟ルࡶ᱁ẁࡓࡗࡀୖゝࠋࡿ࠼ 

(15)ᖹᡂ 28 年度୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ➨ 4 ᅇ᪂任
ಖ育ኈ研ಟ・ฟᙇ講⩏講師 

ᖹᡂ 29年 3᭶ ୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ࡚᪂任ಖ育ኈ研ಟの講師し
࡚ᦠࠕࠋࡿࢃಖ育⎔ቃホ౯ス࣮ࢣルのά⏝ࢆࡾ㏉࡚ࠖࡗ
ಖ育⎔ቃホスᢸ任ࣛࢡ5ṓඣのࠊ4ࠊ3ࠊしテ࣮マࢆ
౯ス࣮ࢣルの⤖ᯝࢆᥦ♧しなࠊࡽࡀᢸ任（ಖ育⤒㦂 10
年௨ୖ）ᢸ任（ಖ育⤒㦂 1年）の⤖ᯝࢆඹ᭷しࠋࡓ
⤖ᯝのඹ᭷࡛ࠊࡣಖ育⤒㦂 10 年௨ୖのಖ育⪅ࠊࡣ⮬㌟
のಖ育άື࡚࠸ࡘಶูලయⓗᛮ࠸ฟしなࠊࡽࡀಖ育
ෆᐜの㉁㛵すࡿⓎゝࡀከࠋࡓࢀࡽࡳࡃ一᪉࡛ࠊಖ育⤒
㦂 1年の᪂任ಖ育⪅ࣛࢡࠊࡣスయࡿ࠼⪄ࢆᴫࡡ⎔ቃ
ࡇࡿࡅࡘࢆホ౯࠸高యⓗࠊᅇ⟅しࡿ࠸࡚ࡗᩚࡀ
10ࠊ࡛ࡇ࠺ヰしྜࢆの⤖ᯝࡽࢀࡇࠋࡓࡗかࢃࡀ 年௨
ୖのಖ育⤒㦂ࢆ᭷すࡿಖ育⪅ࠊࡣ᪂任ಖ育⪅のどⅬࢆ学
㏙ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ࡚❧ᙺᚋのᣦᑟࠊࡁ࡛ࡀࡇࡪ
10ࠊࡣ⪅᪂任ಖ育ࠋࡓ࠸࡚ 年௨ୖのಖ育⤒㦂ࢆ᭷す
ࡃ῝ࡾࡼࠊ࡚࠸ࡘಖ育の㉁ࠊ㏻し࡚ࢆಖ育⪅のⓎゝࡿ
ホ౯スࠊࡣࡽᅬ㛗かࠋࡓしࢆⓎゝࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼⪄
ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡀಖ育⪅ྠኈලయⓗࠊࡽࡀな࠸⏝ࢆル࣮ࢣ
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㏙ࡿࡀなࡘಖ育の㉁のྥୖࠊ࡛ࡇࡿᅗࢆンࣙࢩ࣮
ࡣ⏕講ཷࠋࡓ࠸࡚ 6ྡ࡛あࠋࡓࡗ 

(16)➨ 14 ᅇࠕ⏘学㐃ᦠのࡵࡓの⤒Ⴀ⪅ࢼ࣑ࢭ
࣮ ・ࠖ ฟᙇ講⩏講師 

ᖹᡂ 29年 3᭶ ዉⰋ┴大学㐃ྜࡀദすࡿ⏘学㐃ᦠのࡵࡓの⤒Ⴀ⪅
教育ャࣜ࢟ࡴ育ࢆ学⏕のయᛶࠕࠊ࡚࠸お࣮ࢼ࣑ࢭ
のᅾࡾ᪉ࡣ 大学⏕άࠋࡓࡗ⾜ࢆし࡚講₇テ࣮マࠖࢆ
࡛㌟࡚ࡅお࠸ࡓࡁ⬟ຊ（学ኈຊࠊ♫人ᇶ♏ຊࢪࠊ
ࠊᚋࡓしࢆル）のゎㄝ࢟21ୡ紀ᆺスࠊル࢟スࢡࢵࣜࢿ࢙
本学の࢟ャࣜ教育・࢟ャࣜᨭࢆ⤂介しࠊࡓࡲࠋࡓ
2ྡの学⏕かࠊࡽン࣮ࢱンࣉࢵࢩᡂᯝሗ࿌のⓎ⾲ࡶ
し࡚ࠊ࠸ࡽࡶሙෆかࠊࡣࡽ学⏕ࡀᇽࠎⓎ⾲すࡿጼໃࢆ
大ኚホ౯し࡚ཷࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸講⏕ࡣ 23ྡ࡛あࠋࡓࡗ 

(17)広㝠⏫ᗂ⛶ᅬಖ育ᅬ職ဨ研ಟ・ฟᙇ講⩏講
師 

ᖹᡂ 29年 3᭶ 広㝠⏫ᗂ⛶ᅬ・ಖ育ᅬ職ဨ研ಟの講師し࡚ࠕࠊಖ
育の㉁ࡿ࠼⪄ࢆ㹼ಖ育⎔ቃホ౯ス࣮ࢣルのά⏝ࢆ㏻し
࡚㹼 ࢆ⩏ಖ育の㉁のᐃࠋࡓࡗ⾜ࢆし࡚講₇テ࣮マࠖࢆ
ᐈほⓗࠊ࡚࠸⏝ࢆル࣮ࢣಖ育⎔ቃホ౯スࠊඹࡿ࠼⪄
⫈ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘᚲせᛶࡿ㏉ࡾࢆ㌟のಖ育άື⮬
講⪅の中࡛ࠊಖ育⎔ቃホ౯ス࣮ࢣルのά⏝ࢆしࡀࡇࡓ
あࡣ⪅ࡿ 1ྡ（大学௦ᐇしࡓ）࡛あ࡚ࡵึࠊࡾά
⏝しࡤ⪅ࡓか࡛ࡾあࠋࡓࡗ᪂任ಖ育⪅ࡶࡾࡼಖ育⤒㦂ࡀ
10 年ࢆ㉸ࠊࡣ⪅ࡿ࠼ᅬぢ学ࡸ研ಟのᶵࡁ࡛ࢇ✚ࢆ
ࡿࡅࢆẚ㍑し࡚ホ౯ࢆᅬ⮬ᅬࠊࡾあࡶࡇࡿ࠸࡚
ࡿ࠼ఏࡿあࡀഴྥࡿなࡃཝしࡀᕫホ౯⮬ࠊࡽかࡇ
㐺ࠊࡓࡲࠋࡓࡗあࡀのឤࡽ講⏕か⫈ࡿࡁ⣡ᚓ࡛ࠊ
ᐅࠊᐈほⓗなホ౯ᣦᶆ࡚࠸⏝ࢆಖ育άືࢆⅬ᳨すࡿᶵ
ࠋྲཱྀࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆのឤࡿあࡀ⩏ពࡣࡇࡿࡅタࢆ
講⏕45ྡ࡛ࠊࡣあࠋࡓࡗ 

(18) ᖹᡂ 29 年度ⴱᇛ㒆ෆᗂ⛶ᅬ教育研究
（⥲）・ฟᙇ講⩏講師 

ᖹᡂ 29年 4᭶ ⴱᇛ㒆ᗂ⛶ᅬ教育研究の講師し࡚ࠕࠊಖ育の㉁
ࡿ࠼⪄ࢆ ⪄ࢆಖ育の㉁ࠋࡓࡗ⾜ࢆし࡚講₇テ࣮マࠖࢆ
ࠊྥࡀ教育άືࡿࡅおᗂඣᮇࠊࡵࡓࡿ࠼ ♫⾜ືࡸ
㠀ㄆ知⬟ຊのྥୖᙳ㡪ࢆཬࡰす࠺࠸ㅖእᅜの研究
⤖ᯝࢆし࡚ྲྀࠋࡓࡆୖࡾ 
࣮ࢶのࡵࡓࡿホ౯すࢆᗂ⛶ᅬෆのಖ育・教育⎔ቃࠊࡓࡲ
ルし࡚ࠊಖ育⎔ቃホ౯ス࣮ࢣルࢆ⤂介しࠊඛ⏕᪉ಖ
育・教育⎔ቃのチࢡࢵ࢙おࡧࡼࡾ㏉ࢆࡾし࡚࠸ࡔࡓ࠸
ㄆ㆑す࡚ࡵᨵࢆᗂඣ教育の㔜せᛶࠕࠊࡣࡽ講⏕か⫈ࠋࡓ
࡛ࡀࡇࡿࡌឤ᭦ࢆ࠸ࡀࡾࡸのࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿ
ㄆ☜ࢆ㌟のಖ育・教育⮬࡚࠸⏝ࢆᐈほⓗᣦᶆࠕࡸࠖࡓࡁ
しࡀࡇࡓなかࡓࡗの࡛ࠊⰋ࠸ᶵなࡓࡗ ࢆឤࠖ
 ࠋࡓࡗ90ྡ࡛あࠊࡣ⪅講ཷࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸

(19) ᖹᡂ 29 年度➨ 1 ᅇⴱᇛ㒆ᗂ⛶ᅬ教育研
究・ᅬෆ研究講師 

ᖹᡂ 29年 5᭶ ➨ 1 ᅇⴱᇛ㒆ᗂ⛶ᅬ教育研究のᅬෆ研究講師
ࠊのྛࡵࡓࡿᐇ⌧すࢆձᗂ⛶ᅬ教育せ㡿の⌮ᛕࠊし࡚
ᗂ⛶ᅬおࡿࡅ教育ㄢ⛬の⦅ᡂࠊᐇ⌧ࠊホ౯ࠊᨵ善の一
㐃のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ࣓ࢪࢿンࢺの㐺ษなᐇ࠸ࡘ
ィࡓࡌᛂ➼ᗂඣの≧ែࡿすᚲせࢆղ特ูなᨭࠊ࡚
⏬ⓗࠊ⤌⧊ⓗなᣦᑟのᅾࡾ᪉ࢆ࡚࠸ࡘテ࣮マしࠊᣦ
ᑟຓゝྛࠊࡎࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆᅬのྲྀࠊ࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾᐇ㊶
ሗ࿌ࢆし࡚ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸次ࠊ講ヰ⪅かࠊࡽカࣜࣛࣗ࢟
ࢆ特ูなᨭࠊし⌮ᩚ࡚࠸ࡘのᴫᛕࢺン࣓ࢪࢿマ・࣒
せすࡿᗂඣのᐇែࢆᢕᥱすࡵࡓࡿのチࣜࢡࢵ࢙スࢺゎ
ㄝࠋࡓࡗ⾜ࢆฟᖍ⪅12ྡ࡛ࠊࡣあࠋࡓࡗ（11ᅬのཧ加） 

(20) ➨ 1ᅇ吉野青年㆟ᡤ業ྜྠ㆟・講師 ᖹᡂ 29年 5᭶ ➨ 1 ᅇ吉野青年㆟ᡤ業ྜྠ㆟の講師し࡚ࠊ
㹼⪅⌮ゎ࡚࠸ࡘ業㐠Ⴀ᪉ἲࡓしయࢆ⏕学ࠕ
吉ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࠊしテ࣮マࢆ㹼ࠖࡣᢏἲࡿࡵ῝ࢆ
野青年㆟ᡤ業ࠊࡣ吉野広ᇦఫࡴᑠ学⏕ࢆᑐ㇟し
࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ青ᑡ年健育ᡂࠊᐇしࢆㄢእάືࡓ
業目ࠊࡵࡓࡿᐇすࢆ業࡚ࡗなయࡀ⏕大学ࠋࡿ
ⓗࢆඹ᭷しࠊ業❧᪉ἲࢆᥦ♧しࠊࡓࡲࠋࡓཧ加⪅ࡀ
ࠊࡵࡓࡿす࠺ࡼࡿ࠼⾜ࢆンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
⪅⌮ゎࡿࡵ῝ࢆ ࠋࡓ㛤ദしࢆࣉࢵࣙࢩࢡの࣮࣡ࡘ2
ᅇࠊࡣዉⰋ学ᅬ大学の学⏕ 17 ⏕ዉⰋዪ子大学の学ࠊྡ
ࡽ吉野青年㆟ᡤかࠊ2ྡ  ࠋࡓしࢆཧ加ࡀ5ྡ
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(21) ᖹᡂ 29 年度୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ➨ 1 ᅇ᪂
任ಖ育ኈ研ಟ・ฟᙇ講⩏講師 

ᖹᡂ 29年 5᭶ ୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ➨ 1 ᅇ᪂任ಖ育ኈ研ಟの講師
࢟ンスࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࢀࡽࡵồ人♫ࠕࠊし࡚
ルࢆࠖࡣテ࣮マし࡚ࠊ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ研ಟ࡛ࠊࡣ➨
一༳㇟の㔜せᛶࠊẼᣢࡕのⰋ࠸ᣵᣜの᪉ἲࠊ㌟ࡔしなࠊࡳ
ゝⴥ㐵࠸の 4 Ⅼࢆ㔜Ⅼᣦᑟ㡯目し࡚ࠊᐇしࡲࠋࡓ
⏕学ࠊࠎ᪂任ಖ育ኈの᪉ࡓࡗ学⏕࡛あ࡛ࡲ3᭶ࠊࡓ
♫人の㐪ࠊ࠸ࡽࡶ࡚࠼⪄࡚࠸ࡘ࠸♫人し࡚の⮬
ぬࢆㄆ㆑し࡚ཷࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸講⏕かࠕࠊࡣࡽጼໃ➼ࠊ
ᣦ࡛ࡲࡿࢀࡉព㆑し࡚࠸なかࡓࡗ ಖㆤ⪅ᵝのᑐࠕࠖࡸ
ᛂᙺ❧࡚ࡲすࠖࡓࡗ࠸ኌཷࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ講⏕ࠊࡣ
5ྡ࡛あࠋࡓࡗ 

(22) ᖹᡂ 29 年度広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ
㝃ᒓᗂ⛶ᅬᅬෆ研ಟ・ᅬෆ研ಟ講師 

ᖹᡂ 29年 5᭶ 広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬのᅬෆ研ಟ
講師し࡚ࠊᣦᑟຓゝ9ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㸸00-11㸸30࡛ࡲᣦ
ᑟィ⏬則ࡓࡗಖ育άືࢆぢ13ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ㸸00-16㸸
年度の研究テ࣮マࠊࡣ本ᅬ࡛ࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟࠊ࡛ࡲ30
ྛࠊのࡵࡓࡿᐇ⌧すࢆᗂ⛶ᅬ教育せ㡿の⌮ᛕࠕࠊし࡚
ᗂ⛶ᅬおࡿࡅ教育ㄢ⛬の⦅ᡂࠊᐇ⌧ࠊホ౯ࠊᨵ善の一
㐃のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ࣓ࢪࢿンࢺの㐺ษなᐇ࠸ࡘ
ᣦᑟࠊࡽࡀなࡁおᛕ㢌ࢆࡇのࡑࠊࡾお࡚ࡆᥖࢆ࡚ࠖ
ࠊղ⎔ቃᵓᡂࠊのᵝ子ࡶձ子ࠊ࠸⏝ࢆ㹉㹈ἲࠋࡓしࢆ
教師のຓの߉ ࠊྛࡽのほⅬかࡘ3 スのᢸᙜ教ဨࣛࢡ
本᪥のಖ育άືࢆࡾ㏉ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗ⤖ᯝし࡚ࠊ
⮬↛⎔ቃ㛵すࡿ㡯目のฟ⌧ࡀぢࢀࡽなかࠊࡵࡓࡓࡗ⮬
↛⎔ቃおࡿࡅ⎔ቃᵓᡂのⅬ᳨᱂ᇵάື㛵ࡿࢃ
子ࡶのᵝ子ࡿࡆୖࡾྲྀࢆᚲせᛶࡀ明ࡽかなࡲࠋࡓࡗ
ղࠊձ␗年㱋ඣὶࠊし࡚㔜Ⅼ㡯目ࡿ㛵す本ᅬࠊࡓ
㐟ࡧ✵間のᨵ善・㞟中࡛ࡿࡁ㐟ࡧసࡾのᕤ夫߉ࠊ㐟ࡧෆ
ᐜのᐇࠊմ教ᮦの☜ㄆࠋࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ教ဨかࠊࡣࡽ
ࡇ๓のࡾࡓᙜࠊᑐしࡇ࠸なࡀቃの㡯目⎔↛⮬ࠕ
࠺ᛮࡓ࠸し࡚ࡈぢ㐣ࠊ࡛ ࡿ㛵す間のᨵ善✵ࡧ㐟ࠖࡸ
ពぢࡀあࠋࡓࡗᅇࠊࡣ教ဨ 9ྡのཧ加࡛あࠋࡓࡗ 

(23) ᖹᡂ 29 年度広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ
㝃ᒓᗂ⛶ᅬᅬෆ研ಟ・ᅬෆ研ಟ講師 

ᖹᡂ 29年 9᭶ 広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬのᅬෆ研ಟ
講師し࡚ࠊᣦᑟຓゝ9ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㸸00-11㸸30࡛ࡲᣦ
ᑟィ⏬則ࡓࡗಖ育άືࢆぢ13ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ㸸00-16㸸
年度の研究テ࣮マࠊࡣ本ᅬ࡛ࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟࠊ࡛ࡲ30
ྛࠊのࡵࡓࡿᐇ⌧すࢆᗂ⛶ᅬ教育せ㡿の⌮ᛕࠕࠊし࡚
ᗂ⛶ᅬおࡿࡅ教育ㄢ⛬の⦅ᡂࠊᐇ⌧ࠊホ౯ࠊᨵ善の一
㐃のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ࣓ࢪࢿンࢺの㐺ษなᐇ࠸ࡘ
ᣦᑟࠊࡽࡀなࡁおᛕ㢌ࢆࡇのࡑࠊࡾお࡚ࡆᥖࢆ࡚ࠖ
ᖹᡂࠊࡣᅇࠋࡓしࢆ 29 年度ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿おࡿࡅ
㈨㉁・⬟ຊの 3本ᰕᇶ࡙ࡓ࠸教師のຓࠊ࡚࠸ࡘᣦ
ᑟィ⏬書の書ࡁ᪉ࢆᣦᑟしࠋࡓ教ဨ 9 ྡのཧ加࡛あࡗ
 ࠋࡓ

(24) ᖹᡂ 29 年度広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ
㝃ᒓᗂ⛶ᅬᅬෆ研ಟ・ᅬෆ研ಟ講師 

ᖹᡂ 29年 10᭶ 広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬのᅬෆ研ಟ
講師し࡚ࠊᣦᑟຓゝ9ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㸸00-11㸸30࡛ࡲᣦ
ᑟィ⏬則ࡓࡗಖ育άືࢆぢ13ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ㸸00-16㸸
年度の研究テ࣮マࠊࡣ本ᅬ࡛ࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟࠊ࡛ࡲ30
ྛࠊのࡵࡓࡿᐇ⌧すࢆᗂ⛶ᅬ教育せ㡿の⌮ᛕࠕࠊし࡚
ᗂ⛶ᅬおࡿࡅ教育ㄢ⛬の⦅ᡂࠊᐇ⌧ࠊホ౯ࠊᨵ善の一
㐃のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ࣓ࢪࢿンࢺの㐺ษなᐇ࠸ࡘ
ᣦᑟࠊࡽࡀなࡁおᛕ㢌ࢆࡇのࡑࠊࡾお࡚ࡆᥖࢆ࡚ࠖ
ᖹᡂࠊࡣᅇࠋࡓしࢆ 29 年度ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿おࡿࡅ
㈨㉁・⬟ຊの 3本ᰕᇶ࡙ࡓ࠸教師のຓࠊ࡚࠸ࡘᣦ
ᑟィ⏬書の書ࡁ᪉ࢆᣦᑟしࠋࡓ教ဨ 9 ྡのཧ加࡛あࡗ
 ࠋࡓ

(25) ᖹᡂ 29 年度➨ 2 ᅇⴱᇛ㒆ᗂ⛶ᅬ教育研
究・ᅬෆ研究講師 

ᖹᡂ 29年 10᭶ ⴱᇛ㒆ᗂ⛶ᅬのᅬෆ研ಟ講師し࡚ࠊᣦᑟຓゝࢆ
ࢆಖ育άືࡓࡗ則⏬ᣦᑟィ࡛ࡲ9㸸00-11㸸30ࠋࡓࡗ⾜
ぢ13ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ㸸00-16㸸30ࠊ࡛ࡲᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ
本ᅬ࡛ࠊࡣ年度の研究テ࣮マし࡚ࠕࠊᗂ⛶ᅬ教育せ
㡿の⌮ᛕࢆᐇ⌧すࡵࡓࡿのྛࠊ ᗂ⛶ᅬおࡿࡅ教育ㄢ⛬
の⦅ᡂࠊᐇ⌧ࠊホ౯ࠊᨵ善の一㐃のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マࢿ
࡚࠸ࡘの㐺ษなᐇࢺン࣓ࢪ ࡇのࡑࠊࡾお࡚ࡆᥖࠖࢆ
ᖹᡂࠊࡣᅇࠋࡓしࢆᣦᑟࠊࡽࡀなࡁおᛕ㢌ࢆ 29年
度ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿おࡿࡅ㈨㉁・⬟ຊの 3本ᰕᇶ࡙࠸
ᣦᑟしࢆ᪉ࡁᣦᑟィ⏬書の書ࠊ࡚࠸ࡘ教師のຓࡓ
教ဨࠋࡓ 9ྡのཧ加࡛あࠋࡓࡗ 

人間－224



(26) ᖹᡂ 29 年度広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ
㝃ᒓᗂ⛶ᅬᅬෆ研ಟ・ᅬෆ研ಟ講師 

ᖹᡂ 29年 11᭶ 広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬのᅬෆ研ಟ
講師し࡚ࠊᣦᑟຓゝ9ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㸸00-11㸸30࡛ࡲᣦ
ᑟィ⏬則ࡓࡗಖ育άືࢆぢ13ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ㸸00-16㸸
年度の研究テ࣮マࠊࡣ本ᅬ࡛ࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟࠊ࡛ࡲ30
ྛࠊのࡵࡓࡿᐇ⌧すࢆᗂ⛶ᅬ教育せ㡿の⌮ᛕࠕࠊし࡚
ᗂ⛶ᅬおࡿࡅ教育ㄢ⛬の⦅ᡂࠊᐇ⌧ࠊホ౯ࠊᨵ善の一
㐃のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ࣓ࢪࢿンࢺの㐺ษなᐇ࠸ࡘ
ᣦᑟࠊࡽࡀなࡁおᛕ㢌ࢆࡇのࡑࠊࡾお࡚ࡆᥖࢆ࡚ࠖ
ᖹᡂࠊࡣᅇࠋࡓしࢆ 29 年度ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿おࡿࡅ
㈨㉁・⬟ຊの 3本ᰕᇶ࡙ࡓ࠸教師のຓࠊ࡚࠸ࡘᣦ
ᑟィ⏬書の書ࡁ᪉ࢆᣦᑟしࠋࡓ教ဨ 9 ྡのཧ加࡛あࡗ
 ࠋࡓ

(27) ᖹᡂ 29 年度広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ
㝃ᒓᗂ⛶ᅬᅬෆ研ಟ・ᅬෆ研ಟ講師 

ᖹᡂ 29年 11᭶ 広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬのᅬෆ研ಟ
講師し࡚ࠊᣦᑟຓゝ9ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㸸00-11㸸30࡛ࡲᣦ
ᑟィ⏬則ࡓࡗಖ育άືࢆぢ13ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ㸸00-16㸸
年度の研究テ࣮マࠊࡣ本ᅬ࡛ࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟࠊ࡛ࡲ30
ྛࠊのࡵࡓࡿᐇ⌧すࢆᗂ⛶ᅬ教育せ㡿の⌮ᛕࠕࠊし࡚
ᗂ⛶ᅬおࡿࡅ教育ㄢ⛬の⦅ᡂࠊᐇ⌧ࠊホ౯ࠊᨵ善の一
㐃のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ࣓ࢪࢿンࢺの㐺ษなᐇ࠸ࡘ
ᣦᑟࠊࡽࡀなࡁおᛕ㢌ࢆࡇのࡑࠊࡾお࡚ࡆᥖࢆ࡚ࠖ
ᖹᡂࠊࡣᅇࠋࡓしࢆ 29 年度ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿おࡿࡅ
㈨㉁・⬟ຊの 3本ᰕᇶ࡙ࡓ࠸教師のຓࠊ࡚࠸ࡘᣦ
ᑟィ⏬書の書ࡁ᪉ࢆᣦᑟしࠋࡓ教ဨ 9 ྡのཧ加࡛あࡗ
 ࠋࡓ

(28) ᖹᡂ 29 年度広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ
㝃ᒓᗂ⛶ᅬᅬෆ研ಟ・ᅬ㛗研ಟ講師 

ᖹᡂ 30年 1᭶ 広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࠊ࡚広㝠⏫
のᗂ⛶ᅬ 5ࣨᅬのᅬ㛗ඛ⏕ࢆᑐ㇟しࠊᗂඣᮇおࡿࡅ
カ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ࣓ࢪࢿンࢺの㐍ࡵ᪉࡚࠸ࡘᣦᑟຓゝ
ࣙࢩࢡ࣮࡚࣡࠸ࡘᅬෆ目ᶆの❧࡚᪉ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ᅬ㛗ࠋࡓᐇしࢆࣉࢵ 教ဨࠊ5ྡ 5ྡのཧ加࡛あࠋࡓࡗ 

(29) ᖹᡂ 29 年度୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ・ಖ育ኈ
ᅬෆ研ಟ講師 

ᖹᡂ 30年 2᭶ ୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬのಖ育ኈ研ಟ講師し࡚ࠕࠊᗂ
ඣᮇおࡿࡅカ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ࣓ࢪࢿンࢺのᤊ࠼᪉ ࠖࢆ
テ࣮マしࠊ広㝠⏫❧┿美ࣨୣ➨一ᑠ学ᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛
ᐇしࡓ 1年間のカ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ࣓ࢪࢿンࢺのᐇ㊶ࢆ
࠼なࠊࡽࡀ講⩏ࢆしࠋࡓ講⩏ᚋࠊ西部ಖ育ᅬの㹎㹂㹁
㸿ࢡࢧルのᵓ⠏ࠊ࡚࠸ࡘཧ加ಖ育ኈᅬ㛗ඛ⏕ࢆ
ಖ育ኈࠋࡓࡗヰしྜࠊ࠼ 8ྡのཧ加࡛あࠋࡓࡗ 

(30) ᖹᡂ 29 年度୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ・ಖ育ኈ
ᅬෆ研ಟ講師 

ᖹᡂ 30年 3᭶ ୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬのಖ育ኈ研ಟ講師し࡚ࠕࠊಖ
育⎔ቃホ౯ス࣮ࢣルのά⏝ࢆࡾ㏉࡚ࡗ ᣦテ࣮マࠖࢆ
ᑟຓゝ12ࠋࡓࡗ⾜ࢆ ᭶ᐇしࡓಖ育⎔ቃホ౯ス࣮ࢣ
ルの⤖ᯝ5~3ࠊࡶࢆṓのࣛࢡスのᢸ任ᢸ任♧
しࠊホ౯⤖ᯝのᕪࠊ࡚࠸ࡘヰしྜࠋࡓࡗホ౯ス࣮ࢣル
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡀಖ育⪅ྠኈලయⓗࠊࡽࡀな࠸⏝ࢆ
ンࢆᅗࠊ࡛ࡇࡿಖ育の㉁のྥୖࡘなࠋࡿࡀಖ育ኈ 6
ྡのཧ加࡛あࠋࡓࡗ 

(31) ᖹᡂ 30 年度୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ・ಖ育ኈ
ᅬෆ研ಟ講師 

ᖹᡂ 30年 5᭶ ୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬのಖ育ኈ研ಟ講師し࡚ࠕࠊಖ
育ኈし࡚ồࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࢀࡽࡵンス࢟ルࠖࡣ
し࡚お㇟ᑐࢆ᪂任ಖ育ኈࠋࡓࡗ⾜ࢆ講₇テ࣮マࢆ
ルࣈࣛࢺのࡣ࡛ࡽಖ育ᅬなࡸ࣮ࢼし࡚のマ人♫ࠊࡾ
なࡶࢆ┦ᡭఏࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࢃンの
ィࠋࡓしࢆ⩏講࡚࠸ࡘ᪉ࡾྲྀ 10ྡのཧ加࡛あࠋࡓࡗ 

(32) ᖹᡂ 30 年度広㝠⏫❧┿美ୣࢣ➨一ᑠ学ᰯ
㝃ᒓᗂ⛶ᅬ・ᅬෆ研ಟ 

ᖹᡂ 30年 6᭶ 広㝠⏫❧┿美ୣࢣ➨一ᑠ学ᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬのᅬෆ研ಟ
講師し࡚ࠕࠊಖ育ᣦᑟຓゝおࡧࡼ特ูᨭ教育ࡘ
࠸ࡘ特ูᨭࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟຓゝࠊテ࣮マࢆ࡚ࠖ࠸
ᣦࠊࡽࡀなࡆୖࡾྲྀࢆලయⓗࡅ加㓄職ဨྥࠊࡣ࡚
ᑟ᪉ἲ࡚࠸ࡘຓゝࠋࡓࡗ⾜ࢆ教ဨ 8 ྡのཧ加࡛あࡗ
 ࠋࡓ

(33) ᖹᡂ 30 年度୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ・ಖ育ኈ
ᅬෆ研ಟ講師 

ᖹᡂ 30年 7᭶ ୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬのಖ育ኈ研ಟ講師し࡚ࠕࠊチ
研ಟࢢンࢹルࣅ࣒࣮ 教ࠋࡓࡗ⾜ࢆ講₇テ࣮マࠖࢆ
職ဨ 20 ពྜࠊ࡚࠸⏝ࢆ࣒࣮ࢤ㹌㸿㹑㸿ࠊし㇟ᑐࢆྡ
ᙧᡂのᡭἲࢆ講⩏しࠊࡓࡲࠋࡓヰしྜࡀ࠸᭷┈࡛あࡇࡿ
ᚓࢆཧ加⪅の⣡ᚓឤࠊࡾࡼࡇࡓし࡚♧し್ᩘࢆ
 ࠋࡓࢀࡽ

(34) ᖹᡂ 30 年度広㝠⏫❧┿美ୣࢣ➨一ᑠ学ᰯ
㝃ᒓᗂ⛶ᅬ・ᅬෆ研ಟ 

ᖹᡂ 30年 10᭶ 広㝠⏫❧┿美ୣࢣ➨一ᑠ学ᰯ㝃ᒓᗂ⛶ᅬのᅬෆ研ಟ
講師し࡚ࠕࠊಖ育ᣦᑟຓゝおࡧࡼ特ูᨭ教育ࡘ
᪉ࡁᣦᑟの書ࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟຓゝࠊテ࣮マࢆ࡚ࠖ࠸
加㓄職ဨࠊࡣ࡚࠸ࡘ特ูᨭࠊࡓしࢆᣦᑟ࡚࠸ࡘ
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࡚࠸ࡘᣦᑟ᪉ἲࠊࡽࡀなࡆୖࡾྲྀࢆලయⓗࡅྥ
ຓゝࠋࡓࡗ⾜ࢆ教ဨ 8ྡのཧ加࡛あࠋࡓࡗ 

(35) ᖹᡂ 30 年度୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ・ಖ育ኈ
ᅬෆ研ಟ講師 

ᖹᡂ 30年 12᭶ ୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬのಖ育ኈ研ಟ講師し࡚ࠕࠊಖ
育のࣉロࢭスの㉁ホ౯ス࣮ࢣルのά⏝࡚࠸ࡘ テ࣮ࠖࢆ
マᣦᑟຓゝ5~0ࠋࡓࡗ⾜ࢆṓのࣛࢡスのᢸ任ᢸ任
ࠊྛ࡚࠸⏝ࢆル࣮ࢣホ౯スࠊし㇟ᑐࢆ ಖ育ኈ⮬㌟の
᪥ࠎのಖ育άືࢆࡾ㏉ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗಖ育ኈ 15 ྡの
ཧ加࡛あࠋࡓࡗ 

(36) ᖹᡂ 30 年度୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ・ಖ育ኈ
ᅬෆ研ಟ講師 

ᖹᡂ 31年 3᭶ ୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬのಖ育ኈ研ಟ講師し࡚ࠕࠊಖ
育のࣉロࢭスの㉁ホ౯ス࣮ࢣルの⤖ᯝࢆࡾ㏉࡚ࡗ ࠖࢆ
テ࣮マᣦᑟຓゝ12ࠋࡓࡗ⾜ࢆ ᭶ᐇしࡓಖ育⎔ቃ
ホ౯ス࣮ࢣルの⤖ᯝ5~3ࠊࡶࢆṓのࣛࢡスのᢸ任
ᢸ任♧しࠊホ౯⤖ᯝのᕪࠊ࡚࠸ࡘヰしྜࠋࡓࡗホ
౯ス࣮ࢣル࠸⏝ࢆなࠊࡽࡀලయⓗಖ育⪅ྠኈ࣑ࣗࢥࡀ
ࡀなࡘಖ育の㉁のྥୖࠊ࡛ࡇࡿᅗࢆンࣙࢩ࣮ࢣࢽ
ಖ育ኈࠋࡿ 15ྡのཧ加࡛あࠋࡓࡗ 

(37) 令和元年度୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ・ಖ育ኈᅬ
ෆ研ಟ講師 

令和元年 5᭶ ୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬのಖ育ኈ研ಟ講師し࡚ࠕࠊಖ
育記㘓の✀㢮書ࡁ᪉㹼記㘓ࢆ書ࡵࡓࡃのどⅬࡣ㹼ࠖ
ࡸ記㘓ࡓしࡶࢆ㐌ࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟຓゝテ࣮マࢆ
エࢻ࣮ࢯࣆ記㘓ࠊಶ人⚊記㘓ࠊ子ࡶのࣖࣄࠊࡁࡸࡪࡘ
記㘓ࠊࡓᥦ♧しࢆ目ⓗ記㘓➼の記㘓の✀㢮ࢺࢵࣁࣜ
のࡵࡓࡃ書ࢆ ᐇ㝿ࠋࡓしࢆ⩏講࡚࠸ࡘのどⅬࡘ5
᪥の༗๓中のಖ育άືおࡿࡅエࢻ࣮ࢯࣆ記㘓ࢆಖ育
ኈ書ࠊ࠸ࡽࡶ࡚࠸ᣦᑟࢆしࠋࡓಖ育ኈ 7ྡのཧ加࡛あ
 ࠋࡓࡗ

(38) 令和元年度୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬ・ಖ育ኈᅬ
ෆ研ಟ講師 

令和元年 11᭶ ୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬのಖ育ኈ研ಟ講師し࡚ࣅࠕࠊ
ࡿ࠼⪄ࢆのពࡧの㐟ࡶンスձ子ࣞࣇオカンࢹ ࠖࢆ
テ࣮マᣦᑟຓゝࠋࡓࡗ⾜ࢆ༗๓中子ࡶの㐟ࡪᵝ子
ಖ育άືࠊࡶࢆᫎീࡽ༗ᚋかࠊᙳしࢆಖ育άືࡸ
ಖ育ኈࠋࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘቃᵓᡂのᨵ善⎔ࡸ 7ྡのཧ加
࡛あࠋࡓࡗ 

(39) 令和元年度୕㒓⏫子ࡶ人ᶒ学⩦ᨭ  
業・ᣦᑟ⪅ 

令和 2年 2᭶ ୕㒓⏫子ࡶ人ᶒ学⩦ᨭ業おࠊ୕࡚࠸ 㒓ᑠ学
ಖㆤ⪅（21ྡ）学⣭ࠖのᑠ学⏕（28ྡ）ࡾࡀなࡘࠕᰯ
49 ࢡ࢙ࢪロࣉの広ሙࡧ学・ࡧ学㐟⛉ࠊし࡚㇟ᑐࢆྡ
ᐇࢆしࠖࡀࡉࡽかࡓ-࠺ࡼࡳ࡚ࡗ᥈ࢆࡂしࡩᆅᒙのࠕࢺ
しࠋࡓி㒔大学大学㝔⌮学研究⛉ᆅ⌫ᝨᫍ⛉学ᑓᨷᆅ
㉁学㖔≀学教ᐊᢏ⾡職ဨの高ᒇ┿ᶞඛ⏕ࢆᣍ⪸しࠊ㖔≀
ᶆ本➼のゎㄝࢆし࡚ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ᐇᚋのಖㆤ⪅ྥࡅ
ンࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣ満㊊度ࡣ 100㸣࡛あࠊࡾ次ᅇࡶཧ加ࢆし
の⥅⥆ᐇࢺࢡ࢙ࢪロࣉࠊࡓࡲࠋࡓࡅཷࢆの高ホ౯࠸ࡓ
ࠊࡾࡼ学⏕の業㐠Ⴀ⬟ຊ・ス࢟ルࡶ᱁ẁࡗࡀୖ
 ࠋࡿ࠼ゝࡓ

㸳 ࡑの 
(1)NPOἲ人࢘エルスሗㄅ 2012年 ኟྕ 
 ࡿࡅおᗂᑡᮇᅬᗞのⰪ⏕業の᥎㐍ࠕ
㌟యᶵ⬟のᙧᡂ࡚ࠖ࠸ࡘ 

 
ᖹᡂ 24年 6᭶ 

 
教育⌧ሙおࡿࡅᅬᗞ・ᰯ ᗞのⰪ⏕業1970ࠊࡣ年

㡭かࡽጞࠊࡾࡲ⌧ᅾ࡛ࠊࡣ研究ᶵ㛵ࡸ⮬治యࠊ㹌㹎㹍ἲ
人➼ࡿࡼⰪ⏕のᐇ㊶ࡸㄪᰝࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀ本ሗㄅ
㐩ࡶ子ࡀᗞのⰪ⏕ᰯࡸᅬᗞࡸㄪᰝ研究のᴫせࠊࡣ࡛
すࡽࡓࡶ 4 ᧯の安ࠊのቑ加ࡧの教育ຠᯝ（እ㐟ࡘ
ᐃࠊⰪ⏕のᙎຊᛶࡀスࢶ࣮࣏άື安ᛶከᵝᛶࡶࢆ
ࡇࡿࡁ࡛⏝し࡚ά教ᮦࡓࡁ⏕ቃ教育の⎔ࠊࡇすࡽࡓ
 ࠋࡓゝཬしࢆ（
（⛉目ᢸᙜᐇ績）子ࡶ⎔ቃ 
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職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ        せ 

㸯 ㈨᱁ࠊචチ 
(1)ᗂ⛶ᅬ教ㅍ✀චチ≧ྲྀᚓ 

 
ᖹᡂ 11年 3᭶ 

 
චチ≧␒ྕ ᖹ 10 ᗂࡵ ➨ 804 ྕ（ி㒔ᗓ教育ጤဨ
） 

 ㈨᱁࣮ࢱ࣮ࢣࣗࢹエࢻル࣡ࢺࢡ࢙ࢪロࣉ(2)
ྲྀᚓ   

ᖹᡂ 18年 7᭶ ㈈ᅋἲ人බᅬ⥳ᆅ⟶⌮㈈ᅋ㸸㈨᱁␒ྕなし  
 

(3)ಖ育㸸子育࡚࣮ࢨࣂࢻ（ึ⣭） 
 

ᖹᡂ 21年 4᭶ 特ᐃ㠀Ⴀἲ人ಖ育㸸子育࡚࣮ࢨࣂࢻ༠㸸 
ㄆᐃ␒ྕ ➨ 10001024ྕ 

(4)ಟኈ（㒔ᕷᨻ⟇） ᖹᡂ 23年 3᭶ 大㜰ᕷ❧大学大学㝔㐀㒔ᕷ研究⛉㒔ᕷᨻ⟇ᑓᨷ（㒔ᕷ

ᨻ⟇ಟኈ ➨ ಟኈㄽᩥ㢟ࠕ（730ྕ 㸸ྡ⌧௦ⓗࢶࢭル࣓ ンࢿࠕࢺ

ࣂ࣮ ࢦスࠖの♫ⓗព⩏㹼࣮࢘ࣁࢻࢵࣇ ࣂ࣮ࢿンࢻ スの࢘ࣁࢻࢵࣇ

ࡗ࡚ࡄࡵ ࢆࡳ⤌ྀྲࡾ 㹼ࠖ  

(5)ᑠ学ᰯ教ㅍ✀චチ≧ྲྀᚓ ᖹᡂ 23年 7᭶ චチ≧␒ྕ ᖹ୕ᑠ➨භྕ（ி㒔ᗓ教育ጤဨ） 

(6)⏕ᾭ学⩦࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ㈨᱁ྲྀᚓ ᖹᡂ 23年 10᭶ ㈈ᅋἲ人♫㏻ಙ教育༠㸸➨ 31110009ྕ 
 

(7)⏕ᾭ学⩦ 1⣭ンス࣮ࢱࢡࣛࢺ㈨᱁ྲྀᚓ ᖹᡂ 23年 10᭶ ㈈ᅋἲ人♫㏻ಙ教育༠㸸➨ 11110009ྕ 
 

(8)࣓ンࢱルࢣカ࢘ン࣮ࣛࢭ㈨᱁ྲྀᚓ ᖹᡂ 25年 7᭶ ㈈ᅋἲ人⏕ᾭ学⩦㛤Ⓨ㈈ᅋ/࣓ンࢱルࢣ学⾡学㸸㈨
᱁➨ 134014563ྕ 

㈨᱁ྲྀᚓ ᖹᡂ࣮ࣛࢭン࢘カャࣜ࢟(9) 25年 9᭶ ᪥本࢟ャࣜ教育学㸸ㄆᐃⓏ㘓➨ 214ྕ 

(10)࣓ンࢱルࢣᚰ⌮ኈ㈨᱁ྲྀᚓ ᖹᡂ 25年 10᭶ ㈈ᅋἲ人⏕ᾭ学⩦㛤Ⓨ㈈ᅋ/࣓ンࢱルࢣ学⾡学㸸㈨
᱁➨ 134014563ྕ 

(11)准ࢣスࣞࢺスカ࢘ン࣮ࣛࢭ㈨᱁ྲྀᚓ ᖹᡂ 25年 11᭶ ㈈ᅋἲ人職業ᢏ⬟⯆㸸㹈㹁-080018 

㈨᱁ྲྀᚓ ᖹᡂ࣮ࣛࢭン࢘ンスカࢲ࢞(12) 26年 12᭶ ス࣮ࢡルカ࢘ンࣜࢭンࢢ᥎㐍༠㆟ 
ㄆᐃ␒ྕ㸸➨ 14030010ྕ 

(13)ಟኈ（学ᰯ教育学） ᖹᡂ 28年 3᭶ රᗜ教育大学大学㝔学ᰯ教育研究⛉人間Ⓨ㐩教育ᑓᨷ
（学ᰯ教育学ಟኈ ➨ 8401 ಟኈㄽᩥ㢟目㸸ከୡ௦ࠕ（ྕ
ὶし࡚の子育࡚ᨭ㛵すࡿ研究̿カࣂࢿ・ࢲࢼ
 ࠖ̿ࡽスのか࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮

 ࣮ࢣࣗࢹエࢽࢩࢻル࣡ࢺࢡ࢙ࢪロࣉ(14)
 ㈨᱁ྲྀᚓ࣮ࢱ

令和 2年 1᭶ 一⯡㈈ᅋἲ人බᅬ㈈ᅋ㸸㈨᱁␒ྕなし 

㸰 特チ➼ 
特記㡯なし 

  

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿ特記㡯 
(1)ி㒔光⳹ዪ子大学▷ᮇ大学部ࡶࡇಖ育学⛉ 

ಖ育学⛉ඹྠ研究ᐊෆᐇ⩦・ᑵ職ᨭࡶࡇ
ᐊᢸᙜ 

 
ᖹᡂ 18年 3᭶㹼 
ᖹᡂ 23年 3᭶ 

（5年間） 

 
ᐇ⩦・ᑵ職ᨭᐊのᢸᙜし࡚ࠊಖ育職ࢆᚿす学⏕

のᐇ⩦ᨭᑵ職ᨭᦠࠋࡿࢃᐇ⩦ᨭ࡛ࠊࡣ教育ᐇ
⩦๓ᚋᣦᑟの教ဨ⿵ຓし࡚ᅬෆおࡿࡅ⎔ቃᵓ
ᡂのᣦᑟࡸᣦᑟのᣦᑟのࠊᐇ⩦ᅬの㐃ᦠ༠ຊࢆᵓ
⠏し࡚ᐇ⩦ᚋの学⏕のࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇయไࢆ☜❧し
し࡚ẖ年中ᚰࢆி㒔ᕷෆのᅬࠊࡣᑵ職ᨭ࡛ࠋࡓ 2᭶
 30㹼40 ᅬࢆゼၥしࠊಖ育⌧ሙࡀồࡿࡵ人≀ീの⪺ࡁ
ᑵ職ᨭࠊάかし࡚ࢆのㄪᰝ⤖ᯝࡑࠋࡓᐇしࢆㄪᰝࡾྲྀ
ࣉロ࣒ࣛࢢのᵓ⠏ᙺ❧࡚ࠋࡓ 

(2)特ᐃ㠀Ⴀἲ人岡山ᕷ子ࢭࡶン࣮ࢱ 
おかࢡ࣮ࣃ࣮ࣞࣉࡲࡸ㐠Ⴀጤဨ 

ᖹᡂ 24 年 3 ᭶㹼
⌧ᅾࡿ⮳ 

特ᐃ㠀Ⴀἲ人岡山ᕷ子ࢭࡶンࢱ （࣮岡山ᕷ༊久
⡿ 348）の業の一࡛ࡘあࠕࡿおかࠖࢡ࣮ࣃ࣮ࣞࣉࡲࡸ
の㐠Ⴀጤဨ╔任しࠊ᭶ 2度ࠊ岡山ᅜ㝿ඣ❺年記ᛕබ
ᅬࡶࡇの森ฟྥ࡚࠸άືࢆ⾜なࠋࠗࡿ࠸࡚ࡗ ⮬ศの
㈐任࡛⮬由㐟ࡪ ࡶ子ࠊし࣮ࢺࢵࣔࢆࡇ࠺࠸࠘
ᆅෆの⚗Ṇᩜ࠺ࡼࡿ㐟ࡾࡁࡗ࠸ᛮࡧのࡧのࡀ
㡯（ࠊࡤ࠼木Ⓩࡾ⚗Ṇ➼）ࢆなࡃし࠸ࡓࡾࡸࠊ㐟ࢆࡧ
ᐇ⌧࡛ࡿࡁ㐟ࡧሙの☜ಖຊࢆὀࠋࡿ࠸࡛࠸年間業ィ
⏬のぢ┤しࡸຓᡂ金の⏦ㄳࠊ⾜ᨻ΅ࢆすࡿ㝿のຓゝ
ᙺࠋࡿ࠸࡚ࡵົࢆ 
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(3)特ᐃ㠀Ⴀάືἲ人࢘エルス ⌮ ᖹᡂ 24 年 5 ᭶㹼
ᖹᡂ 27年 3᭶ 

特ᐃ㠀Ⴀἲ人࢘エルス（ி㒔ᗓட岡ᕷ）の㢳ၥ╔
任しࠊᗂ⛶ᅬࡸಖ育ᡤおࡿࡅ⮬↛⎔ቃし࡚のᅬᗞの
Ⱚ⏕⥳ᆅ᥎㐍άືのຓゝࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᅬᗞのⰪ⏕
ࢀࡑࠊのቑ加ࡧእ㐟ࡸ᪉のኚࡧ㐩の㐟ࡶ子ࠊࡾࡼ
な教࠺ࡼの࡚ࡗࡼⰪ⏕ࠊ➼健な⫗యᙧᡂ࠺క
育ⓗຠᯝࡀあࡿかࠊඹྠ研究 
ఫᡤ㸸ἲ人ົᡤ:ࠛ621-0805 ி㒔ᗓட岡）ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ᕷ安⏫大ụ 11 ᪥㐍ࣅル 101） 

(4)㝡ⱁࢠャ࣮ࣛࣜ࿃子 ௦⾲  ᖹᡂ 25年 10᭶㹼
⌧ᅾࡿ⮳ 

 ி㒔ᕷ東山༊Ἠᾛᑎᆅ༊ࠊࡣ㝡ⱁ職人の⏫し࡚知ࡽ
ࠊࡾお࡚ࡗななၥ㢟้῝ࡀ職人の高㱋ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀ
ࡓのࡑࠋࡿ࠸し࡚࠺ࡼ࠼⤯㏵ࡀᩥࡓ࠸根のᆅࡑ
ᖹᡂࠊし࡚⎔ᆅᇦ⯆の一ࠊࡵ 25年 10᭶ࢠࡾࡼャࣛ
࣮ࣜの㛤ദし࡚ࠋࡿ࠸ᒎ♧సရࠊࡣ㝡ჾ㛵ࡎࡽࢃ⤮⏬
なࡶᒎ♧し࡚ࠋࡿ࠸ᆅᇦのお⚍ࡀࡾあࡿ㝿ࠊࡣ↓ᩱ
࡛㛤ᨺしࠊ㡢ᴦなࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡶ（ி㒔ᕷ東山༊Ἠ
ᾛᑎ東林⏫ 17-29） 

(5)広㝠⏫ࡦ・ࡕࡲ・しࡈ⏕⥲ྜᡓ␎   
ᑂ㆟・ࡦ部㛛 部㛗 

ᖹᡂ 27年 7᭶㹼 
ᖹᡂ 28年 3᭶ 

本ᑂ㆟ࡦ・ࡕࡲࠊࡣ・しࡈ⏕ἲᇶ࡙ࡃᅜの
㛗ᮇࣙࢪࣅンཬࡧ⥲ྜᡓ␎຺ࢆしࠊෆ㛶ᗓᆅ᪉⏕᥎
㐍ᐊࡀ♧すࠕᆅ᪉人口ࣙࢪࣅン⟇ᐃのࡵࡓのᡭᘬࡁ ཬࠖ
ࠋࡓᐇしࡁᇶ࡙ࠖࡁᆅ᪉∧⥲ྜᡓ␎⟇ᐃのᡭᘬࠕࡧ
ࡿࡵᐃࡀ␎ᅜの⥲ྜᡓࠊࡓࡲ のᨻ⟇ศ野（ձᆅ᪉ࡘ4
おࡿࡅ安ᐃしࡓ㞠⏝ࢆฟすࠊࡿղᆅ᪉の᪂し࠸人の
ὶࠊࡿࡃࡘࢆࢀճⱝ࠸ୡ௦の⤖፧ࠊฟ⏘ࠊ子育࡚のᕼᮃ
しࡽࡃ安ᚰなࠊࡾࢆᆅᇦࡓࡗྜմ௦ࠊࡿ࠼かなࢆ
ࡕࡲࠊࡾ則（ࡿ㐃ᦠすࢆᆅᇦᆅᇦࠊࡶࡿᏲࢆ
部㛛ࡦࠊ部㛛ࠊしࡈ部㛛のస業チ࣮࣒ศࠊࡅ➹⪅
ࡅྥᡓ␎⟇ᐃྜ⥲ࠊࡅཷࢆ部㛛の部㛗の任ࡦࡣ
 ࠋࡓᐇしࢆᑂ㆟ࡓ

(6)広㝠⏫ᗂಖ一య᥎㐍㆟ 㛗 ᖹᡂ 27年 8᭶㹼 
ᖹᡂ 28年 7᭶ 

本㆟࡛ࠕࠊࡣ⏫❧ᗂ⛶ᅬ・ಖ育ᅬおࡿࡅᗂඣ教育・
ಖ育のあࡾ᪉➼ࢆ࡚ࠖ࠸ࡘ㢟し5ࠊᅇ࡚ࡗࡓࢃ
ᑂ㆟ࠋࡓࡗ⾜ࢆᑂ㆟㡯ࠊࡣձᗂ⛶ᅬ・ಖ育ᅬおࡿࡅ
ղ⌧ᅾ⟇ᐃ中のᗂಖ一యࠊ教育・ಖ育のᥦ౪࠸Ⰻࡾࡼ
⥲ྜィ⏬ᇶ࡙ࡓ࠸⏫❧ᗂ⛶ᅬ・ಖ育ᅬのタᩚഛのಁ
㐍ࠊճᑵ学๓の子ࡕࡓࡶの子育࡚ᨭのᐇ࡛あ
 ࠋࡓሗ࿌しࠊࡵࡲし࡚⏦⟆ࢆࡽࢀࡑࠊࡾ

(7)広㝠ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡶࡇᅬタィ業ົබເ
ᆺࣉロࢨ࣮࣏ル㑅ᐃጤဨ ጤဨ 

ᖹᡂ 28年 3᭶㹼 
ᖹᡂ 28年 6᭶ 

本ࣉロࢨ࣮࣏ルࠊࡣ広㝠⏫おࡿࡅᗂಖの一యࢆ㐍
広㝠ࠊしྜ⤫ࢆ広㝠ಖ育ᅬ広㝠ᗂ⛶ᅬࠊࡵࡓࡿࡵ
ᅬのタィ業ົのጤࡶࡇのᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃ࡚ࡵึ࡛⏫
クඛࢆ㑅ᐃすࡶࡿの࡛あ9ࠋࡿ♫かࡽᛂເࡀあࠊࡾ一次
ᑂᰝお࡚࠸ 業ົጤクඛ࡚࠸お2次ᑂᰝࠊ㑅ᐃࢆ♫5
ᖹᡂࠋࡓỴᐃしࢆ 30 年 4 ᭶ 1 ᪥㛤ᅬணᐃ࡛あࠊࡾ⅏
ᐖのஙᗂඣࢆᑐ㇟しࡓ⚟♴㑊㞴ᡤし࡚のᶵ⬟ࡶ
᭷すࡿタなࠋࡿ 

(8)広㝠⏫⥲ྜᡓ␎➼᳨ドጤဨ ጤဨ ᖹᡂ 28年 7᭶㹼 
 ᖹᡂ 29年 3᭶ 

 ᖹᡂ 27 年 7 ᭶㹼ᖹᡂ 28 年 3 ᭶࡛ࡲᐇしࡓ広㝠
ᐃ⟇࡚࠸お⏕⥲ྜᡓ␎ᑂ㆟ࡈし・ࡦ・ࡕࡲ⏫
しࡓ業のࠊࡕ࠺ඛ⾜࡛ᐇし࡚ࡿ࠸ 8業ᑐし࡚ࠊ
ࡗ⾜ࢆᑂ㆟ࡿ㛵す業の᭷ຠᛶࡧࡼのᐇ≧ἣおࡑ
 ࠋࡓ

(9)ฟ2017ࢡ࣮࢘࠸ᐇ⾜ጤဨ ጤဨ ᖹᡂ 28年 10᭶㹼
ᖹᡂ 29年 3᭶ 

 本業ࠊࡣዉⰋ㹌㹎㹍ࢭンࡀ࣮ࢱయなࠊࡾዉⰋ┴

ୗ࡚άືࢆᐇすࡿ㹌㹎㹍おࣛ࣎ࡧࡼンテᅋయ

の広ሗάືの一⎔し࡚ᐇしࡶࡓの࡛あࠋࡿዉⰋ学ᅬ

大学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧルࡶཧ加ࢆしࠕࠊ⛉学㐟ࡧ・学

業ࢺࢡ࢙ࢪロࣉの広ሙࡧ のࠖ㹎㹐ࠋࡓࡗ⾜ࢆᐇ᪥ࡣ

ᙜ᪥のࠊࡾᖹᡂ29年2᭶18᪥（ᅵ）㹼19᪥（᪥）࡛あࠊ

ཧ加ᅋయ36ࡣᅋయ࡛あ2ࠋࡓࡗ᪥間のཧ加⪅⥲ᩘ800ࠊࡣ

ྡ⛬度࡛あࠋࡓࡗ 

(10)広㝠⏫⥲ྜᡓ␎➼᳨ドጤဨ ጤဨ ᖹᡂ 29年 8᭶㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

 ᖹᡂ 27 年 7 ᭶㹼ᖹᡂ 28 年 3 ᭶࡛ࡲᐇしࡓ広㝠
ᐃ⟇࡚࠸お⏕⥲ྜᡓ␎ᑂ㆟ࡈし・ࡦ・ࡕࡲ⏫
しࡓ業のᐇ≧ἣおࡧࡼ業の᭷ຠᛶ㛵すࡿᑂ㆟
ᖹᡂ）ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ 33年 3᭶ 31᪥࡛ࡲ） 

(11)広㝠⏫教育ጤဨ 教育ጤဨ 令和元年 10᭶㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

 広㝠⏫教育ጤဨ࡚教育ጤဨ任ࠋࡓࢀࡉᐃ教
育ጤဨのཧ加のࠊᗂ⛶ᅬかࡽ中学ᰯ࡛ࡲ学ᰯ教育
の㐠Ⴀ㛵ྛࡿࢃ✀ᑂ㆟ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ 
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(12)西ᰯ༊ㄆᐃࡶࡇᅬᩚഛᇶ本ィ⏬業ᡭἲ
➼᳨ウ業ົጤクᣦྡᆺࣉロࢨ࣮࣏ルᑂᰝጤဨ
 ጤဨ 

令和元年 10᭶㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

本ࣉロࢨ࣮࣏ルࠊࡣ広㝠⏫おࡿࡅ西ᰯ༊ㄆᐃࡶࡇᅬ
タ⨨のࡵࡓのタィ業ົのጤクඛࢆ㑅ᐃすࡶࡿの࡛あࠋࡿ
業⪅ࡣ 1♫の࡛ࡳあࠊࡾ㑅ᐃస業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

㸲 ࡑの 
(1)⎔太ᖹὒ大学࢟ャࣜࢭン࣮ࢱ㐠Ⴀጤဨ 
ጤဨ 

 
ᖹᡂ 24年 4᭶㹼 
ᖹᡂ 26年 3᭶ 

 
⎔太ᖹὒ大学࢟ャࣜࢭンࡣ࣮ࢱ㸲ࡘのศᐊ（教職ᨭ

ᐊ・ᗂಖタศᐊ・බົဨᑵ職ᨭᐊ・業➼ᑵ職ᨭ
ᐊ）ศか࡚ࢀ㐍㊰ᨭࢆし࡚ࠋࡿ࠸᭶ 1度࢟ャࣜ
ࠊ㛤ദしྛࢆ㐠Ⴀጤဨ࣮ࢱンࢭ ศᐊの㐃ᦠࢆᅗࡗ
ࢀධࢆຊయ育ࠊ太ᖹὒ大学のሙྜ⎔ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚
㐍㊰Ỵᐃ࡛ࡲࡿࢃ⤊ࡀ4年⏕の๓ᮇࠊࡃከࡶ⏕学ࡿ࠸࡚
ᑐし⏕学ࡓし࠺ࡑࠊࢀࡽぢࡀす学⏕のጼࡤᘏࡁᘬࢆ
 ࠋࡓᐇしࢆᨭ࡚ࡵྵࡶᢸᙜ教ဨ࣑ࢮࠊ࡚

(2)⎔太ᖹὒ大学教職ㄢ⛬ጤဨ ጤဨ ᖹᡂ 24年 4᭶㹼 
ᖹᡂ 25年 3᭶ 

 学⏕の介ㆤ➼య㦂ᐇ⩦ࡀ㐠Ⴀ࡛ࠊ࠺ࡼࡿࡁᐇ
⩦の๓ᚋᣦᑟおࡧࡼオࣜエンテ࣮ࣙࢩンࠊಶูᣦᑟ
⏕学ࡓ࠼⤊ࢆ⩦介ㆤ➼య㦂ᐇࠊࡣ㞟ᅋᣦᑟ࡛ࠋࡿࢃᦠ
ᐇ⩦⡙ࠊඹ࠺⾜ࢆンࣙࢩࢵスカࢹルࢿࣃ࡚࠸ᣍࢆ
特ࠊࡣಶูᣦᑟ࡛ࠋࡓᢸᙜしࢆ᪉のᣦᑟࡁお♩≧の書ࡸ
ูᨭタ࡛のᐇ⩦⏕ 8 ⏕⩦⚟♴ἲ人࡛のᐇ♫ࠊྡ
 ࠋࡓᢸᙜしࢆ10ྡ

(3)⎔太ᖹὒ大学ᗂඣ教育ゝㄒຊ育ᡂ研究     
௦⾲ 

ᖹᡂ 24年 4᭶㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

2008年ᨵゞࡓࢀࡉ学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࠕࠊࡣゝㄒάືの
ᐇ ࢀࡽࡆୖࡾし࡚ྲྀ㔜せ㡯目の➨一ࡁ育ᡂすࡀࠖ
特ࢆゝㄒάືのᐇࡿࡅおሙ⌧ࠊࡅཷࢆࡇのࡑࠋࡓ
し࡚岡山ᕷ目ⓗࢆࡇࡿし࡚ㄪᰝす㇟ᑐࢆᗂඣ
❧大野ᗂ⛶ᅬࡸ岡山ᕷ❧江西ᗂ⛶ᅬのᅬ㛗ඛ⏕ࡶ
ࡀ⧊⤌大学ᗂ⛶ᅬの教育⌧ሙࠋࡓࡆୖࡕ❧ࢆ研究
༠ྠし࡚ࠊᗂඣᮇおࡿࡅゝㄒάືのᐇ㛵すࡿㄪᰝ
 ࠋࡿ࠸ᐇし࡚ࢆ

(4)⎔太ᖹὒ大学ࣛࣁス࣓ンࢺጤဨ ጤဨ ᖹᡂ 25年 4᭶㹼 
ᖹᡂ 26年 3᭶ 

本学࡛ࠊࡣカࣛࣁ・ࢡࢵ࣑ࢹス࣓ン࢙ࢪࡸࢺンࢲ ・࣮
ᢅࡾྲྀⓗྜ⥲ࢆ➼ࢺス࣓ンࣛࣁ࣮࣡ࣃࠊࢺス࣓ンࣛࣁ
年度ࠋࡿ࠸タ⨨し࡚ࢆጤဨࢺス࣓ンࣛࣁし࡚部࠺
し⎔の一ࡾࡃ教育研究⎔ቃ࡙࠸のなࢺス࣓ンࣛࣁࠊࡣ
ࡇ࠺⾜ࢆ⏝し࡚学⏕┦ㄯࢆス࣮࣌ンスࣉオ࣮ࠊ࡚
なࡃお࡚ࡅ㛤ࢆࢻࠊࡣሙྜࡿ࠸研究ᐊෆࡀ⏕学ࠊࡸ
 ࠋࡓࡗࢆ⟇ᑐࡄ㜵↛ᮍࢆルࣈࣛࢺࡸㄗゎࠊ

(5)ዉⰋ学ᅬ大学࢟ャࣜࢭン࣮ࢱ㐠Ⴀጤဨ  
ጤဨ 

ᖹᡂ 26年 4᭶㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ⏘業大学かྡࡽ⛠ኚ᭦ࡓࢀࡉዉⰋ学ᅬ大学2ࠊࡣ
学部 2学⛉（人間教育学部・ಖ健་⒪学部）ࡀ᪂タࢀࡉ
ᖹᡂࠊࢀࡉᨵኚࡶ⧊⤌大学ࠊ࠸కࢀࡑࠋࡓ 26 年 4 ᭶
ࡼኚ᭦お⛠ྡ࣮ࢱンࢭャࣜ࢟ࡽᑵ職ᨭㄢか
学ࠊࡶ᪂యไのࠋࡓࢀࡉなࡀྜ⤫ࡸ業ົෆᐜのኚ᭦ࡧ
⏕の࢟ャࣜᙧᡂᨭయไの☜❧ࡓࡅࡴ㆟ࢆ㔜ࡡ
教ဨ᥇ࠊࡣ人間教育学部࡛ࠊࡓࡲࠋࡿあ࡛ࢁࡇࡿ࠸࡚
⏝ヨ㦂ᨭᐊし࡚教職ࢭンࢆ࣮ࢱタ⨨しࠊ㐠Ⴀࡗ⾜ࢆ
ᖹᡂࠋࡿ࠸࡚ 30 年 4 ᭶か࢟ࠊࡽャࣜࢭン࣮ࢱෆ教
職ᨭᐊࠊ業・බົဨᨭᐊศᐊ࢟ࠊࡾࡃࡘࢆャࣜ
ᖹᡂࠋࡓࡗᅗࢆᨭయไのᙉ 30 年 4 ᭶か࢟ࠊࡽャ
 ࠋࡿ⮳ᅾ⌧ࠊࢀࡉ任㛗࣮ࢱンࢭ࣮ࢱンࢭࣜ

(6)ዉⰋ学ᅬ大学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧル 㢳ၥ ᖹᡂ 26年 4᭶㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

 ዉⰋ学ᅬ大学おࣛ࣎ࠊ࡚࠸ンテࢡ࣮ࢧルの㢳ၥ
ᖹᡂࠋࡿ࠸し࡚ࢆ学⏕ᣦᑟࠊࡾな 27・28 年度吉野
青年㆟ᡤࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧルᡤᒓすࡿ大学⏕
࠸お༠ാ࡛吉野広ᇦ ャン࢟ࡓし㇟ᑐࢆ⏕ᑠ学ࠕ࡚
業ࣉ ᖹᡂࠋࡓᐇしࠖࢆ 27年度かࡽ⌧ᅾࠊ࡛ࡲࡿ⮳
୕㒓⏫ෆのᑠ学⏕ࢆᑐ㇟しࠕࡓ⛉学㐟ࡧ・学ࡧの広ሙ
年間ࠋࡿ࠸ᐇし࡚ࢆࠖࢺࢡ࢙ࢪロࣉ 100㹼150 ཧࡀྡ
加し୕ࠊ㒓⏫かࡶࡽ高ࡃホ౯し࡚ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸（ᖹᡂ 27
年度ࠊࡣዉⰋ┴ᗇദの㈈ᅋἲ人ዉⰋ┴青ᑡ年㤋か
青ᑡ年の健育ᡂ業ࠕࡓά⏝しࢆのᐤ金ࡽ ዉⰋࠖ
学ᅬ大学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧル࡛ᛂເし20ࠊ の᥇
ᢥࡑ（ࠋࡓࡅཷࢆのࠊ➨ 14ᅇ大和ᕝኤࡾࡘࡲ（ᖹᡂ
29 年度）お࡚࠸⇠ⰼ業ࢆᐇしࠊཧ加しࡓ学⏕
ࢀࡉ授ࢆ≦ឤㅰࡽかࣈࣛࢡ࣮ࣜࢱ大和㒆山ᕷロ࣮ࡀ
 ࠋࡓ

(7)ዉⰋ学ᅬ大学ࢵࢧカ࣮部 㢳ၥ ᖹᡂ 29年 4᭶㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

ዉⰋ学ᅬ大学おࢵࢧࠊ࡚࠸カ࣮部の㢳ၥなࠊࡾ学⏕
ᨭࢆし࡚ࠋࡿ࠸ᖹᡂ 29年 4᭶かࡽ⌧ᅾࠋࡿ⮳ 

(8)ዉⰋ学ᅬ大学ホ㆟ ホ㆟ဨ ᖹᡂ 30年 4᭶㹼 
⌧ᅾࡿ⮳ 

 ዉⰋ学ᅬ大学ホ㆟࡚ホ㆟ဨし࡚任࢟ࠋࡓࢀࡉ
ャࣜࢭン࣮ࢱሗ࿌ࢆ中ᚰし࡚ࢆࡵ⧳ࡾྲྀࠊし࡚࠸
ᖹᡂࠋࡿ 30年 4᭶かࠊࡽ⌧ᅾࠋࡿ⮳ 
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研  究  業  績  ➼    㛵  す  ࡿ    㡯 

ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

（ⴭ書） 

㸯ࠗ次ୡ௦の教育原⌮࠘ 

 

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ24年10᭶ 

 

大学教育ฟ∧ 

 

2011 年かࡽᑠ学ᰯ・中学ᰯ・高➼学ᰯ㡰次

ᐇࡿࢀࡉ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿のពᅗࢆỮྲྀࡳ

教育のᇶ♏・ᇶ本⏕目ᣦす学ࢆ教職ࠊࡽࡀなࡾ

ⓗな知㆑教㣴ࢆ㌟ࡵࡓࡿࡏࡉࡅのධ㛛書

࡛あࠋࡿ 
㸿5ุ   ࢪ࣮࣌159

⦅ⴭ⪅㸸中田正ᾈ・松田智子 

ඹⴭ⪅㸸中田ᾈྖ・㙊田㤳治ᮁ・ఫ本ඞᙪ・ 

岡野聡子・久田Ꮥ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 7 章࢟ࠕャࣜ教育ࠖࡣ

(pp.102-117)ࢆ༢ⴭ 

本人ᢸᙜ部ศのᴫせ㸸 

ࡓࢀࡉᑟධࡀ教育ャࣜ࢟ࡸ※のㄒャࣜ࢟

⫼ᬒなࢆᴫほしな࢟ࠊࡽࡀャࣜ教育࡛育ᡂ

すࡁ⬟ຊࠊࡆୖࡾྲྀࢆᑠ学ᰯ・中学ᰯ・高➼学

ෆᐜ教育の目ᶆャࣜ࢟ࡁࡴ⤌ࡾྲྀ࡛ᰯ

特ูな教育ࡣ教育ャࣜ࢟ࠋࡓゎㄝし࡚࠸ࡘ

άື࡛ࡣなࠊࡃ᪥ᖖの教育άືࢆ㏻し࡚ࠊ子ࡶ

㐩の学ࡪែ度ࡸពḧࢆ育࡚なࠊࡽࡀඣ❺・⏕ᚐࡀ

♫のࡘなࢆࡾࡀぢฟし࡚ࡵࡓࡃ࠸の教育࡛

あࢆࡇࡿ学⏕ࢃかࡸࡾすࡃゎㄝし࡚ࠋࡿ࠸ 

㸰ࠗ子ࡶ⎔ቃ㹼㌟㏆

な⎔ቃのかかࢆࡾࢃ῝

 㹼࠘ࡵࡓࡿࡵ

༢ⴭ ᖹᡂ25年2᭶ ERPࢺࢵࣞࢡࢵࣈ ஙᗂඣᮇࠊࡣ学ᰯの一ᩧ授業の࠺ࡼ知㆑ࡸ

ᢏ⬟ࢆ一᪉ⓗ教࡚ࢀࡽ࠼㌟ࡃ࠸࡚ࡅᮇ

・᥋ⓗ┤ࡓ࠸ᇶ࡙ḧồࡸศの⯆⮬ࠊࡃなࡣ࡛

ලయⓗなయ㦂ࢆ㏻し࡚ࠊ人᱁ᙧᡂのᇶ♏なࡿ

ᅵྎࢆసࡿᮇ࡛あࡇࠋࡿのᮇࠊࡣ子ࡶ⮬㌟

ቃ⎔࡚ࡗࡶࢆ᥈究ᚰࡸዲወᚰࠊࡽάの中か⏕ࡀ

満㊊ࡸᐇឤࠊᒎ㛤しࢆࡧ㐟࡛ࡇࡿࢃかか

ឤࢆࡀࡇ࠺ࢃ大ษ࡛あࠋࡿ子ࡀࡶ⮬Ⓨⓗ

ࡿࡁ⏕ࡽなయ㦂かࡲࡊࡲࡉࠊࡾࢃかかቃ⎔

႐ࡸࡧᐇឤࡀࠊࡣࡵࡓ࠺ࢃ子ࡶの㐟ࡧ

の㉁ࢆ高࠺ࡼࡿࢀࡽࡵなಖ育⪅のពᅗⓗなかか

⎔↛⮬ࡶ子ࠊࡣ本書࡛ࠋࡿなᚲせࡀࡾࢃ

ቃࠊ≀ⓗ⎔ቃࠊ♫⎔ቃのかか࡚࠸ࡘࡾࢃᐇ㊶

࡚࠸⏝ࢆゎㄝしࠋࡓ 

㸿5ุ   ࢪ࣮࣌71

㸱ࠗ子ࡶの⏕ά⌮ゎ

⎔ቃ࡙ࡾࡃ㹼ᗂඣ教育㡿

ᇦࠕ⎔ቃࠖᑠ学ᰯ教育

⛉ά⏕ࠕ かࠖࡿ࠼⪄ࡽ㹼  ࠘

 

ඹⴭ ᖹᡂ25年3᭶ ࠺ࢁࡃࡩฟ∧ ᗂ⛶ᅬࡸಖ育ᡤ࡛⾜ࡿࢀࢃᗂඣ教育ᑠ学ᰯ

教育の㐃ᦠ࠸ࢆかᅗࡃ࠸࡚ࡗかࠊ࡚࠸ࡘᗂ

⛶ᅬ教育せ㡿ࡸಖ育ᡤಖ育ᣦ㔪の㡿ᇦࠕ⎔ቃ ࠖ

ᑠ学ᰯ教育ㄢ⛬のࠕ⏕ά⛉ ⎔↛⮬ࠊし࡚㍈ࠖࢆ

ቃ・≀ⓗ⎔ቃ・♫⎔ቃの㸱ࡘのどⅬ࡚࠸⏝ࢆ

ࡆୖࡾྲྀࢆなࡽࡀゎㄝしࠋࡓ 

㸿5ุ   ࢪ࣮࣌166

⦅ⴭ⪅㸸岡野聡子・⟄井ឡ知 

ඹⴭ⪅㸸松田智子・吉村ၨ子・㎷野Ꮥ・     

大野㕥子・金光ᩥ௦・ᖹ松ⱱ・㤿ሙᾈ

一㑻・中㐨美㭯・岡田美紀・ᅵ㇂㛗子・

 ࣗࢩル࢛࢘・࣮ࢽࢯン

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

➨ 1 章ࠕᗂඣ教育かࡽᑠ学ᰯ教育ࠖ➨ 1 ⠇

ࠊ༢ⴭࢆቃࠖࠖ（pp.1-12）⎔ࠕ㡿ᇦᗂඣ教育ࠕ

➨ 5章ࠕ♫⎔ቃのかかࡾࢃ ➨ࠖ 3⠇ࠕ␗ᩥ

ࡣࡇࡿゎす⌮ࢆ ᩥ␗⌮ゎᩥ␗.1ࠕࠖ

ὶ （ࠖpp.135-137）2-2ࠕࠊ）ᩥの⋓ᚓ （ࠖpp.140-

2-3ࠕࠊ（141 ᣢ⥆Ⓨᒎ教育の⪃࠼᪉ （ࠖpp. 141-

 ࠋヂ⩻ࢆ（143

本人ᢸᙜ部ศのᴫせ㸸 

 ➨㸯章➨㸯⠇࡛ࠊࡣᗂඣ教育ࡣఱかࢆゎㄝ 

人間－230



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 

    しࠊ࡛ୖࡓ㡿ᇦࠕ⎔ቃࠖᑠ学ᰯ教育ㄢ⛬のࠕ⏕ 

ά⛉ࠖ࠸ࡽࡡࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚ෆᐜの中㌟ 

➨ࠋࡓゎㄝし࡚࠸ࡘ 5章部ศࠊࡣ⩻ヂࢆᢸᙜし 

 ࠋࡓ

㸲ࠗ ಖ育⪅・ᑠ学ᰯ教師の

 ࠘ࡿの㐨しࡵࡓ

ඹⴭ ᖹᡂ29年10᭶ 学ᩥ♫ 本書ࠊࡣಖ育ኈࠊᗂ⛶ᅬ教ㅍࠊᑠ学ᰯ教ㅍࡵࢆ

ᑵ職ࠊ࡚ࡅྥ⏕ᑓ㛛学ᰯࠊ⏕大学ࠊ⏕す▷大ࡊ

すࡿ๓㌟࡚ࡅし࠸ಖ育⪅・教師ồࡵ

のࡶࡓࡵࡲࢆ⾡ᢏࠊᑓ㛛知㆑ࠊᇶ♏知㆑ࡿࢀࡽ

࡛あࠋࡿ 

B5ุ   ࢪ࣮࣌140

⦅ⴭ⪅㸸田中༟ஓ・松村㰻・ᑠ島千恵子・    

ᚿ⃰原ள美・木本᭷香 

ඹⴭ⪅㸸㯮田ᨻ広・⚽┿一㑻・༑ᔒ῟子・   

中田ᑦ美・岡野聡子・岩治ࡲか・㞼ὠ

ⱥ子・㇂原⯙・橋∎࠸ࡅ子・光井恵子・

村Ẹ子・బࠎ木由美子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

➨ 8章ࠕಖ育ᐇ⩦・ᗂ⛶ᅬ教育ᐇ⩦・ᑠ学ᰯ教

育ᐇ⩦࡛ᐇຊࢆⓎし࠺ࡼ （ࠖ1）ಖ育ᐇ⩦ࡣ

の࠺ࡼなᐇ⩦なのか（pp.58-60）（2）ࠊᗂ⛶ᅬ教

育ᐇ⩦ࡣの࠺ࡼなᐇ⩦なのか(pp.60-62)ࠊ

（6）ᐇ⩦᪥ㄅࠊᣦᑟࡣの࠺ࡼなࡶのなの

か(pp.68-72)ࢆ༢ⴭࠋカ(࣒ࣛࢥ)࣒ࢱ࢙ࣇղ

ࡅࡾಖ育ᐊの㣭࠸ࡓࡁお࡚ࡗ知ࡗࡻࡕ

（p.23）ࢆ༢ⴭࠋ 

本人ᢸᙜ部ศのᴫせ㸸 

 ಖ育ᡤᐇ⩦ᗂ⛶ᅬᐇ⩦ࠊ࡚࠸ࡘほᐹᐇ⩦ࠊ

ぢ学ᐇ⩦ࠊ部ศᐇ⩦ࠊ一᪥ᐇ⩦ࡒࢀࡑࠊࡵࡲࢆ

ᐇ⩦᪥ㄅࠊࡓࡲࠋࡓゎㄝしࢆࡁಟᚓすࢀ

ࢆ書㢮ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝άᐇ㝿ࠊࡣᣦᑟ࡛ࡸ

し࡚ྲྀࠊࡆୖࡾ書ࡁ᪉の࣏ンࢆࢺゎㄝし

のពࡾಖ育ᐊෆの㣭ࠊࡣ࡛࣒ࢱ࢙ࣇカࠋࡓ

 ࠋࡓࡆୖࡾྲྀ࡚࠸ࡘ

㸳ࠗMINERUVA 学࡚ࡵࡌࡣ

ಖ育ࡪ 12子育࡚ᨭ࠘ 

ඹⴭ ᖹᡂ30年3᭶ ࢿ࣑ルࣦ書ᡣ 本書ࠊࡣ子ࡶ・子育࡚ᨭ᪂ไ度ࠊಖ育教ㅍ

な᭱᪂のືྥࡾ┒ࢆ㎸ࠊࡘࡘࡳಖ育のᇶ本ࢆ

ゎㄝしࡶࡓの࡛あࠋࡿ 

B5ุ   ࢪ࣮࣌220

┘ಟ㸸大᪉美香・ྡ㡲ᕝ知子 

⦅ⴭ⪅㸸ఀ⸨⠜（12ᕳᢸᙜ） 

ඹⴭ⪅㸸岡野聡子・大᪉美香・大西ᬗ子・ᑎ村ࡺ

かの・᳜木ಙ一・山岡テ・高⏿ⰾ美・

吉岡ὒ子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

➨㸯章 子育࡚ᨭのᚲせᛶไ度(ࣞࢵスン

1 子育࡚ᨭࡀồࡿࢀࡽࡵ♫⫼ᬒձ子育࡚ࢆ

⌧♫࠺࠸ղᑡ子ࠊ⎔ቃのኚ♫ࡿࡄࡵ

ࠊࣞㅖㄢ㢟（pp.2-15）ࡿࡄࡵࢆճ子育࡚ࠊ㇟ スࢵ

ン 2 子育࡚ᨭ㛵すࡿไ度・⟇のᒎ㛤ձࢃ

ղࠊࡳ子育࡚ᨭのไ度・⟇のṌࡿࡅおᅜࡀ

ᑡ子の㐍⾜子育࡚ᨭ(pp.16-29))ࠊ➨ 4章 

ᾏእ学ࡪ子育࡚ᨭ（ࣞࢵスン 13⡿おࡅ

ࠊࢲࢼカࡿ子育࡚ᨭձከᩥ⩏ᅜᐙ࡛あࡿ

ղカࢲࢼおࡿࡅ子育࡚ᐙᗞᨭのᒎ㛤ࠊճカ

մ子育࡚ᐙᗞᨭࠊ≦⌧子育࡚のࡿࡅおࢲࢼ

のྲྀࡳ⤌ࡾ㸫࣮ࢯ࣮࣑ࣜࣜࣇスࢭンࠊ࣮ࢱյ

子育࡚ᐙᗞᨭのྲྀࡳ⤌ࡾ㸫ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿ

ࢹࣂ࣮ࣀ㸫ࡳ⤌ࡾն子育࡚ᐙᗞᨭのྲྀࠊス࢘

ࢆ（(pp.156-171)࣒ࣛࢢロࣉࢺࢡ࢙ࣇ࣮ࣃࢬ

༢ⴭࠋ 

本人ᢸᙜ部ศのᴫせ㸸 

➨㸯章࡛ࠊࡣ子育࡚ᨭࡀồࡿࢀࡽࡵ♫ⓗ 

人間－231



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ ༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

    ⫼ᬒࠊ࡚࠸ࡘᡃࡀᅜおࡿࡅ子育࡚ࡄࡵࢆ

ᥦࢆࢱ࣮ࢹ࡚࠸ࡘᑡ子ࡸ⎔ቃのኚ♫ࡿ

♧しࠊ子育࡚ࡿࡄࡵࢆㅖㄢ㢟࡚࠸ࡘゎㄝしࠋࡓ

の子育࡚ᨭ࡛ࡲࢀࡇࡿࡅおᅜࡀᡃࠊࡓࡲ

㛵すࡿไ度ࡸ⟇のṌ⾲ࢆࡳし࡚ࡑࠊࡵࡲ

のᡂᯝࡶ࡚࠸ࡘゝཬしࠋࡓ➨㸲章࡛ࠊࡣカࢲࢼ

ࢯ࣮࣑ࣜࣜࣇࠊ࡚࠸ࡘ子育࡚ᨭࡿࡅお

࣮スࢭン࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿࠊ࣮ࢱスのྲྀࡾ⤌

ࠊࡣ࡛ࡳ⤌ࡾ子育࡚ᐙᗞᨭのྲྀࠋࡓ介し⤂ࢆࡳ

࡚࠸ࡘ࣒ࣛࢢロࣉࢺࢡ࢙ࣇ࣮ࣃࢬࢹࣂ࣮ࣀ

ゎㄝしࠋࡓ 

㸴ࠗ子ࡶの⏕ά⌮ゎ

⎔ቃ࡙ࡾࡃ（ᨵゞ∧）㹼ᑵ

学๓教育㡿ᇦࠕ⎔ቃ ᑠࠖ

学ᰯ教育ࠕ⏕ά⛉ かࠖࡽ⪃

 㹼࠘ࡿ࠼

ඹⴭ ᖹᡂ31年3᭶ ࠺ࢁࡃࡩฟ∧ 2017 年学⩦ᣦᑟせ㡿ࡀᨵゞࠊࢀࡉ㈨㉁・⬟

ຊの୕ࡘのᰕᗂඣᮇの⤊࡛ࡲࡾࢃ育࡚ࡗ

し࠸ጼ（10 のጼ）ࡀ明♧ࡓࢀࡉࠊಖᗂᑠ㐃ᦠ

のᙉࠋࡓࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ本書࡛ࠊࡣ学⩦ᣦᑟせ

㡿ᨵゞࡶなࠊ࠸㡿ᇦࠕ⎔ቃ ࡓࢀࡉ⨨タ࡚ࠖ

᪂㡯目ࠊࡵྵࡶᑵ学๓教育ᑠ学ᰯ教育の教育

ෆᐜの᥋⥆ゝཬしࠊ⮬↛⎔ቃ・≀ⓗ⎔ቃ・♫

⎔ቃの㸱ࡘのどⅬ࡚࠸⏝ࢆࡆୖࡾྲྀࢆなࡀ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆゎㄝࡽ

㸿5ุ   ࢪ࣮࣌206

⦅ⴭ⪅㸸岡野聡子 
ඹⴭ⪅㸸松田智子・大野㕥子・吉村ၨ子・⟄井  

ឡ知・村田┾⌮子・⸈田弘美・㎷野Ꮥ・

ఀᓮ一夫・中㐨美㭯・岡田美紀・田中༟

ஓ・๓ᕝ㇏子・ᖹ野知ぢ 
本人ᢸᙜ部ศ㸸 
➨ 1 章ࠕᑵ学๓教育かࡽᑠ学ᰯ教育 ➨ࠖ 1 ⠇

➨ࠊቃࠖࠖ（pp.1-20）⎔ࠕ㡿ᇦᑵ学教育ࠕ 3 章

➨ࠖࡾࢃのかかቃ⎔↛⮬ࠕ 2 ⠇ 1-2）᱂ᇵ᳜≀

の㑅ᐃ᮲௳1-3ࠊࡣ）⮬↛⎔ቃマࡾࡃ࡙ࣉࢵ

（pp.81-83）ࠊ➨ 4 章ࠕ≀ⓗ⎔ቃのかかࠖࡾࢃ

➨㸯⠇ -pp.103）ࡿ知ࢆࡳ⤌ࡸののᛶ㉁ࡶ.1
-pp.106）ࡿゎす⌮ࢆࡳ⤌ののࡶ（1-2ࠊ（104
➨ࠊ（108 5 章ࠕ♫⎔ቃのかかࠖࡾࢃ➨㸯⠇

1-3）⏕ά⛉おࠕࡿࡅ⾜ のࠖ࠼ࡽ᪉（pp.146-
147） 
本人ᢸᙜ部ศのᴫせ㸸 

➨㸯章࡛ࠊࡣᑵ学教育㡿ᇦࠕ⎔ቃ のࠖᴫせ

2017ࠊ㏙ࢆ 年度の学⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡾྲྀ࡚

ධࡓࢀࡽࢀ㈨㉁・⬟ຊの୕ࡘのᰕᗂඣᮇの⤊

ጼ（10࠸し࡚ࡗ育࡛ࡲࡾࢃ のጼ）ࢀࡇࠊかࡽ

ồࡿࢀࡽࡵᗂඣ教育のᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘゎㄝし

ቃࠖ⎔ࠕ㡿ᇦࠊࡽಖᗂᑠ㐃ᦠの㔜せᛶかࠊࡓࡲࠋࡓ

ゎㄝし࡚࠸ࡘ⥆ά⛉ࠖの教育ෆᐜの᥋⏕ࠕ

ᅬෆࠊ࡚ࡾࢃቃのかか⎔↛⮬ࠊࡣ㸱章࡛➨ࠋࡓ

ቃె↛⮬ࠊゎㄝしࢆ௳᱂ᇵ᳜≀の㑅ᐃ᮲ࡿあ

マࢆࡾࡃ࡙ࣉࢵ⤂介しࠋࡓ➨㸲章࡛ࠊࡣ≀ⓗ⎔ቃ

⤌ࡸののᛶ㉁ࡶࡀࡶ子ࠊ࡚ࡾࢃのかか

㸳章࡛➨ࠋࡓゎㄝし࡚࠸ࡘ⛬㐣ࡿゎす⌮ࢆࡳ

2017ࠊ࡚ࡾࢃのかか⎔ቃ♫ࠊࡣ 年度のせ

㡿ᨵゞお࡚࠸㡿ᇦࠕ⎔ቃ のᙺ⾜ࡓࢀࡉ♧ࠖ

ࠊࡀᑠ学ᰯ教育ࠕ⏕ά⛉ 教育ෆ࠺ࡼのࠖ

ᐜࡀ᥋⥆ࡿ࠸࡚ࢀࡉかゎㄝしࠋࡓ 

㸵ࠗᇶ♏かࡽ学ࡿಖ育

ෆᐜ（人間㛵ಀ）࣡ ࣈࢡ࣮

 ࠘ࢡࢵ

ඹⴭ 令和2年2᭶ あࡾ࠸ฟ∧ 本書ࠊࡣᗂ⛶ᅬ教ㅍ・ಖ育ኈࢆ目ᣦす⪅ࢆᑐ㇟

ࡶࡓゎㄝしࢆ♏ಖ育ෆᐜ（人間㛵ಀ）のᇶࠊし

の࡛あࠋࡿ 

㸿4ุ   ࢪ࣮࣌86

⦅ⴭ⪅㸸田中༟ஓ・ᐑෆὒ・⸨井ఀὠ子・ 

中⃝ᖾ子 

人間－232



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ ༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

    ඹⴭ⪅㸸ఀ ⸨恵㔛子・⚽┿一㑻・木本᭷香・ᑠ久ಖ

ᆂ一㑻・ᕝ村高弘・橋ሙ᪩ⱑ・బ⸨ᐶ子・

岡野聡子・బࠎ木由美子・ቑ田྿子・ෆ田

⚈子・㒓ᐙ史ⱁ・香᭮ᡃ部⌶・༑ᔒ῟子・

ὸぢ優哉 

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

➨ 5章ࠕ人間㛵ಀࢆ㏻し࡚育ࠕࡴ㐨ᚨᛶ・つ⠊

ព㆑のⱆ⏕ࡣࠖ࠼ （ࠖ1.ஙᗂඣᮇおࠕࡿࡅ㐨

ᚨᛶ・つ⠊ព㆑のⱆ⏕࠼ ࠼⏕㐨ᚨᛶのⱆ.2ࠊࠖ

 （pp.33-41）（ࡣ࠼⏕つ⠊ព㆑のⱆ.3ࠊࡣ

本人ᢸᙜ部ศのᴫせ㸸 

 ⌧ᅾの᪥本♫おࡿࡅ子ࡶの育ࡕ㛵す

ゝ࡚࠸ࡘⓗ⫼ᬒ♫ࡓࡌ⏕ࡀၥ㢟ࡸၥ㢟Ⅼࡿ

ཬす2017ࠊࡶࡿ 年ᨵゞࡓࢀࡉᗂ⛶ᅬ教

育せ㡿・ಖ育ᡤಖ育ᣦ㔪のࠕ㐨ᚨᛶ・つ⠊ព㆑の

ⱆ⏕࠼ ෆᐜのྲྀࠊෆᐜ࠸ࡽࡡ㡯目のࡿ㛵すࠖ

ࡼࡿࡲ῝ࡀ学⏕の⌮ゎࠋࡓゎㄝし࡚࠸ࡘ࠸ᢅ

ලయࠊ࡚࠸ࡘ࠼⏕つ⠊ព㆑のⱆࡸ㐨ᚨᛶࠊ࠺

ⓗࢆᥦ♧しなࡽࡀゎㄝしࠊࡓࡲࠋࡓ学⏕ࡀテ

ࡁ࡛⏝άࠊࡾసࡶḍࢡ࣮࣡ࡿࡵ㎸ࡁ書ࢺス࢟

 ࠋࡓࡵࡾసࢺス࢟テࡿ
㸶ࠗಖ育⪅なࡿ人のࡓ

ࢡࢵࣈࢻ࢞⩦のᐇࡵ A 

WR� =�̿ᐇ㊶࡛ࡿࡁ㸟 ಖ

育ᡤ・タ・ᗂ⛶ᅬ・ㄆᐃ

ࢺス࢟ᅬᐇ⩦テࡶࡇ

̿࠘ 

ඹⴭ 令和2年3᭶ ⴌᩥ書林 ಖ育ᡤࡸタࠊᗂ⛶ᅬࠊㄆᐃࡶࡇᅬ࡛のಖ育

ᐇ⩦・教育ᐇ⩦ࠊ࡚࠸ࡘᐇ⩦の๓・ᚋ࡛学

ࢆෆᐜࡁࡪ 15章ᩚ⌮しࢥࠋࡿ࠸࡚ࡵࡲࠊ

ሙのಖ育⌧ࠊࡃな࡛ࡅࡔᐇ⩦のᮇ間中ࠊࡣ࡛࣒ࣛ

ᕳᮎࠋࡿ࠸し࡚ෆᐜࡘ❧ᙺࡶࡽか࡚ࡗな⪅

㘓ࠊࡣᐇ⩦のᣢࡕ≀チࣜࢡࢵ࢙スࢺಖ育

ᐇ⩦・教育ᐇ⩦࡛学ࠊࡧ⌧ሙ࡛ᐇ㝿ാࡿ࠸࡚࠸

ⱝᡭのಖ育⪅かࡽの࣓ࡶࢪ࣮ࢭࢵ㘓しࠋࡓ 

㸿4ุ   ࢪ࣮࣌178

┘ಟ㸸ྡ㡲ᕝ知子 

⦅ⴭ⪅㸸田中༟ஓ・松村㰻・ᑠ島千恵子・    

岡野聡子・中⃝ᖾ子 

ඹⴭ⪅㸸బ⸨ᐶ子・㛵ᐜ子・ቑ田྿子・山本美紀・

᳜田恵⌮子・㉥ሯࡳࡄࡵ・᪥㝰美௦子・

橋∎࠸ࡅ子・田中㊰・㕥木和正・中島┾

࿃・橋ሙ᪩ⱑ・島田┤哉・山᭷子・安

Ặὒ子・㔛ぢ㐩ஓ・加⸨⥳・八ᖭ┾由美 
本人ᢸᙜ部ศ㸸 
➨ 8 章ࠕᗂ⛶ᅬ教育ᐇ⩦ࡣ （ࠖ1.ᗂ⛶ᅬ教育

ᐇ⩦の目ⓗᚰᵓ2ࠊ࠼.ᗂ⛶ᅬおࡿࡅᅬ⏕άの

ὶࢀᐇ⩦のᐇ㝿3ࠊ.年㱋ูのࣛࢡスの特ᚩᐇ

⩦の࣏ンࢺ）（pp.80-93） 
本人ᢸᙜ部ศのᴫせ㸸 
 ᗂ⛶ᅬ教育ᐇ⩦の目ⓗࡸᐇ⩦ฟྥࡃ㝿のᚰ

ᵓ࡚࠸ࡘ࠼ゎㄝしࠊࡓࡲࠋࡓᗂ⛶ᅬのᅬ⏕άの

ὶࢆࢀ♧しࠊᐇ⩦の࣏ン࡚࠸ࡘࢺ㏙ࡓ

3ࠊ㹼5 ṓඣの年㱋ูのᐇ⩦の࣏ンࢆࢺゎㄝ

しࠋࡓ 
 学⾡ㄽᩥࠖࠕ

㸯 ⌧௦ⓗࢶࢭル࣓ンࢺ

࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿࠕ

スࠖの♫ⓗព⩏㹼࣮ࢦ

࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿンࢻ

スのྲྀ࡚ࡗࡄࡵࢆࡳ⤌ࡾ

㹼（ಟኈㄽᩥ） 

 

 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ23年3᭶ 

 

大㜰ᕷ❧大学大学㝔 

 

ࣂࢿࡿあᕞࣅロンࢥ・ࣗࢩࢵテࣜࣈ

目ⓗࢆのὶࠖࠎ人ࠕࠊࡣス༠࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮

しࣅ࣮ࢧࡿࢀࡲ⤌ࡾྲྀ࡛ࡇࡑࠊスࣉࡸロ࣒ࣛࢢ

ࣈࣁࠕࡿࡅࡘࡧ⤖ࢆಶ人ಶ人ࠊࡣ のࠖ࠺ࡼなᙺ

ࢆᢸࣜࢠࠋࡿ࠸࡚ࡗスࢆⓎ⚈すࢶࢭࡿル

࣓ンᩥࢺࡄ⥅ࡅཷࢆ⌧ᅾのࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿ

人間の࡚࠸おのタࡘ㸯ࠊࡸࡳ⤌ࡾスのྲྀ࢘

スᒎࣅ࣮ࢧⓗなྜ「ࡓぢ㉺しࢆルࢡࢧࣇࣛ

㛤ࢆし࡚ࡿ࠸ሙసࡾ╔目しࠊ᪥本の⾜ᨻ࣮ࢧ

A4ุ ࠋࡓࡌㄽࢆ࠸の㐪スࣅ  ࢪ࣮࣌48

人間－233



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ ༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 
Ⓨ ⾜ ཪ  ࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

㸰 ಖ育ኈ㣴ᡂᰯおࡅ

ㄢ㢟ᑵ職άືの特ᚩࡿ

㹼ᑵ職ᨭのᐇ㊶かࡽぢ

 の㹼ࡶࡿ࠼

ඹⴭ ᖹᡂ23年12᭶ ி㒔光⳹ዪ子大学▷ᮇ

大学部研究紀せ  

➨ 49㞟(pp.1-6) 

ಖ育⪅ࢆ目ᣦし࡚本学᮶ࠊࡣ⪅ࡓ目ⓗព㆑

ಖࠊࡃከࡀ⪅ࡿࡃධ学し࡚࡚ࡗᣢࡾࡁࡗࡣࢆ

育職ෆᐃ⋡ࡶ 100㸣࡛あࠋࡿしかしࠊ授業ࡸᐇ⩦

ᣦᑟࡿࡅཷࢆ中࡛ࠊಖ育職の安ࡀ学⏕の間

࡛広1ࠊࡵࡓࡿࡲ年⏕の 4᭶か࢟ࡽャࣜᨭࣉ

ロࢆ࣒ࣛࢢᐇ㊶しࡑࠋࡓのᐇ㊶かࠊࡽ༞業ᚋのᨭ

（特᪩ᮇ㞳職⪅のᑐᛂ）ࡶゝཬしࠋࡓ 

௦⾲⪅㸸吉村ၨ子 

ඹⴭ⪅㸸岡野聡子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

1年⏕の 4᭶かࡽᐇし࢟ࡓャࣜᨭࣉロ

 ࠋࡓᢸᙜしࢆホ౯ࠊᐇࡧࡼの⏬お࣒ࣛࢢ

㸱 㠀Ⴀᅋయおࡿࡅ

♫ࣅ࣮ࢧスのᥦ౪㛵

すࡿ一⪃ᐹ㹼カࢲࢼのࣂ

ン࣮ࣂ࣮ࢡᕷおࢦࡿࡅ

ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿンࢻ࣮

 㹼ࡳ⤌ࡾスのྲྀ࢘

 

༢ⴭ ᖹᡂ24年3᭶ ⎔太ᖹὒ大学研究紀せ 

➨ 5ྕ(pp.31-39) 

 

♫業のᑓ㛛ศࡀ㐍ࠊࢀࡘࡴ㟂せ౪

高㱋⪅・㞀ᐖ・ࡶ子ࡵࡓ࠺⾜ࢬ࣮࣒スࢆ⤥

ࡁ࡚ࢀࡉ❧☜ࡀのᨭయไࡈศ野ࡓࡗ࠸⪅

 ࠋࡓ

本✏࡛ྲྀࡓࡆୖࡾカࢲࢼのࣂン࣮ࣂ࣮ࢡお

ᑓ㛛ⓗࠊࡣス࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿンࢻ࣮ࢦࡿࡅ

な⚟♴ࢬ࣮ࢽのᥦ౪ࢆ業の㍈すࡿの࡛ࡣ

なࠊࡃᆅᇦఫࡴ人ࡿࡅࡘࡧ⤖ࢆࠎᇶ┙（࣑ࣗࢥ

㔊ࡽὶのሙࠖかࠕし࡚の（ࢻス࣮࣋・テࢽ

ᡂࡿࢀࡉ┦ᢇຓ㛵ಀのᵓ⠏ὀ目ࢆしࡓ業

ンステࣙࢩࢵ࣑ࢆᵝࡾのᅾࡑࠋࡿ࠸ᒎ㛤し࡚ࢆ

ෆᐜ・㐠Ⴀ㈨࣒ࣛࢢロࣉスࣅ࣮ࢧ・ࢺン࣓

金・ࣛ࣎ンテスࣇࢵࢱの㸲ࡘのほⅬかࡽ⪃

ᐹしࠋࡓ 

㸲 ⎔太ᖹὒ大学おࡅ

☜ᨭయไのャࣜ࢟ࡿ

 （Ϩ）࡚ࡅࡴ❧

 

ඹⴭ ᖹᡂ24年3᭶ ⎔太ᖹὒ大学研究紀せ 

➨ 5ྕ（pp.61-68） 

大学の࢟ャࣜ教育ࡿࡄࡵࢆのືྥࡳࢆ

άⓎࡀのᨭ㐣⛬の㆟ㄽ࡛ࡲࡿ⮳ᑵ職ࠊࡿ

࡛あ࢟ࠕࠊࡾャࣜᙧᡂᨭࠖ࠺࠸ゝⴥ࡛⾲⌧

࡛࣮ࢱンࢭャࣜ࢟ࠊࡣᚋのㄢ㢟ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

のᨭおࠊ࡚࠸学⏕一人ࡾࡦの࢟ャࣜᙧ

ᡂࢆᅗࢆࡇࡿព㆑し࡚ᨭ࠺⾜ࢆᚲせࡀあࡿ

 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇ

௦⾲⪅㸸岡野聡子 

ඹⴭ⪅㸸ᮡ田㑳௦ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

本学࢟ャࣜࢭン࣮ࢱの࢟ャࣜᨭࣉロࢢ

 ࠋࡓしࢆホ౯ࠊ࠸⾜ࢆᐇࡧࡼの⏬お࣒ࣛ

㸳 ᗂඣᮇおࠕࡿࡅゝ

ㄒάືのᐇࠖ㛵すࡿ

研究㹼岡山ᕷබ❧ᗂ⛶ᅬ

教ㅍࢆᑐ㇟しࡓンࢣ

 㹼ࡽㄪᰝかࢺ࣮

ඹⴭ ᖹᡂ24年12᭶ ⎔太ᖹὒ大学研究紀せ 

➨ 6ྕ（pp.1-8） 

ゝㄒάືのᐇ㛵すࡿ研究ࠊࡣᑠ学ᰯ教育

研究ࡿࡅおᗂඣᮇࠊࡃከࡀ研究ࡿࡅお

ᗂඣᮇࠊࡣ本研究࡛ࠋ࠸ᑡなࡾࡓあࡿぢす⟶ࡣ

おࡿࡅゝㄒάືࡣఱかࢆᴫほしࠊᗂ⛶ᅬの教

育⌧ሙお࡚࠸ゝㄒάືのᐇࡀの⛬度ព㆑

岡山ࠊかࡿ࠸࡚ࢀࡲ⤌ࡾし࡚ྲྀ㊶ಖ育ᐇࢀࡉ

ᕷබ❧ᗂ⛶ᅬ教ㅍࢆᑐ㇟し࡚ンࢺ࣮ࢣㄪᰝ

かࡽ⪃ᐹࢆヨࠋࡓࡳㄪᰝ⤖ᯝ（᭷ຠᅇ⋡㸸

38.7㸣）かࠊࡽఏ㐩ຊࡸᛮ⪃ຊࢆព㆑しࡓಖ育ࢆ

ࡣのྜ⪅ࡓᅇ⟅しࡿ࠸࡚ࡗ⾜ 6ࢆ㉸ࠋࡓ࠼

ఏ㐩ຊࠊᛮ⪃ຊࢆព㆑しࡓಖ育ᐇ㊶࡛ࠊࡣఏ㐩ຊ

ᡞ᪉ࡾಖ育ᐇ㊶のあࡓព㆑しࢆᛮ⪃ຊࡶࡾࡼ

ᝨࡀ࠸ぢࠋࡓࢀࡽゝⴥかかࡿࢃカ࣒ࣜࣛࣗ࢟

ࡣス࣮ࢣࡿ࠸ᅬෆ࡛సᡂし࡚ࢆ 32.5㸣ࠊᑠ学ᰯ

ࡀᅬࡿ࠸࡚ࡗᅗࢆの㐃ᦠࠖ⛉ᅜㄒࠕ 43.2㸣࡛

あࠋࡓࡗ➨ 4章࡛ࡣゝࠊ ㄒάືのᐇࡿࡄࡵࢆಖ

育⌧ሙのᡞᝨ࠸➼のㄢ㢟࡚ࡵྵࡶホ౯ࡗ⾜ࢆ

 ࠋࡓ

௦⾲⪅㸸岡野聡子 

ඹⴭ⪅㸸大野㕥子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

㉁ၥ⣬సᡂࠊ⤖ᯝのศᯒ⪃ᐹࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

人間－234



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ Ⓨ

⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

㸴 ᗂඣᮇおࡿࡅ⛉学

ⓗᛮ⪃ࢆ育ࡴ⎔ቃ࡙ࡾࡃ

 一⪃ᐹࡿ㛵す

ඹⴭ ᖹᡂ25年3᭶ ⎔太ᖹὒ大学研究紀せ 

➨ 7ྕ（pp.97-105） 

本研究5ࠊࡣ ṓඣࢆᑐ㇟し࡚ࠊụ田・ᡞ

（2004）の⛉学のᇶ♏ⓗⓎゝのศᯒᡭ⥆࠸⏝ࢆ

ほᐹࢆࢩ࣒ࣜ࢘ࢰ࠸なࢃฟࡣ᪥ᖖ⏕ά࡛ࠊ࡚

学ⓗⴌ⛉ࡿࡅおᗂඣᮇࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿࡏࡉ

ⱆおࡧࡼ知ⓗዲወᚰࢆ育ࡴ教育⎔ቃのᩚഛࡘ

 ࠋࡓウし᳨࡚࠸

➨ 1章࡛ࠊࡣ⛉学ⓗᛮ⪃のⴌⱆ㛵すࡿඛ⾜ 

研究ࡇࠊࡆୖࡾྲྀࢆの研究ࡀᑠ学ᰯ教育ㄢ⛬

の⏕ά⛉ࡸ⌮⛉教育のศ野࡛ᐇࡇࡓࡁ࡚ࢀࡉ

学ⓗᛮ⪃のⴌⱆ⛉ࡓし㇟ᑐࢆᗂඣࠊ㏙ࢆ

➨ࠋࡓゝཬし࡚࠸ࡘࡉ研究のᑡなࡿ㛵す 2章

加⸨（2007.2008.2009）ࡸụ田・ᡞ（2004）ࠊࡣ࡛

の⛉学ⓗᛮ⪃のⴌⱆのศᯒᡭἲࢆᴫほしࠊ本✏

➨ࠋࡓゎㄝしࢆศᯒᡭἲ࠺ᢅ࡛ 4章࡛ࠊࡣᐇ㊶の

ศᯒ⤖ᯝࢆ⪃ᐹしࠊ⛉学のᇶ♏ⓗなⓎゝ⛣

⾜すྍࡿ⬟ᛶࡀあࡿ一ⓗな⾲⌧のⓎゝࡸᑐ㇟

ࡇࡓࡗ❧目ࡀጼࡿす࠺ࡼ㌟య࡛⾲⌧しࢆ≀

ᑐ㇟⪅のࠊࡸ 1 ྡのࡀࡳ⛉学のᇶ♏ⓗなⓎゝࢆ

しࡇࡓᑐしࠊᑐ㇟≀ࡀ㌟㏆࡛なかࠊࡇࡓࡗ

ࡇࡓࡗᑡなかࡀయ㦂ࡿࢀゐ≀ࡓし࠺ࡑ

㉳ᅉすࡿの࡛ࡣな࠸かࠋࡓࢀࡽ࠼⪄ᚋのㄢ

㢟し࡚ࠊᗂඣのࠕ知ⓗなẼࡁ のࠖⓎゝಁࢆす

⎔ቃ࡙ࠊ࡚࠸ࡘࡾࡃ教師のែ度╔目ࢆし࡚

᳨ウࢆせすࡀࡇࡿ明ࡽかなࠋࡓࡗ 

௦⾲⪅㸸⟄井ឡ知 

ඹⴭ⪅㸸岡野聡子ࠊᖹ松ⱱ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ศᯒᡭἲの᳨ウࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

㸵 య㦂άື授業ᚋの

Ⓨᒎ学⩦ࢆ㔜どしࡓಖ育

ෆᐜࠕ⎔ቃ のࠖ授業ᒎ㛤̿

大学 2 年⏕๓ᮇ授業お

 ̿ࡽᐇ㊶かࡿࡅ

༢ⴭ ᖹᡂ25年3᭶ ⎔太ᖹὒ大学研究紀せ 

➨ 7ྕ（pp.29-36） 

㡿ᇦࠕ⎔ቃࠖおࡿࡅ授業ᒎ㛤࡛ࠕࠊࡣ㌟㏆な

⎔ቃかかࡿࢃຊの育ᡂࠖࢆ学⏕ලయⓗ⌮

ゎࠊࡵࡓࡿࡏࡉ講⩏ᙧᘧの授業ࡣ࡛ࡅࡔなࠊࡃయ

㦂άືࡾྲྀࢆධࡿ࠸࡚ࢀࡶከࡃぢࠋࡿࢀࡽ

本✏࡛ࠊࡣయ㦂άືの授業ᚋのⓎᒎ学⩦ㄢ

㢟ࢆ学⏕ࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿ࠼㡿ᇦࠕ⎔ቃ ࠖ

の⌮ゎࡸᗂඣ教育㛵すࡿ学⩦ពḧのྥୖࡀぢ

授業ࡸࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࠊ࡚࠸ࡘかࡿࢀࡽ

ᚋのឤᩥかࡽศᯒࠋࡓࡗ⾜ࢆンࢺ࣮ࢣ⤖ᯝ

かࠊࡣࡽ本授業ࠕࡀᙺ❧ࠖࡓࡗᅇ⟅しࠊࡣ⪅ࡓ

95.8㸣࡛あࠋࡓࡗయ㦂άື࡛ࠊࡣᐇ㝿ࡸ↛⮬⣲

ᮦゐࠊ࡛ࡇ࠺ྜࢀලయⓗ授業の㊃᪨ࢆ⌮

ゎす࠺࠸ࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿឤࡀከࢀࡽࡳࡃ

授࡚ࡵࡲࢆㄢ㢟ࡓࢀࡉᥦฟࠊࡣ࡛⩦Ⓨᒎ学ࠋࡓ

業中㓄布ࢆすࡿなࠊ⪅の⪃࠼ゐࡇࡿࢀ

ホ౯しࡃ高࡚࠸ࡘࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇࡿࡁ࡛ࡀ

ࡸのᵝ子ࡶ子ࠕࠊࡣࡽ授業ᚋのឤかࠋࡓ࠸࡚

࠼⪄か⮬ศ࡛ࡁࡿࢀධࡾྲྀࢆࡧな㐟࠺ࡼの

ࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ ᑐし࡚の⌮ゎࡶ子ࠊࡾあࠖ

一ᐃの学⩦ຠᯝࡀぢࠋࡓࢀࡽ学⏕⮬㌟のయ㦂ࢆ

㏻し࡚ࠊ子ࡀࡶయⓗ⎔ቃかかࡃࡓࡾࢃ

な࠺ࡼࡿな⎔ቃᵓᡂのᕤ夫ࡸ⤌ࡳసࡾのあࡾ

᪉ࢆ学ࡓⅬࡀ大ࡁかࡑࠋࡿ࠼࠸ࡓࡗの一᪉

（ࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇ）授業ᚋのⓎᒎ学⩦のὶࠊ࡛

の᪉ἲࡀᚋのㄢ㢟࡛あࡿᛮࠋࡓࢀࢃ 

㸶 ᗂඣᮇおࠕࡿࡅゝ

ㄒάືのᐇࠖの ᐃ

ホ౯࡚ࡅྥ ຊࠖࡃ⪺ࠕ࣮

 ࣮ࡳヨࡿ࠼ᤊ㔞ⓗࢆ

 

 ඹⴭ ᖹᡂ26年3᭶ ⎔太ᖹὒ大学研究紀せ 

➨ 8ྕ（pp.115-122） 

 

 子ࡶの育ྍࢆࡕどしࠊ教育ᐇ㊶ࡀຠᯝⓗ

教育ࠊࡣࡵࡓࡿ㏉ࡾࡀ教ဨࢆかࡓࢀࢃ⾜

ຠᯝの ᐃホ౯ࡀᚲせ࡛あࠋࡿしかしࠊᗂඣ教

育ࠊࡣᑠ学ᰯ௨㝆の教⛉の学⩦␗なࠊࡾ㐟ࢆࡧ

㏻し࡚⥲ྜⓗ学⩦ࠕࠊࡵࡓࡿࢀࡉぢ࠼な࠸教

育 ࡶࡓᐃし 㔞ⓗࢆの教育ຠᯝࡑࠊࢀࢃゝࠖ

のࡣ⟶ぢすࡿあࡀᩘࡾࡓᑡなࠋ࠸本ㄪᰝ࡛ࠊࡣி

大㹌㹖5-8ࠊ࡚࠸⏝ࢆෆᐜの⌮ゎ度ࡓࡗ࠸ほⅬ

かࠊࡽᗂඣのࡃ⪺ࠕຊࠖの ᐃࢆヨࠋࡓࡳ 

人間－235



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ Ⓨ

⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

    ㄪᰝᑐ㇟⪅ࠊࡣゝⴥの教育特ຊࢆධ࡚ࢀ

㹀ࡿ࠸࡚ࢀධࢆຊゝⴥの教育௨እ㸿ᅬࡿ࠸

ᅬのᅬඣࢆᑐ㇟しࠋࡓ⤖ᯝࠊࡣㄢ㢟ࡈ⣲Ⅼ

ࠋゝࡓኚし೫ᕪ್࡚ࡗᚑ⾲⟭ࠊฟしࢆ ㄒ

ᛶ࠺࠸㡯目ࢆタ2ࠊࡅせᅉศᩓศᯒࡓࡗ⾜ࢆ⤖

ᯝࠊ㸿ᅬ㹀ᅬࡣ㐪ࡀ࠸なࠊࡃㄢ㢟のຠᯝ

（F(3,42)=4.481,p<.01）のࡳ᭷ព࡛あࠋࡓࡗ本

ㄪᰝのྲྀ⤌かࠊࡽᅬのྲྀ⤌の㐪ࢆ࠸⤖ᯝᫎ

し࠸ࡃなࠊ ᐃの㞴しࡀࡉᾋࡁ᙮ࡾなࡗ

ఏࠊヰすຊࠊࡃな࡛ࡅࡔຊࡃ⪺ࠊࡣᚋࡓࡲࠋࡓ

 ࠋࡿあࡀᚲせࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘຊの ᐃ࠺ྜ࠼

௦⾲⪅㸸岡野聡子 

ඹⴭ⪅㸸吉村ၨ子ࠊ大野㕥子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨  5章部ศࠊ3ࠊ2ࠊ1

➨ 1 章࡛ࠊࡣゝㄒάືおࡿࡅ教育ຠᯝの 

ᐃのホ౯のᚲせᛶ ᐃ᪉ἲおࡿࡅඛ⾜研究

➨ࠋࡓᥦ♧しࢆ 2章࡛ࠊࡣㄪᰝᑐ㇟ᅬのᴫせࡲࢆ

➨ࠊࡵ 3章࡛ࠊࡣㄪᰝᴫせおࡧࡼ研究ᡭἲࠊ研

究ศᯒᡭἲ࡚࠸ࡘᥦ♧しࠋࡓ➨ 5章࡛ࠊ᳨ࡣ ᰝ

⤖ᯝのᥦ♧おࡧࡼᚋのㄢ㢟し࡚ࡃ⪺ࠊຊࡔ

ᑐしຊの㔞ⓗ ᐃ࠺ྜ࠼ఏࠊヰすຊࠊࡃな࡛ࡅ

࡚ゝཬしࠋࡓ 

㸷 NIE 教ࡓࢀධࡾྲྀࢆ

育ᐇ㊶研究̿大学 2 年⏕

教㣴Ϩࡓし㇟ᑐࢆ

の授業ᐇ㊶ࢆ㏻し࡚̿ 

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ26年3᭶ ⎔太ᖹὒ大学研究紀せ 

➨ 8ྕ(pp. 147-154） 

 

学⏕のᇶ♏学ຊのྥୖࠊࡣ本学ࡶ࡚ࡗ大

᪂ࠊし࡚ࡘのㄢ㢟ゎỴの一ࡇࠊࡾなㄢ㢟࡛あࡁ

⪺の⏝ࡿࡼ教育のᑟධࢆᖹᡂ 25年 4᭶かࡽ

ᒚಟࡀ420ྡࠊ࠸⾜学部༢࡛ࡣ授業ࠋࡓࡵࡌࡣ

⌧⩏講ࡿࡼ♫⪺山㝧᪂ࠊࡣ授業ෆᐜࠋࡓしࢆ

ᅾὀ目ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪂⪺記ࢆ㢟ᮦ（ฟ⏕๓デ᩿

ࢆ（➼スࢡ࣑ࣀ࣋ࠊロୡ⏺ྠ一㈤金ࢡࢽࣘࡸ

⏝しࡓ講⩏ࢆᐇしࠊࡓࡲࠋࡓ講⩏ෆ 3ᅇのヨ

㦂ࠊ࠸⾜ࢆ講⩏ᚋࡣ学⏕ンࢆࢺ࣮ࢣᐇし

⏝しࢆ度のヨ㦂ၥ㢟⛬ྠࡀ㞴᫆度ࠊࡣヨ㦂ࠋࡓ

᭷ࢀࡒࢀࡑศᩓ್ࠊࡿศᯒすࢆヨ㦂⤖ᯝࠋࡀ

ពᕪࡣฟ࡚࠸な1ࠊࡀ࠸ᅇ目 2ᅇ目2ࠊᅇ目

3ᅇ目3ࠊᅇ目 1ᅇ目のᖹ均Ⅼの間᭷ពᕪࡀ

ぢࠊࢀࡽⅬᩘ᪼ୖࡀし࡚ࡇࡿ࠸かࠊࡽᇶ♏学ຊ

࠺࠸ࡓ࠸㌟ࡀ教㣴（ゝㄒຊࡣ࡛ࡇࡇ）

ࢺ࣮ࢣン⏕学ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃᛮࡿ࠼ゝࡀࡇ

か࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࡽ᪂⪺ࢆㄞࡲなかࡓࡗ学⏕ࡶ᪂

かࡽ明ࡀࡇࡓࡗな࠺ࡼࡿᣢ࡚ࢆ㛵ᚰ⪺

なࠋࡓࡗ 

௦⾲⪅㸸Ώ㑓つ▴㑻 

ඹⴭ⪅㸸௰田㍤ᗣࠊ木ᡞ和ᙪ୕ࠊ木௦ࠊ 

岡野聡子ࠊ正木友則 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 2章部ศ 

➨ 2 章࡛ࠊࡣ᪥本おࡿࡅ NIE のᑟධのኚ㑄

ࡉࡀ㊶ᐇ࡚࠸お大学教育࠺ࡼのࠊࢀࡩ

 ࠋࡓᥦ♧しࢆඛ⾜研究ࠊかࡓࡁ࡚ࢀ

㸯㸮 㒔ᕷබᅬおࡿࡅ

子ࡶの㐟ࡧሙ⎔ቃ࡙ࡃ

⾜のྍ⬟ᛶ̿㹌㹎㹍ࡾ

ᨻの༠ാࠕࡿࡼ⥳の㐟

ࠖࢺࢡ࢙ࢪロࣉሙ（ESD）ࡧ

 ㏻し࡚̿ࢆ

 

༢ⴭ ᖹᡂ26年10᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ

➨ 1ྕ(pp.11-23) 

本研究ࠊࡣ子ࡶの㐟ࡧሙ⎔ቃのኚࢀࡩ

なࠊࡽࡀおかࢡ࣮ࣃ࣮ࣞࣉࡲࡸの✚ࡁ࡚ࡆୖࡳ

の業ホ౯・⪃ᐹࢺࢡ࢙ࢪロࣉᅇの㊶ᐇࡓ

2013年ࠊࡣ⪅➹ࠋࡿ࠸し࡚目ⓗࢆࡇ࠺⾜ࢆ 3

᭶かࡽ NPO ἲ人岡山ᕷ子ࢭࡶン࣮ࢱの࣮ࣞࣉ

子ࡿࡅお㒔ᕷබᅬࠊࡾな㐠Ⴀጤဨࢡ࣮ࣃ

2012ࠋࡓࡁ࡚ࡗࢃᦠࡾሙ⎔ቃసࡧの㐟ࡶ 年 4

᭶かࡽ NPO ἲ人岡山ᕷ子ࢭࡶンࠊࡣ࣮ࢱ岡山

ᕷᗞᅬ㒔ᕷ᥎㐍ㄢ༠ാし ሙ（ESD）ࡧの㐟⥳ࠕ࡚

ࠊࡣ⪅➹ࠊࡾなࡧ㐠ࡿᐇすࢆࠖࢺࢡ࢙ࢪロࣉ

ࢆ記㘓࡚ࡗΏ2年間ࠊしࢆཧ加ࢺࢡ࢙ࢪロࣉ

 ሙࡧ㐟ࠕࠊ࡚࠸⏝ࢆᐇ㊶記㘓ࠋࡓࡁ࡚ࡵࡲࡾྲྀ

人間－236



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ Ⓨ

⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

    のタᐃᑓ㛛ᛶの᭷↓のマࢡࣜࢺスࠖࢆసᡂしࠊ

㐟ࡧሙのタᐃ㐟ࡧの✀㢮ࡀの࠺ࡼな人ဨ㓄

ࠋࡓศᯒしࢆかࡓ࠸࡚ࢀࡉࡀ㐠Ⴀ࡚ࡗࡼ⨨

ᅇのศᯒ⤖ᯝし࡚ࠊ⥳の㐟ࡧሙ（ESD）ࣉロࢪ

ࡿࡅお岡山ᕷࡀࡶ子ࠕࡿの目ⓗ࡛あࢺࢡ࢙

中ᚰᕷ⾤ᆅのබᅬの㨩ຊࠊࢆ㐟ࢆࡧ㏻し࡚Ⓨぢ

しࠊ原㢼ᬒし࡚子ࡶの記᠈ࡽࡶ࡚ࡵ

のᅇࢺ࣮ࢣン⪅᮶ሙࡣࠖ࠸㢪࠺࠸࠸ࡓ࠸

බᅬෆࠕࠊののࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼༑ศᛂࠊࡵྵࡶ⟆

ࡃሙ࡙ࡧの㐟ࡵࡓࡿࡵ῝ࢆࡾࢃのかか⥳の

ィྜࠊࡣ࡛ࠖࡓし目ⓗࢆࡾ 53✀㢮の㐟ࡧの࠺

ࡕ 8 ✀㢮のタᐃ࡛あ15ࠊࡾ㸣のᐇ⋡࡛あࡓࡗ

し࡚ᚋのᨵ善Ⅼࠋࡓࡗなࡾ᙮ࡁᾋࡀࡇ

 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀ㡯目ࡁࡿࡆୖࡾྲྀ

㸯㸯 ࢟ャࣜ教育࢟

ャࣜᨭの┦ᒎ㛤

 ࡚࠸ࡘㄢ㢟㊶ᐇࡿࡼ

ャࣜ࢟・教育ャࣜ࢟̿

教職ဨ㐃ࡿࡅおᨭ

ᦠのྲྀࡳ⤌ࡾか̿ࡽ 

（ᰝㄞ᭷） 

༢ⴭ ᖹᡂ26年12᭶ 人間教育学研究➨ 2ྕ 

（pp.131-138） 

大学お࢟ࡿࡅャࣜ教育࢟ࡸャࣜᨭ

1997ࠊࡣ 年௨㝆かࡽ本᱁ⓗ᥎㐍ࡓࢀࡉンࢱ

࣮ンࢆࣉࢵࢩ⓶ษࡾし࡚ࠊ職業ព㆑のᙧᡂࢆ

ᅗし࢟ࡓャࣜ㛵㐃⛉目のタ⨨ࡸ学⏕の࢟ャ

のࠎಶࠊの㛤Ⓨな࣒ࣛࢢロࣉすಁࢆⓎ㐩ࣜ

大学の特Ⰽࢆάかし࡚㐍ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽࡵ 

ᅗࢆ❧⮬職業ⓗࡧⓗཬ♫ࠊࡣ教育ャࣜ࢟

教ဨࠊ目ᣦし࡚ࢆᚲせな⬟ຊの育ᡂࡵࡓࡿ

ᑟのࡶカ࣒ࣜࣛࣗ࢟のᵓᡂ・授業のᐇࡀ

ᚑ᮶のᑵ職ࠊࡣᨭャࣜ࢟一᪉のࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ

ㄢ࡛ᐇし࡚ࡓࡁᑵ職άື┤⤖すࡿ学⏕ᨭ

ャࣜ࢟ࡓし࠺ࡇࠊࡣ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢸࡀ職ဨࢆ

┤ぢ学ⓗ・య⣔ⓗࢆᨭャࣜ࢟教育

すືࡀࡁあࠋࡿすなࠊࡕࢃ教職ဨࡀ職ົศᤸのᯟ

ࠊࡣ࡛✏本ࠋࡿあ࡛ࡇ࠺࠸ࡿ㐃ᦠす࡚࠼㉸ࢆ

㹉大学ࢆし࢟ࠊャࣜ教育࢟ャࣜᨭ

の㐃ᦠࡑࠊ࡚࠸ࡘのᐇែㄢ㢟ࢆ明ࡽか

すࢆࡇࡿ目ⓗし࡚ࠋࡿ࠸ 

㏙࡚࠸ࡘ人≀ീࡿ育ᡂすࡀ㹉大学ࠊࡎࡲ

ࢆᨭのయᅗャࣜ࢟教育ャࣜ࢟ࠊᚋࡓ

ᥦ♧しࡑࠊのᐇែࢆಠ▔しࠋࡓ次࢟ࠊャࣜᙧ

ᡂ⛉目お࢟ࠊ࡚࠸ャࣜᨭあࡿ࠸࡚ࡗࡓ

職ဨのࣜࣄン࡛ࢢᚓࡓሗ➼࢟ࠊࡶࢆャ

ᨵࡧࡼのぢ┤しお࣒ࣛࣗ࢟ᙧᡂ⛉目のカࣜࣜ

善⤖ᯝࢆᥦ♧しࡑࠋࡓの࢟ࠊ࡛ࡇャࣜ教育ෆ

࡛ᢕᥱ࡛ࡁなかࡓࡗಶࠎの学⏕のࢆࢬ࣮ࢽᢕᥱ

す࢟ࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿャࣜᨭࡘなࡄయไࢆ

ᩚഛす⬟ྍࡀࡇࡿなࠋࡓࡗᚋのㄢ㢟ࠊࡣᑵ

職άື‽ഛࡣ 3 年⏕のᚋᮇかࡽ本᱁ⓗࡲࡌࡣ

ࡿࢀࡽぢࡀ学⩦ពḧのపୗࠊࡀࡔのࡿ 1,2 年⏕

ࡀンࣙࢩࢡ・ࣈテࢪ࣏᪩ᮇのࠊᑐし 3年⏕

௨㝆の㐍㊰ࢆỴ࡛ୖࡿࡵ㔜せなࡿᛮࢀࢃ

 ࠋࡿ

㸯㸰 子育࡚ᨭのከᵝ

㛵すࡿ一⪃ᐹ̿子育

࡚ᨭ⟇のᦂࢆࡂࡽ㉺

࣮ࣇ・ンࣞࢻチルࠕࠊ࠼

スࠖࢺの⯙ྎ̿ 

ඹⴭ ᖹᡂ27年3᭶ ᗂ年ඣ❺教育研究➨ 27

ྕරᗜ教育大学ᗂ年教

育࣮ࢥス（pp.115-126） 

 

本研究ࠊࡣ子育࡚ᨭのኚ㑄࡚࠸ࡘᅜの

⪅㇟子育࡚ᨭのᑐࠊの中࡛ࡑࠊࡘࡘᴫほしࢆ⟇

⌮ᩚࢆᵝ子ࡃ࠸ከᵝし࡚ࡀᐇ㐠Ⴀయࡸ

しࠊ子育࡚ᨭのᚋのㄢ㢟᳨࡚࠸ࡘウすࡿ

ゝ࠺࠸子育࡚ᨭࠖࠕࠋࡿ࠸し࡚目ⓗࢆࡇ

ⴥࡀ⾜ᨻのㅖᩥ書Ⓩሙし࡚かࡽ 25年目ࢆ㏄࠼

子育࡚ᨭのᐇయのከᵝかࠊの間ࡑࠊࡀࡿ

ࡉᐇ࠺ࡼのࠊ࡚ࡗࡼㄡࡀ子育࡚ᨭࠊࡽ

ࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀἣ≦࠸ࡃ࠼ぢࡀのかࡿ࠸࡚ࢀ

子育࡚ᨭの㢮࡚࠸お✏本ࠊࡾあࡀㄢ㢟࠺࠸

ᆺࢆヨࠋࡓࡳ㢮ᆺ࡛ࠊࡣᶓ㍈ᨭのᐇ

యし࡚බⓗయࠊẸ間యࠊࡆୖࡾྲྀࢆ⦪㍈

ᨭのࢬ࣮ࢽし࡚ಶูⓗࠊࢬ࣮ࢽ♫ⓗ࣮ࢽ

 子ࠊ࡚ࡗᚑのศ㢮ࡑࠋࡓศ㢮し࡚ࡆୖࡾྲྀࢆࢬ
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ Ⓨ

⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

    育࡚ᨭのලయⓗࠊࡆୖࡾྲྀࢆあࡿ子育

࡚ᨭの⌧ሙࡀᣢࡘㄢ㢟࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ子育

࡚ᨭのኚ㑄ࡸの⪃ᐹかࠊࡽ子育࡚ᨭࡣ

ከᵝなᐇయのάື࡚ࡗࡼ㔞ⓗᣑ大ࢆし࡚

ࡸ子育࡚ᨭの㉁ⓗಖ㞀の᳨ウࡣᚋࠊࡀࡓࡁ

Ⅼのᨭࢆ㠃のᨭࡘなࠊࡆ子育࡚ᨭの

ࡿࢀࡽࡵồࡀࡇࡿす❧☜ࢆయไࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ

ࡶ子ࠕࡓ࠼⪄ࢆ┈の᭱善のࡶ子ࠊྠ

の育ࠖࡕおࡿࡅ㆟ㄽの῝ࡾࡲのᚲせᛶࡀ明ࡽ

かなࠋࡓࡗ 

௦⾲⪅㸸岡野聡子 

ඹⴭ⪅㸸బᓅࠊ吉ᐩ裕子ࠊ㤿ሙ㝧子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨  4章ࠊ（1）-3ࠊ2ࠊ1

➨㸯章࡛ࠊࡣከᵝしࡓ子育࡚ᨭࢆ㢮ᆺ

しࡑࠊのࢆᥦ♧すࠊ࡚ࡗࡼࡇࡿᚋの子

育࡚ᨭのㄢ㢟࡚࠸ࡘ⪃ᐹすࡿᚲせᛶ࠸ࡘ

࡚ᥦ♧しࠊ➨ 2章࡛ࠊࡣ᪥本おࡿࡅ子育࡚ᨭ

のኚ㑄ࢆබᩥ書ࡸඛ⾜研究࡚࠸⏝ࢆㄽࠋࡓࡌ➨ 3

章（1）おࠊ࡚࠸子育࡚ᨭの㢮ᆺࢆヨࠋࡓࡳ

➨ 4 章࡛ࠊࡣ子育࡚ᨭの㔞ⓗᣑ大かࡽ㉁ⓗಖ

㞀の㌿࠸かࡘなࡁࡿࡆかࢆㄽࡌ

 ࠋࡓ

㸯㸱 カ࣮ࣂࢿ・ࢲࢼ

ୡࡿࡅおス࢘ࣁࢻࢵࣇ

௦間ὶの研究 : ࣇロ

ࢵࣇ࣮ࣂࢿ࢘ロ࣍ࢢࢵ

ୡ௦間ࡿࡅおス࢘ࣁࢻ

ὶࣉロࢺࢡ࢙ࢪの

かࡽ 

༢ⴭ ᖹᡂ27年9᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ

➨ 3ྕ(pp.9-27) 

本研究ࠊࡣカࢲࢼのࣇロ࣍ࢢࢵロ࣮ࣂࢿ࢘

ス࡛࢘ࣁࢻࢵࣇ 2011 年 4 ᭶かࡽ 2014 年 3 ᭶ࡲ

のᐇࢺࢡ࢙ࢪロࣉୡ௦間ὶࡓࢀࡲ⤌ࡾྲྀ࡛

ែࢆ明ࡽかすࢆࡇࡿ目ⓗし࡚ࠋࡿ࠸ 

ᚲせ᪥ᖖ⏕άࠊࡣス࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿ

なࣅ࣮ࢧスࣉࡸロࡀ࣒ࣛࢢከᒱΏ࡚ࡗᒎ㛤ࡉ

ࢪロࣉ本ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᙧᡂࡀሙ࠺㞟ࡀከୡ௦ࠊࢀ

ࠊࡅྥࢆ目高㱋⪅のὶの㉁⪅ⱝࠊࡣࢺࢡ࢙

␗ୡ௦間の┦⌮ゎࣉࡿࡵ῝ࢆロࢆ࣒ࣛࢢ 3 年

間Ώ࡚ࡗᐇしࡇࡓព⩏ࡀあࠋࡿ研究᪉

ἲࣇࠊࡎࡲࠊࡣロ࣍ࢢࢵロ࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿ࢘

スࡀⓎ⾜し࡚ࡿ࠸ୡ௦間ὶࣉロࢺࢡ࢙ࢪのሗ

࿌書“Generation Citizenship Seniors + Youth 

Toolkit”ࣇロ࣍ࢢࢵロ࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿ࢘

スのࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ᥖ載ࡿ࠸࡚ࢀࡉሗࢆᡭ

かࡾし࡚ࠊୡ௦間ὶࣉロࢺࢡ࢙ࢪのᴫせࢆ

ᢕᥱしࡓᚋ࣮ࣘࠊスࣅ࣮ࢧス࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥA

Ặ㐠Ⴀ㈐任⪅࡛あࡿ B Ặࠊཧ加⪅࡛あࡿ高㱋

⪅の C Ặࠊⱝ⪅の D Ặᑐし࡚ン࣮ࣗࣅࢱㄪ

ᰝࢆᐇしࠋࡓ 

18ࠊࡣ࣮ࣂのせ࣓ンࢺࢡ࢙ࢪロࣉ ྡのⱝ⪅

（30ṓ௨ୗ） 6ྡの高㱋⪅（50ṓ௨ୖ）のィ

24ྡ࡛あ2011ࠋࡓࡗ年㹼2012年度ࠊࡣせ࣓ン

࢟ンスࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥձࠊし࡚㇟ᑐࢆ࣮ࣂ

ルの⋓ᚓࠊղエ࣒ࢬࢪの⌮ゎࠊࡿࡵ῝ࢆ 

ࢲ࣮࣮ࣜࢱմ࣓ンࠊのసᡂࣉࢵマࢺࢵࢭ߉

2013ࠊᐇしࢆ研ಟࣉࢵࢩ࣮ 年度 9 のୡ௦ࡘ

間ὶࣉロࡀࢺࢡ࢙ࢪᐇࠋࡓࢀࡉせ࣓ンࣂ

し࡚ࣉル࣮ࢢカス࣮࢛ࣇࢆ࣮ 2 年間࠺࠸

間ࢆか࡚ࡅ育ᡂし࡚ࠊࡣࡇࡿ࠸のୡ௦間

ὶࣉロࡣ࣒ࣛࢢぢࢀࡽな࡛ࡇ࠸あࠊࡓࡲࠋࡿ

⿵ຓ金⤊ᚋࡶ 9 ࡕ࠺のࢺࢡ࢙ࢪロࣉのࡘ 6 ࡘ

ࣗࣅࢱンࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉし࡚ᐇ⥆⥅ࡶᅾ⌧ࡀ

࣮⤖ᯝかࠊࡣࡽⱝ⪅ࡀ高㱋⪅の㛵ࡾࢃの中࡛ࠊ

⪅⌮ゎࠊࡵ῝ࢆ高㱋⪅のᣢࡘ⏕άయ㦂の知

ᑛᩗのᛕࢆᢪࡃᵝ子ࡀあࠊࡾ高㱋⪅ࠊࡣⱝ⪅㛵

の㛵ಀᛶࡅࡔ⪅ⱝࡿ࠸目の๓࡚࠸おࡾࢃ

ᑐయᖖࠊࡃなࡣの࡛ࡿす࠺ࡼᵓ⠏しࢆ

し࡚㓄៖ࡸẼ㓄ࢆࡾすࡿጼໃࡀぢࠋࡓࢀࡽ 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

㸯㸲 カ࣮ࣂࢿ・ࢲࢼ

ス研究Ϩ̿࢘ࣁࢻࢵࣇ

ࢱスンテࣛ࣎⪅⏝

の᪉ྥⓗ㛵ಀᛶࣇࢵ

╔目し࡚̿ （ᰝㄞ᭷） 

༢ⴭ ᖹᡂ27年12᭶ ᪥本人間教育学研究➨

3ྕ（pp.181-197） 

本研究ࢶࢭࠊࡣル࣓ンࢺ㐠ືࢆ※ὶすࡿカ

ᆅࠊし㇟研究ᑐࢆス࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿ・ࢲࢼ

ᇦࢽ࣑ࣗࢥテおࡿࡅఫẸཧ⏬ᆺのタ㐠Ⴀ

のᅾࡾ᪉ࢆ⪃ᐹすࢆࡇࡿ目ⓗし࡚ࠋࡿ࠸ 

研究᪉ἲࠊࡣཧほᐹおࡾྲྀࡁ⪺ࡧࡼㄪᰝ࡛あ

ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿンࢻ࣮ࢦࠊࡣㄪᰝᑐ㇟タࠋࡿ

2010年ࠊࡣㄪᰝ᪥ࠊࡾス࡛あ࢘ 3᭶ 1᪥㹼3᭶

15 ᪥2010ࠊ 年 8 ᭶ 13 ᪥㹼9 ᭶ 11 ᪥ࠊㄪᰝ᪥

༠ຊ⪅ࡣ 23ྡ࡛あࠋࡿㄪᰝ⤖ᯝか23ྡࠊࡽ中ࠊ

⤒ンテࣛ࣎ࠊ⏝しࢆ࣒ࣛࢢロࣉ・スࣅ࣮ࢧ

㦂ࢆ᭷すࡣ⪅ࡿ 11 （ྡ47.80㸣）࡛ あࡑࠊࡾの࠺

ࡣ⪅ฟ㌟௨እのࢲࢼカࡕ 10ྡ（90.9㸣）࡛あࡗ

ンࣛ࣎ࠊࣇࢵࢱスンテࣛ࣎ࡽ⏝⪅かࠋࡓ

テスࣇࢵࢱかࡽ⏝⪅なࡿᵝ子ࠊࢆ

ࢆ㏻し᳨࡚ウしࡓ⤖ᯝࠊ⏝⪅かࣛ࣎ࡽンテ

ࡽᙼࠊࡣ⛬㐣࠺⾜ࢆし࡚άືࣇࢵࢱス

なࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗあࡀ明☜なάືືᶵ࡚ࡗ

ࢃ⾜し࡚᪥ᖖ⏕άの一部ࡀのάື࡛ࡇࡑࠊࡃ

ࢀࡽ࠼し࡚ᤊࠖࡅᡭຓࠕࠊࡾあ࡛ࡇࡿ࠸࡚ࢀ

⏝ࡽかࣇࢵࢱスンテࣛ࣎ࠊし࡚ࡑࠋࡓ࠸࡚

な࡛ࡅࡔ㊊ࢬ࣮ࢽᕫの⮬ࠊࡣ⛬㐣ࡿな⪅

ンテࣛ࣎ࠊ㏻し࡚ࢆࡾࢃのかか⪅⏝ࠊࡃ

スࣇࢵࢱし࡚のᙺព㆑かࡽゎᨺࡿࢀࡉᵝ子

ス࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿࠋࡓࢀࡉ♧ࡀࡇࡿあࡀ

ࠊᩘࡣ Ꮠし࡚ฟ࡚ࡇなࠕ࠸ᡭຓࡅ ࡃከᩘࡀࠖ

Ꮡᅾしࡀࢀࡑࠊࡓࡲࠊᮇᚅࡿ࠸࡚ࢀࡉの࡛あࠊࡾ

άືࢆᨭࡿ࠼大ࡁなᰕなࠋࡿ࠼࠸ࡿ࠸࡚ࡗ 

㸯㸳 ከୡ௦ὶし࡚

の子育࡚ᨭ㛵すࡿ研

究̿カࣇ࣮ࣂࢿ・ࢲࢼ

̿ࡽスのか࢘ࣁࢻࢵ

（ಟኈㄽᩥ） 

༢ⴭ ᖹᡂ28年3᭶ රᗜ教育大学大学㝔 本研究ࠊࡣカ࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿ・ࢲࢼスࢆ

し࡚ࠊᆅᇦࢽ࣑ࣗࢥテࢆᇶ┙しࡓ᪥ᖖ

⏕άࢆໟᣓⓗᨭすࡿయไࠊࡸከᵝなୡ௦ࡀ

㞟࠺ྜ࠸ሙ╔目しࠊ子育࡚ୡ௦ࢿࠊ࡚ࡗ

ᯝࢆᙺ⩏なព࠺ࡼのࡀス࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂ

ࡇࡿウす᳨ࡽㄪᰝか࣮ࣗࣅࢱンかࡿ࠸し࡚ࡓ

ぶୡ௦ࠊࡣࡽㄪᰝ⤖ᯝかࠋࡿ࠸し࡚目ⓗࢆ

おࡿࡅ␗ୡ௦の㛵ࡣࡾࢃᇶ本ⓗなࡉ♧࠸

ࡿࡅおୡ௦ࡶ子ࡓぢࡽぶのどⅬかࠊࡀࡓࢀ

␗ୡ௦の㛵ࡾࢃおࡿࡅⅬࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ

し࡚子育࡚⪅⏬ཧࡀ⪅⏝ぶୡ௦のࠊࡓࡲࠋࡓ

ᨭのάືᦠࡿࢃᵝ子ࡀあࠊࡾᨭ࡚ࡅཷࢆ

㛵子育࡚యⓗࠊࡃなࡣឤぬ࡛࠺࠸ࡿ࠸

᪥本の子育࡚ᨭࠋࡿࢀࡽぢࡀጼໃ࠺࠸ࡿࢃ

の⌧ሙおࠊࡶ࡚࠸⏝⪅⮬㌟ࡀ子育࡚ᨭの

άືཧ⏬࡛࠺ࡼࡿࡁなሙࡸᯟ⤌ࢆࡳసࠊࡾ

Ỉᖹࡀ子育࡚ᨭဨのⓙ̿ンテࣛ࣎̿⪅⏝

目⥺࡛ࡘな࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡿ࠼ྜࡾࡀし࡚の❧ࡕ

⨨ࢆᡭධࡀࡇࡿࢀ㔜せなの࡛ࡣな࠸か

 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪄

㸯㸴 大学お࢟ࡿࡅャ

ᒎ̿本教育のᵓ㐀ࣜ

学お࢟ࡿࡅャࣜᙧᡂ

⛉目ࢆし࡚̿（ᰝ

ㄞ᭷） 

༢ⴭ ᖹᡂ29年12᭶ 人間教育研究ㄅหྕ 

（pp.17-38） 

本✏࢟ࠊࡣャࣜ教育のኚ㑄おࡧࡼ大学お

ዉⰋ学ᅬ大ࠊᴫほしࢆ教育のᵓ㐀ャࣜ࢟ࡿࡅ

学人間教育学部お࢟ࡿࡅャࣜᙧᡂ⛉目（ඹ

㏻教育⛉目⩌）のᒎ㛤おࡧࡼᇵ࠺⬟ຊ࡚࠸ࡘ

ㄽࢆࡇࡿࡌ目ⓗし࡚ࠋࡿ࠸本学のሙྜࠊ学⏕

のᐇែかࠕࠊࡽᇶ♏ⓗ・ỗ⏝ⓗ⬟ຊࠖの育ᡂࢆ㔜

どし࢟ࠊャࣜᙧᡂ⛉目のᵓ㐀おࡧࡼᇵ࠺⬟ຊ

ᣦᶆのᥦ♧ࢆしࠊࡓࡲࠋࡓᚋの᪉ྥᛶし࡚ࠊ

ᑓ㛛⛉目⩌の㐃ᦠお࢟ࡿࡅャࣜ教育の授

業ᒎ㛤のྍ⬟ᛶ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 

㸯㸵 ࣙࢩ࣮ࢧンス࢟

ル⋓ᚓのࡵࡓの教ᮦ㛤Ⓨ

̿学⏕ࡀసᡂしࡓࢆ 

༢ⴭ ᖹᡂ30年1᭶ 人間教育ࢪャ࣮ࢼル➨

1ྕ（1）（pp.25-44） 

本教ᮦࠊࡣᖹᡂ 29年度ዉⰋ学ᅬ大学人間教育

学部 4年次ᚋᮇ㛤講⛉目ࠕ教職ᐇ㊶₇⩦（ࠖᚲಟ・

2༢）࡚ά⏝しࡶࡓの࡛あࠋࡿ本教ᮦࢆసᡂ 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

㏻し࡚̿（研究ࢺ࣮ࣀ）    しࡓ⌮由2ࠊࡣⅬあ1ࠋࡿⅬ目ࠊࡣ᪂つ学༞⪅の

ᑵ職⋡ࡣ年᪼ୖࠎし࡚ࠊࡀࡿ࠸大༞⪅の㞳職⋡

ࡣ 5 年⥆࡚ࡅ 30㸣ࢆ᥎⛣し࡚おࠊࡾⱝ年⪅の㞳

職⌮由のୖࠕࡣ人間㛵ಀࡃࡼࡀなかࡓࡗ ࡀࠖ

ᣲࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆ╔目し2ࠊࡇࡓⅬ目ࠊࡣ

➹⪅⮬㌟ࡀ学⏕のかかࢆࡾࢃ㏻し࡚ࠊ学⏕ࠊࡀ

⮬ศのẼᣢࢆࡕ口㢌࡚⾲⌧すࡇࡿᢠࢆ

ឤࡿ࠸࡚ࡌᛮࡀࡇ࠺あࡿⅬ࡛あࠋࡿ 

ࢆ⩏ルの講࢟ンスࣙࢩ࣮ࢧ 2 ᅇศ࡚ࡅᐇ㊶

しࠊࡀࡓ⮬ศ㐩ࡓ࠼⪄ࡀࢆㄞࡔࢇ学⏕かࠊࡽ

ࡗධࢺࣇࢩࡽᗑ㛗かࠊ࡚ࢺࣂルࠊࡶ⚾ࠕ

ࡿあࡀ㦂⤒ࡓࡗᅔࠊࢀࢃゝࡶఱ度࡚ ࠊྛࠖ➼ ࠎ

のⴱ⸨すࡿሙ㠃ᑐしࠊඹឤすࡿែ度ࡀぢࢀࡽ

ࡀ学⏕㐩ࢆかࡿᑐᛂす࠺ࠊᑐしⴱ⸨ሙ㠃ࠋࡓ

ᨵ࡚ࡵၥࠊࡾࡼࡇࡓ࠺ձ⮬ศのឤのẼ

ࡁ⾲⌧᪉ἲࠊղ⪅のⓎゝࡸ⾜ືの⫼ᬒ

のẼࡗࡁࡿ࠼⪄ࠊ࡚࠸ࡘࡁかࡅなࡓࡗ

ᛮࠋࡿࢀࢃ 

㸯㸶 ᗂඣᮇおࡿࡅカ

ン࣓ࢪࢿマ・࣒ࣛࣗ࢟ࣜ

のᐇ㊶研究ࢺ 1㸫㸿බ❧

ᗂ⛶ᅬおࡿࡅᅬෆ研ಟ

し࡚㸫（研ࡾᡭかࢆ

究ࢺ࣮ࣀ） 

༢ⴭ ᖹᡂ30年3᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ

➨ 8ྕ(pp.127-141) 

本✏ࡀ⪅➹ࠊࡣᖹᡂ 29年 4᭶かࡽᖹᡂ 30年 1

᭶ࠕࠊ࡛ࡲᗂඣᮇおࡿࡅカ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マࢪࢿ

࣓ンࢺの㐺ษな㐠Ⴀ࡚ࡅྥ 㹉ࠊしテ࣮マࠖࢆ

⏫❧㸿ᗂ⛶ᅬࡓࡗ⾜࡚ᅬෆ研ಟ࡛のྲྀࡳ⤌ࡾ

のෆᐜࡑのᡂᯝࢆᥦ♧すࢆࡇࡿ目ⓗし࡚

☜ձᅬの教育目ᶆの明ࠊࡣෆᐜࡳ⤌ࡾྲྀࠋࡿ࠸

ࠊղᣦᑟィ⏬書の᳨ウ・ᨵ善ࠊճಖ育・教育ᐇ

㊶の記㘓の᳨ウ・ᨵ善࡛あࠋࡿ 10ᅇのᅬෆ研

ಟのᐇ㊶かࠊࡽᗂඣᮇおࡿࡅカ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ

ࠊかࡿᡭす╔ࡽఱかࠊ㝿ࡿᐇすࢆࢺン࣓ࢪࢿ

の㡯目かࡽ㐍ࡿࡵかᡞᝨࡀ࠸あ࠺࠸ࡿᢸ任

教ㅍかࡽのពぢࡀከᩘᏑᅾしࡑࠋࡓのࠊࡵࡓ⌧

Ⅼおࠊ࡚࠸カ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ࣓ࢪࢿンࢺᚲせ

12ࠊࡣ㡯目ᩘࠋࡓࡳヨࢆ㡯目のᢳฟࡿな 㡯目

࡛あࠊࡓࡲࠋࡿA ᅬおࡿࡅ PDCA ルのᛮࢡࢧ

ࡗな次年度௨㝆のㄢ㢟ࠊࡣࡇࡿす❧☜ࢆ⪄

ࡇࡴ⤌ࡾྲྀࢺン࣓ࢪࢿマ・࣒ࣛࣗ࢟カࣜࠊࡀࡓ

ࡀពḧࡿᑐす㊶ሙ教ဨのಖ育ᐇ⌧ࠊࡾࡼ

高࠺࠸ࡓࡗࡲពぢࡀあࠋࡓࡗ 

㸯㸷 大学おࡿࡅ教学

ᨭయไの㐠Ⴀ㛵すࡿ

一⪃ᐹ̿࢟ャࣜ教育

╔ᨭの㐃ᦠャࣜ࢟

目し࡚࣮ 

ඹⴭ ᖹᡂ30年7᭶ 人間教育ࢪャ࣮ࢼル➨

1ྕ（5）（pp.123-141） 

本✏ࠊࡣ大学おࡿࡅ教学ᨭయไの㐠Ⴀ

ᨭの教ャࣜ࢟教育ャࣜ࢟特ࠊ࡚࠸ࡘ

学ᨭの㐃ᦠࡀのࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࠺ࡼか╔

目し3ࠊ大学（学⩦㝔大学ᩥࠊ教大学ࠊ和ዪ子

大学）のどᐹࢆᡭかࡾし࡚⪃ᐹすࢆࡇࡿ

目ⓗし࡚ࠋࡿ࠸⤖ᯝし࡚ࠊ学⩦㝔大学࡛ࠊࡣ

教学部㛛ᨭ部㛛の㐃ᦠయไの☜❧࡚ࢀࡉࡣ

ධࡾྲྀࢆ᪉㔪ࡸ大学の教育⌮ᛕࠊࡀࡓࡗなか࠸

ᑵࠊࡓࡲࠊࡾあࡀ⏬業ィ࣮ࢱンࢭャࣜ࢟ࡓࢀ

職άື㛵しࠊOB・OG ࡀᅾ学⏕ᨭయไࡿࡼ

教大学ᩥࠋࡓࡗ特ᚩ࡛あࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ❧☜

Ⴀ部㛛⤒教学部㛛ࠊ࡚❧ࢆ⏬中ᮇ⤒Ⴀィࠊࡣ࡛

ィ⏬Ѝᐇ⾜Ѝホ౯Ѝᨵ善ࠊඹ᭷しࢆンࣙࢪࣅࡀ

の PDCAࢡࢧルの☜❧ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ和ዪ

子大学࡛࢟ࡣャࣜࢨࢹンጤဨࢆタ⨨しࠊ

学ᶓ᩿ᆺ⤌⧊ࢆ☜❧しࠊ教学部㛛ᨭ部㛛

の᭷ᶵⓗ㐃ᦠࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ❧☜ࡀ 

௦⾲⪅㸸岡野聡子 

ඹⴭ⪅㸸岡村季光・㺓㺟㺊㺻㺡村井㺹㺙㺰㺷㺜㺡㺼㺛 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 1章ࠊ➨ 2章ࠊ➨ 3章（3）ࠊ 

      ➨ 4章 

➨ 1 章࡛ࠊࡣ教学ᨭయไのඛ⾜研究ࡾྲྀࢆ

➨ࠊࡆୖ 2 章࡛ࡣ 3 ᰯのどᐹඛのᴫせࡵࡲࢆ

➨ࠋࡓ 3章（3）࡛ࠊࡣ和ዪ子大学のどᐹሗ࿌ 

人間－240



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

➨ࠋࡓࡗ⾜ࢆ     4章࡛3ᰯࠊࡣのどᐹかࠊࡽ大学㐠

Ⴀの一⎔し࡚育ᡂし࠸ࡓ学⏕ീのマ࣓ࢪࢿン

ࡿ࠸࡚ࢀࡉし࡚㐠Ⴀ⧊⤌ࠊࡾお࡚ࢀࢃ⾜ࡀࢺ

ࡿせᅉ࡛あࡿ࠸ᡂຌし࡚ࡀ教学ᨭࠊࡀࡇ

ゝཬしࠋࡓ 

㸰㸮 育ᡂしࠕ࠸ࡓ学⏕

ീ のࠖ明☜ࠊ⬟ຊᣦᶆᵓ

⠏のヨ࣮ࡳዉⰋ学ᅬ大学

人間教育学部ࢆし

࡚࣮ 

ඹⴭ ᖹᡂ30年9᭶ 人間教育ࢪャ࣮ࢼル➨

1ྕ（7）（pp.185-198） 

本研究ࡣᡃࠊ ࢀࡽࡵồࡽかࢀࡇࠕࡿࡅおᅜࡀ

ຊࡿ ዉⰋࠊ࡛ୖࡓしࢆ⌮ຊᴫᛕのᩚ⬟ࡿ㛵すࠖ

学ᅬ大学人間教育学部ࢆし࡚ࠕࠊ育ᡂしࡓ

目ⓗࢆࡇࡿᥦ♧すࢆ学⏕ീࠖの⬟ຊᣦᶆ࠸

し࡚ࠋࡿ࠸᪂学⩦ᣦᑟせ㡿のᐇࡸ大学ධ

学ඹ㏻テスࢺのᑟධな2020ࠊࡾࡼ 年ࡅྥ

ࡶ大学教育ࠊ中ࡿ㐍⾜すࠎ⢔ࡀ教育ᨵ㠉ࡓ

大ࡁなᙳ㡪ࡀあࡿணࠋࡿࢀࡉ本✏࡛ࠊࡣ➨㸯

学部⌮ຊᴫᛕのᩚ⬟ࡿࢀࡽࡵồࡽか♫ࠊ

特ᛶᩚࢆ⌮しࠊ➨㸰 APࠊCPࠊDPかࡽ育ᡂしࡓ

ຊ⬟㸱➨ࠊ࠸⾜ࢆ学⏕ീの⬟ຊ㡯目のᢳฟ࠸

ᣦᶆࢆᥦ♧しࠋࡓ⬟ຊᣦᶆసᡂあࠊࡣ࡚ࡗࡓձ

 ᐃࡿࢀࡉഃのⓎ㐩Ỉ‽ࢆ⪃៖すࠊࡇࡿղ人

間教育のあࡾ᪉ࡸ目ᣦす᪉ྥᛶࢆ⬟ຊᣦᶆ

ᫎࠊࡇࡿࡏࡉճ⬟ຊのࠕⱆ⏕࠼ 㸹࣮ࣛࣉࣙࢩࠖ）

 ࠋࡓᥦ♧しࢆほⅬ࠺࠸ࡿὀ目す（2007

௦⾲⪅㸸岡野聡子 

ඹⴭ⪅㸸岡村季光・ఀᓮ一夫 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 1章ࠊ➨ 4章ࠊ➨ 5章 

➨㸯章࡛ࠊࡣㅖእᅜの教育ᨵ㠉おࡿࡅ㈨㉁・

⬟ຊ目ᶆࡓࡵࡲࢆかࠊ人間教育学の౯್

ዉⰋ学ᅬ大学人間ࠊࡣ㸲章࡛➨ࠋࡓゝཬし࡚࠸ࡘ

教育学部ࢆしࣙࢩࢵ࣑ࢻࠊンࠊ࣮ࢩ࣏ࣜ

カࣉࢹࠊ࣮ࢩ࣏࣒ࣜࣛࣗ࢟ロマ࣮ࢩ࣏ࣜの㸱

学⏕ീの⬟ຊᣦ࠸ࡓ育ᡂしࠊࡽか࣮ࢩ࣏ࣜのࡘ

ᶆࢆసᡂしࠋࡓ➨ 5章࡛ࠊࡣ⬟ຊᣦᶆの㐠Ⴀ

 ࠋࡓゝཬし࡚࠸ࡘ

㸰㸯 ࣮ࢼ࣑ࢮルάື

おࡿࡅᆅᇦࢆテ࣮マし

ルのసᡂ㸫୕ࢹࣔ⩦学ࡓ

㒓⏫・㱟田ྂ㐨ࢆ

し࡚㸫 

༢ⴭ 令和元年9᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ

➨ 11ྕ(pp.1-15) 

本研究ࡀ⪅➹ࠊࡣ 2016 年 10 ᭶かࡓࡵࡌࡣࡽ

ᆅᇦࢆテ࣮マし࣮ࢼ࣑ࢮࡓルάືࢆሗ࿌しࠊ

し࡚目ⓗࢆルのసᡂࢹࣔ⩦の教育ᐇ㊶の学ࡑ

2016㹼2017ࠊࡣ࡛✏本ࠋࡿ࠸ 年度の࣮ࢼ࣑ࢮル

άືࢆし࡚ྲྀࠊࡆୖࡾ学⏕の学ࡧのᡂᯝ

ࡿࢀࡽࡅ㌟ࡀ⏕学ࡽ本ᐇ㊶かࠊゝཬし

ᮇᚅすࡿ㈨㉁・⬟ຊ（ᢏ⾡）ࢆᥦ♧しࠋࡓ学⏕の

⤖ࡓし⌮ᩚࢆ㊶教育ᐇࡧࡼㄪᰝおࢺ࣮ࢣン

ᯝࠊ㌟ࡿࡅᮇᚅすࡿ㈨㉁・⬟ຊ（ᢏ⾡）

し࡚あࡶࡓࢀࡽࡆのࠊࡣᆅᇦ⌮ゎࠊయᛶのᾰ

㣴ࠊാࡁかࡅຊࠊㄢ㢟Ⓨぢຊࠊഴ⫈ຊࠊሗ㞟

ຊࠊሗ⦅㞟ຊࠊሗⓎಙຊࠊ研究ᡭἲの⋓ᚓ࡛

あࠊࡓࡲࠋࡓࡗ教ဨの教育ຊྥୖࡶゝཬしࠋࡓ 

㸰㸰 ࢆࡕࡲᫎീಖᏑ

すࡿព⩏౯್㸫୕㒓

⏫・㱟田ྂ㐨ࢆし

࡚㸫 

ඹⴭ 令和2年3᭶ 人間教育研究➨ 3ྕ  本研究ࠊࡣᫎീಖᏑのࢱࢪࢹルのṌࡩࢆࡳ

ࠊ୕࠼ࡲ 㒓⏫あࡿ㱟田ྂ㐨ࢆしࢱࢪࢹࠊ

ル࡛ࢆࡕࡲᫎീಖᏑすࡇࡿのព⩏౯್ࢆ

ၥࢆࡇ࠺目ⓗし࡚ࢱ࣮ࢹࠋࡿ࠸のព⩏

౯್ࡀࢱ࣮ࢹࠊࡣຎしなࠊࡇ࠸一ᐃのሗࢆ

ከࡃの人㓄࡛ࠊࡁ広ࡃὶ㏻࡛࠺࠸ࡿࡁ

Ⅼࡀあࠋࡿᅇࠊ㱟田ྂ㐨のマࡶࢆࣉࢵしࠊ

ᙳかࡽ⦅㞟࡛ࡲのస業ࢆ学⏕ྲྀࠋࡓࡗ⾜ࡀᚓ

しࢱࢪࢹࡓルࢆࢱ࣮ࢹ VR⦅㞟しࠊゎㄝンࣅࢱ

 ࠋࡓᤄධしࢆ⏬の㟼Ṇの㢼ᬒなࡾ⚍ࡸ࣮ࣗ

௦⾲⪅㸸ᐩᶔὈⱆ 

ඹⴭ⪅㸸田中ဏᕼ・⸨田・ᩪ⸨光明・ 

ᱝ井㝧ᗣ・岡野聡子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 3章 

 㱟田ྂ㐨のᴫせ๓ㄪᰝおࡧࡼ‽ഛ࠸ࡘ

 ࠋࡓࡵࡲ࡚

人間－241



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

 （のࡑ）

 ࠖ⾲学Ⓨࠕ

㸯 カࢲࢼおࢿࡿࡅ

スのㄪᰝ࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂ

かࡽ学ࡶࡪの 㹼᪥本

おࠕࡿࡅ子育࡚ᨭࠖの

特ᚩࢆ㏻し࡚㹼 

㸫 ᖹᡂ22年7᭶ 

 

大㜰ᕷ❧大学大学㝔

㐀㒔ᕷ研究⛉教ဨ・㝔

⏕ඹྠ研究ࢩン࢘ࢪ࣏

大㜰ᕷ❧大学大学）࣒

㝔ᱵ田ࢧテࣛ࢟ࢺャ

ンࣃス） 

࣮ࣂ࣮ࢡンࣂᕞࣅロンࢥ・ࣗࢩࢵテࣜࣈ

ᕷ࡛⾜ࡿ࠸࡚ࢀࢃᆅᇦの子育࡚ᨭの࣮ࣇル

子育࡚ᨭのࡿࡅお᪥本ࠊࡵྵࡶㄪᰝ⤖ᯝࢻ

ス࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿࠋࡓ㏙ࢆㄢ㢟≦⌧

おࡿࡅ子育࡚ᨭࡀぶのᨭࡾࡼࢆᙉしࡓෆ

ᐜな࡚ࡗおࠊࡾᑓ㛛のປാ┦ㄯဨのᖖ㥔ࡸ㞠

ࡿࡁ࡛⏝ඹ⏝࡛ࡀࡶㄡࠊの㛤ദ࣒ࣛࢢロࣉ⏝

⎔スのࣅ࣮ࢧの≀ⓗチンなࢵ࢟テࢽ࣑ࣗࢥ

ቃࣜ࣍ࡀステࢡࢵ（ໟᦤⓗ）ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᩚ

特ᚩ࡚࠸ࡘゝཬしࠋࡓ 

㸰 ⌧ሙࡀồࡿࡵ人ᮦീ

㹼⪺ࡾྲྀࡁㄪᰝ࠼ࡲࡩࢆ

࡚㹼 

㸫 ᖹᡂ22年9᭶ ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 49 ᅇ研究大,研究

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟（pp.174-

175）（⏥ᗓኈᒇ࣍テ

ル） 

♫㏻⏝すࡿ人ᮦࢆ育ᡂすࠊࡣࡿ学⏕の

ᑵ職ඛࡀồࡿ࠸࡚ࡵ人ᮦീࢆ正☜ᢕᥱしࡑࠊ

ᚲせ࡛ࡀࡇࡿᵓ⠏すࢆ教育ෆᐜࡓ࠼ࡲ㋃ࢆࢀ

あࡑࠋࡿのࠊࡵࡓಖ育⌧ሙの⪺ࡾྲྀࡁㄪᰝおࡼ

ࡀಖ育⌧ሙࠋࡓᐇしࢆㄪᰝࢺ࣮ࢣン⏕学ࡧ

ồࡿࡵ人≀ീの⤖ᯝ࡛ࠊࡣయᛶࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸ

ୖࡀㄒᙡࡓࡗ࠸ࡿ㔜どすࢆン⬟ຊࣙࢩ࣮

୪ࡸࣀࣆࠊࡧ⤮⏬ไస➼のಖ育ᢏ⾡㛵すࡿ

㡯目ࡶࡾࡼከかࠋࡓࡗ学⏕ンࢺ࣮ࢣの⤖ᯝか

⩦ಖ育ᢏ⾡のࡓࡗ࠸ไస⏬⤮ࡸࣀࣆࠊࡣࡽ

ᚓ㔜ࡀࡇࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆࡁ☜ㄆࠋࡓࢀࡉᚋ

 人ᇶ♏ຊ♫ࠊし࡚ᨭの一㈏ャࣜ࢟ࡶ

教ࡓ㔜どしࢆ人間ᛶの育ᡂࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧

育ࠖࡾࡼࢆ一ᒙ⾜࠺ᚲせࡀ明ࡽかなࠋࡓࡗ 

௦⾲⪅㸸吉村ၨ子 

ඹྠ⪅㸸ᱵ岡ࡉ江ࠊ㎷野Ꮥࠊ松井祐子ࠊᅵ㇂ 

    㛗子ࠊ智原江美ࠊ高橋Ꮥ㍜ࠊୗ口美ᕹࠊ   

岡野聡子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

 ࠋࡓᢸᙜしࢆศᯒࡧࡼㄪᰝのᐇおࡾྲྀࡁ⪺

㸱 学⏕の㐍㊰Ỵᐃࢆᨭ

すࡿ㹼ᐇ⩦・ᑵ職ᨭ

ᐊのάືሗ࿌㹼 

㸫 ᖹᡂ22年9᭶ ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 49 ᅇ研究大,研究

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟（pp.176-

177）（⏥ᗓኈᒇ࣍テ

ル） 

ᗂ⛶ᅬ・ಖ育ኈ㣴ᡂタし࡚ࠊ᪩ᮇの࢟ャࣜ

ࠊࡣලయⓗࠋࡓゝཬし࡚࠸ࡘᨭの㔜せᛶ

ಖ育⌧ሙࡀồࡿࡵ人≀ീのㄪᰝࡸಖ育ᢏ⾡のᣦ

ᑟࠊ年 3 ᅇの㐍㊰ㄪᰝࢆ㋃ࡓ࠼ࡲಶ人ᣦᑟな

࡛あ2ࠋࡿ年間࠸▷࠺࠸学⏕⏕άの中࡛ࠊᑵ職

άືࡸ㈝す間ࢆ᭷ຠά⏝すࠊࡶࡵࡓࡿ᪩

ᮇの࢟ャࣜᨭࣉロ࣒ࣛࢢのᵓ⠏ࡣᚲせ࡛あ

 ࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀࡇࡿ

௦⾲⪅㸸岡野聡子 

ඹྠ⪅㸸吉村ၨ子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

 ࠋࡓᢸᙜしࢆのᵓ⠏࣒ࣛࢢロࣉᨭャࣜ࢟

㸲 ᗂඣᮇおࡿࡅゝㄒ

ຊ育ᡂಖ育⪅のᙺ 

㸫 ᖹᡂ24年3᭶ ᪥本教師学学➨ 13ᅇ

研究大,Ⓨ⾲せ᪨㞟

(pp.24-25)（᪩✄田大

学᪩✄田࢟ャンࣃス 8

ྕ㤋） 

ᗂඣ教育お࡚࠸人ⓗ⎔ቃし࡚のಖ育⪅の

ᙺ࡚࠸ࡘᥦしࠋࡓ⎔ቃാࡁかࡿࡅయ㦂

ࡅࡀゝⴥ㸪ᗂඣ࠼ᤊ࠺ࡼのࡀ⪅㸪ಖ育ࢆ

し࡚㏉し࡚ࡃ࠸かࡣಖ育の中࡛ࡣ㔜せ࡛あࠋࡿ

特⤮本ࡸ㐟ࡾ⧞ࢆࡧ㏉す中࡛ᗂඣࡣከࡃຊ

ࡒࢀࡑࡃなࡣの知㆑࡛ࢀ⣽ษࠋࡃ࠸ᚓし࡚⋓ࢆ

Ẽពࡸࡾࡀ⧄の中࡛㸪య㦂のࡾࡀ⧄のࢀ

㸪ᗂඣ⮬㌟のࡀࡾ㔜なࡳ✚の⤒㦂のࡇࠋࡃ࠸࡚࠸

⮬ಙなࡾ㸪⮬ศࡾྲྀࢆᕳࡃ⎔ቃᨻ⏺ᑐし࡚

のಙ㢗なࡑࠋࡿのࡣࡵࡓ㸪ᗂ⛶ᅬし࡚の

㸪4ṓඣ࡚࠸ࡘᚲせかࡀ࣒ࣛࣗ࢟なカࣜ࠺ࡼ

5 ṓඣのලయ࡚ࡁな教育ㄢ⛬ࢆ♧しなࡽࡀᥦ

しࠋࡓഛ⪃㸸᪥本教育᪂⪺♫のᖹᡂ 24年 4᭶ 16

᪥➨ 12㠃ࡾྲྀ࡚ᣲࠋࡓࢀࡽࡆ 

㸳 㡿ᇦࠕ⎔ቃ ࡿࡅおࠖ

授業研究㹼య㦂άື授

業ᚋのⓎᒎ学⩦ࢆ㔜どし

 授業のᒎ㛤㹼ࡓ

㸫 ᖹᡂ24年9᭶ ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 51 ᅇ研究大,研究

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟（pp.268-

269）（ி㒔ᩥ教大学・ி

㒔ᩥ教▷ᮇ大学） 

㡿ᇦࠕ⎔ቃ のࠖ授業࡛ࠊࡣ㌟㏆な⎔ቃかかࢃ

ࡓࡿࡏࡉゎ⌮ලయⓗ学⏕⮬㌟ࢆຊの育ᡂࡿ

࠸࡚ࢀධࡾྲྀࢆయ㦂άື講⩏ᙧᘧの授業ࠊࡵ

ࢆయ㦂άືࠊࡣ࡛⩏本講ࠋࡿࢀࡽࡳࡃከࡀࡿ

 のෆᐜࡓࡗᢅࡾ授業ෆ࡛ྲྀࠊࡘࡘࢀධࡾྲྀ

人間－242



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

    

⌮ゎࡵࡓࡿࡵ῝ࢆのⓎᒎㄢ㢟ࢆ授業ᚋ学⏕

ࠋࡓ࠼授業ンࢺ࣮ࢣかࠊࡽ学⏕⮬㌟ࡀయ㦂ࢆ

㏻し࡚子ࡀࡶయⓗ⎔ቃかかࡃࡓࡾࢃな

ࡓ学ࢆࡾసࡳ⤌ࡸな⎔ቃᵓᡂのᕤ夫࠺ࡼࡿ

Ⅼࡣ大ࡁかࡓࡗゝࡿ࠼一᪉࡛ࠊ授業ᚋのⓎᒎ

学⩦のὶのᅾࡾ᪉のᕤ夫ࡀᚋのㄢ㢟࡛あ

 ࠋࡿ

௦⾲⪅㸸岡野聡子 

ඹྠ⪅㸸松田智子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

授業ᐇ㊶ࢆホ౯しࠊⓎᒎㄢ㢟ࢆ⪃ᐹしࠋࡓ 

㸴 大学⏕の࢟ャࣜព

㆑࢟ャࣜᨭయไの

研究-⎔太ࡿ㛵す❧☜

ᖹὒ大学 3 年⏕ࢆᑐ㇟

しࡓンࢺ࣮ࢣㄪᰝࢆ㋃

 -࡚࠼ࡲ

㸫 ᖹᡂ24年10᭶ ᪥本࢟ャࣜ教育学

➨ 34 ᅇ研究大,研究

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟（pp.86-87） 

（㈡大学大ὠ࢟ャン

 （スࣃ

大学௦ࠊࡣ学⏕かࡽ職業♫の⛣⾜ᮇ

あࠊࡾࡓ⮬ศのᑗ᮶ࡸ人⏕࠼⪄ࢆィ⏬࡛ࡿࡁຊ

な教育の目ⓗャࣜ࢟ࡀࡇࡿࡅࡘ㌟ࢆ

教職ࠊࡎࢀࢃࡽᤕ教育ㄢ⛬ෆእࠊࡣ本学࡛ࠋࡿ

ဨࡀ一な࡚࢟ࡗャࣜᨭయไࢆ☜❧しࡼ

㛵ព㆑ャࣜ࢟学⏕のࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸し࡚࠺

すࡿᐇែࢆᢕᥱす࢟ࡶࡿャࣜ教育のຠ

ᯝ ᐃࠕࠊࡵྵࡶ大学⏕の職業ほ㛵すࡿンࢣ

ࢆㄪᰝࠖࢺ࣮ 3 年⏕の࢟ャࣜࢨࢹンᒚಟ⪅

346 （ྡᅇᩘ ⋠ᅇࠊ264ྡ 78.6㸣）ᐇし

※ሗࡿ㛵す職業・ࠊࡣㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࠋࡓ

おࠊ࡚࠸学ᰯ࡛の授業ࡀ 84.1㸣ࡶ᭱ከࠊࡃ次

ࡀのヰ⏕ඛ 81.5㸣ࢆ༨ࡿࡵなࠊᑵ職ඛ

のሗ※し࡚のᙺࢆ教職ဨࡀ༑ศᯝࡓし

大学༞業ࠊࡽࡀしかしなࠋࡓࡗかࢃࡀࡇࡿ࠸࡚

ᚋの㐍㊰࡛ࡣᑵ職ᕼᮃ⪅ࡀ 84.5㸣࡛あࡶࡿか

かࠊࡎࡽࢃᑗ᮶ᑵ࠸ࡓࡁ職業のලయྡの記㏙ࢆ

ồࠊࡿࡵᮍᅇ⟅ࡀ 43.2㸣の⤖ᯝ࡛あࠋࡓࡗ

のሗࡵࡓࡿ࠼⪄ࢆᑵ職ࡣ大学ࠊࡽかࡇのࡇ

ᙧࢪ࣮࣓職業のලయⓗなྛࠊࡀࡿ࠸࡚࠼ࡣ

ᡂ࠺࠸Ⅼ࡛ࡣ学⏕ᑐし࡚༑ศなᡭຓ࡛ࡀࡅ

ࠊࡣᚋࠋࡿࡁᐹ࡛⪄か࠸なࡣの࡛࠸な࠸࡚ࡁ

ྛ職業のලయീࢆᥦ♧すࡀࡇࡿ㔜せ࡛あࡇࡿ

 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀ

௦⾲⪅㸸岡野聡子 

ඹྠ⪅㸸ᑠ野憲一 

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

ㄪᰝ⤖ᯝのศᯒおࡧࡼ⪃ᐹࢆᢸᙜしࠋࡓ 

㸵 ᗂඣᮇおࡿࡅゝㄒ

άືのᐇࡣ㹼岡山ᕷ

බ❧ᗂ⛶ᅬ教ㅍࢆᑐ㇟

しࡓンࢺ࣮ࢣㄪᰝかࡽ

㹼 

㸫 ᖹᡂ25年3᭶ ᪥本教師学学➨ 14ᅇ

大  Ⓨ ⾲ せ ᪨ 㞟

（pp.60-61）（⛅田大学

ᡭᙧ࢟ャンࣃス） 

ᗂ⛶ᅬの教育⌧ሙお࡚࠸ゝㄒάືのᐇࡀ

ࡼのし࡚㊶ಖ育ᐇࡓࡲࠊࢀࡉの⛬度ព㆑

ᛮ⪃ຊのࡸఏ㐩ຊࠊのかࡿ࠸࡚ࢀࡲ⤌ࡾྲྀ࠺

育ᡂ㛵すࡿලయⓗなᐇ㊶ࡶ╔目ࢆしな

ࡓし㇟ᑐࢆ岡山ᕷෆのබ❧ᗂ⛶ᅬ教ㅍࡽࡀ

ンࢺ࣮ࢣㄪᰝࢆ㏻し࡚⪃ᐹすࢆࡇࡿ目ⓗし

බ❧ᗂ⛶ᅬྜィࡿあ岡山ᕷෆࠋࡿ࠸࡚ 68ࣨᅬ

の 459ྡの教ㅍ（ᖖ・㠀ᖖၥࡎࢃ）ࢆᑐ㇟ࠊ

ㄪᰝᮇ2012ࠊࡣ年 9᭶ 11᪥㹼9᭶ 22᪥の 

12᪥間࡛あࠋࡿ㉁ၥ⣬の᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ ࠊ⚊178

᭷ຠᅇ⋡ࡣ 38.7%࡛あࠋࡓࡗ 

年間ᣦᑟィࢆ࣒ࣗ࢟カࣜࡿࢃかかゝⴥࠖࠕ

⏬・᭶・㐌࡚ࡵྵసᡂࢆし࡚ࡿ࠸ᅬࡸゝࠊ

ⴥのカࣜࢆ࣒ࣛࣗ࢟ᅬ⊂⮬࡛సᡂし࡚ࡿ࠸ᅬࡶ

あࡿなࠊᗂඣᮇおࡿࡅゝㄒάືのᐇࡣ╔

ᐇ㐍ࠋࡿ࠼࠸ࡶࡿ࠸࡛ࢇᚋࠊࡣᗂඣ教育ࡀ

学ᰯ教育のࡾࡲࡌࡣし࡚ព㆑ࡿࢀࡉ中࡛ࠊᑠ

学ᰯの教育ෆᐜの㐃ᦠ・᥋⥆ࡓ࠼⪄ࢆಖ育ᐇ

㊶のあࡾ᪉ࡾࡼࢆ一ᒙᶍ⣴すࡿᚲせࡀあࢁࡔࡿ

 ࠋ࠺

人間－243



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

㸶 ⏕ά⛉の⯆㛵ᚰ

の授業研究ࡵࡓࡿࡵ῝ࢆ

（Ϩ）㹼大学 2年⏕の

㛤講⛉目ࠕ⏕άの⌮ゎࠖ

のンࢺ࣮ࢣㄪᰝかࡽ㹼 

㸫 ᖹᡂ25年6᭶ ᪥本⏕ά⛉・⥲ྜⓗ学

⩦教育学➨ 22ᅇ

ᅜ大රᗜ大㹼⏕

ά・⥲ྜの᪂ࡓなࡿᯟ

ࡉࡿࡩ のᥦࡳ⤌

子༗⥺のᆅかࡽୡ⏺ᶆ

㹼（p.262）（රᗜࢆ‽

┴❧明▼高➼学ᰯ） 

本学࡛ࠊࡣ⏕ά⛉ࢆ学ࡪあࠊ࡚ࡗࡓ教ᮦの

⌮ゎࡸ⏕ά⛉のෆᐜࢆ学ࠕࡵࡓࡪ⏕άの⌮ゎࠖ

ࢆ 2 年⏕の๓ᮇ㛤講しࠊ⏕ά⛉のᣦᑟἲࡘ

⛉ά⏕ࠕࡿ࠸し࡚ࢆ㛤講3年⏕のᚋᮇࠊࡣ࡚࠸

教育ἲ ጞࡧ学ࢆ⛉ά⏕ࠋࡿなࡇࡿ講すཷࠖࢆ

ࡿᑐす⛉ά⏕ࠊ࡚ࡗ⏕の学ࡾかࡤࡓࡵ

ཷࢆ授業ࠊࡓࡲࠊࡾの࡛あࡶな࠺ࡼのࡀࢪ࣮࣓

講すࡿ中࡛ࠊ⏕ά⛉の⌮ゎࡀの⛬度῝ࡿࡲ

かࠊ࡚࠸ࡘ㔞ⓗ・㉁ⓗㄪᰝの୧㠃かࡽ明ࡽか

すࢆࡇࡿ目ⓗし࡚ࠋࡿ࠸ 

➨一ᅇ目のンࢺ࣮ࢣㄪᰝ࡛ࠕࠊࡣ⏕ά⛉ࠖ࠸

ࠊ࡚࠸ၥ࠺࠸かࡿあࡀࡇࡓ࠸⪺ࢆ目⛉࠺

58㸣ࠕࡀあࡿ ࠸なࠕࡀ42㸣ࠊ࠼⟆ࠖ ࠋࡓ࠼⟆ࠖ

⛉ά⏕ࠕᑠ学ᰯ௦ࠊࡓࡲ あࡀࡇࡔࢇ学ࠖࢆ

ࡿあࠕࡀ61㸣ࠊࡣ࡛࠸ၥ࠺࠸すかࡲࡾ ࠊ࠼⟆ࠖ

12㸣ࠕࡀな࠸ ࠋࡓᅇ⟅しࠖࡓࢀᛀࠕࡀ27㸣ࠊࠖ

由記㏙⮬ࢆࢪ࣮࣓ࡿᑐすάの⌮ゎࠖ⏕ࠕ

࡚ᅇ⟅ࢆồࠕࠊࢁࡇࡓࡵ⏕άの中おࡿࡅᚲせ

なࡇ（知㆑・ᢏ⬟）ࢆ学ࡪ ࠖ 43㸣の学⏕ࡀᅇ

⟅し࡚おࠊࡾ⏕ά⛉のࠕࡿ࠼࠸ࡶࢻ࣮࣮࣡࢟Ẽ

ࡁ య㦂άືࠕࠖࡸ おẁ㝵⌧ࡣゝⴥࡓࡗ࠸ࠖ

άࠖ⏕ࠕࡣ学⏕の中ࠊࡓࡲࠋࡓࡗなかࢀࡽぢ࡚࠸

⪅ࡿすࢪ࣮࣓ࢆ㣗ఫ⾰ࠊ࡚࠸⪺ࢆゝⴥ࠺࠸

学ࡿすࢆ㉁ၥ㸽ࠖࡣ࠸の㐪⛉ᐙᗞࠕࠊࡃከࡶ

ࠊࡅ⥆ࢆㄪᰝࡶᚋࠋࡓ࠸ࡶ⏕ 15ᅇの授業⤊

ᚋ学⏕の⏕ά⛉ᑐすࡀࢪ࣮࣓ࡿのࡼ

 ࠋ࠸ࡓしかࡽか明ࡓኚᐜし࠺

㸷 ࢟ャࣜᙧᡂ⛉目

おࡿࡅ授業ᨵ善ホ౯̿

ンࠖࢨࢹャࣜ࢟ࠕ

おࡿࡅ᪂ࡓなྲྀࡳ⤌ࡾの

授業ᐇ㊶ሗ࿌̿ 

㸫 ᖹᡂ25年10᭶ ᪥本࢟ャࣜ教育学

➨ 35ᅇ研究大㸪研究

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟（pp. 64-

65 ）（ྡྂᒇ大学東山

 （スࣃャン࢟

本学の 3 年次㛤講し࡚࢟ࠕࡿ࠸ャࣜࢨࢹ

ン （ࠖ2༢・༞業ᚲಟ⛉目）࡛ 㐍㊰㑅ᢥࠊࡣ

ᚲせな知㆑ࢆ㌟࡛ࡅࡔࡵࡓࡿࡅなࠊࡃ⮬ᕫ

⌮ゎࡿࡵ῝ࢆ中࡛⮬ᕫ⾲⌧ຊࢆ高ࢆࡇࡿࡵ目

ⓗし࡚ࠋࡿ࠸本Ⓨ⾲࡛ࠊࡣᖹᡂ 24年度の授業

ෆᐜ本学学⏕ࢆᑐ㇟し࢟ࡓャࣜព㆑ㄪᰝか

᳨ウࢆ᪉ࡾ授業のᅾࡿࡅお教育ャࣜ࢟ࡽ

しࠊᖹᡂ 25年度の授業ᐇ㊶άかしࡇࡓの

Ⓨ⾲ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

㸯㸮 ᗂඣᮇおࡿࡅ

 ゝㄒάືのᐇࠖのࠕ

ᐃホ౯ࡿ࠼⪄ࢆ（Ϩ）̿

ᗂඣᮇのࡃ⪺ࠕຊ 㔞ⓗࠖࢆ

 ̿ࡳヨࡿ࠼ᤊ

㸫 

 

ᖹᡂ26年3᭶ 

 

᪥本教師学学➨ 15ᅇ

大  Ⓨ ⾲ せ ᪨ 㞟

（pp.80-81）（⎔太ᖹὒ

大学） 

ᗂඣᮇおࠕࡿࡅゝㄒάືのᐇ のࠖ ᐃホ

౯ࠊ࡚࠸ࡘி大㹌㹖5-8࡚࠸⏝ࢆෆᐜの⌮ゎ度

ຊࡃ⪺ࠕᗂඣのࠊࡽほⅬかࡓࡗ࠸ のࠖෆⓗせ⣲

⤖ᅇのㄪᰝࠋࡓⓎ⾲しࢆࡳヨࡿ࠼ᤊ㔞ⓗࢆ

ᯝかࠊྛࡣࡽ ㄢ㢟お࡚࠸ゝࠊ ⴥの教育特ຊ

ࢆຊ特ゝⴥ௨እの教育㸿ᅬࡿ࠸࡚ࢀධࢆ

ධࡿ࠸࡚ࢀ㹀ᅬ᭷ពなᕪࢆぢࡁ࡛ࡀࡇࡿな

かࠋࡓࡗᚋࠊࡣゝㄒάືのᐇおࠕࠊ࡚࠸⪺

ヰすຊࠕࠊࡃな࡛ࡅࡔຊࠖの ᐃࡃ ࠺ྜ࠼ఏࠕࠊࠖ

ຊࠖの ᐃ᪉ἲおࡧࡼホ౯᪉ἲ᳨ࡶ࡚࠸ࡘウ

すࡿᚲせࡀあࠋࡿ࠸࡚࠼⪄ࡿ 

௦⾲⪅㸸岡野聡子 

ඹྠ⪅㸸吉村ၨ子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

ㄪᰝᐇࠊ⤖ᯝの⪃ᐹࢆᢸᙜしࠋࡓ 

㸯㸯 ᗂඣᮇおࡿࡅ

㛵ゝㄒάືのᐇࠖࠕ

すࡿ研究ϩ㹼岡山ᆺ一㈏

教育の中おࡿࡅ岡山ᕷ

❧大野ᗂ⛶ᅬのྲྀࡳ⤌ࡾ

㹼 

㸫 ᖹᡂ26年5᭶ ᪥本ಖ育学➨ 67 ᅇ

（㏆␥ࣈロࢡࢵ）Ⓨ⾲

せ᪨㞟（p.542）（大㜰⥲

ྜಖ育大学） 

岡山ᕷおࡿࡅゝㄒάືのᐇࢆ㍈しࡓᗂ

ᑠ中㐃ᦠ教育のᐇ㊶ࡑࠊࡆୖࡾྲྀࢆの中おࡅ

ࡣ࠸ࡿ岡山ᕷබ❧ᗂ⛶ᅬのゝㄒάືのᐇあࡿ

ゝⴥの教育のಖ育ᐇ㊶のྲྀࡳ⤌ࡾおࡿࡅ⪃ᐹ

ᖹᡂࠊࡣ岡山ᕷࠋࡓⓎ⾲しࢆ 14年かࡽ岡山ᕷᆅ

ᇦ༠ാ学ᰯ⟇ࢆጞࡑࠊࡵの中࡛ᐙᗞ・学ᰯᅬ・

ᆅᇦ♫の୕⪅༠ാࡿࡼ教育ࢩステ࣒のᵓ⠏

ࡁ᥎㐍し࡚ࢆᑠ中一㈏教育ࡧࡼᗂᑠ㐃ᦠおࡸ

教育άືࡓࡅྡ岡山ᆺ一㈏教育ࠊࡓࡲࠋࡓ

 ᗂᑠ中ࠊ目し╔の㐃⥆ᛶࡧの学ࡽᗂඣᮇかࠊࡣ
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

    㐃ᦠ教育のᐇ㊶ࡀࡇࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆ特ᚩ࡛あࡿ

ᖹᡂࠊࡣ岡山ᕷ❧大野ᗂ⛶ᅬࠋࡿ࠼ゝ 23㹼25

年度ࠊ࡛ࠗࡲ ᅬ⏕άࢆᴦしࡵࡓࡴのຊの育ᡂ࠘ࢆ

㢟しࠊ㢟大野ᗂ⛶ᅬのᣦᑟの㔜Ⅼ࡛あ

ྜ࠼ఏ・ࡃ⪺・ル（ヰす࣮࣎チࢵャ࢟ゝⴥのࠕࡿ

し࡚ࡊࡵࢆᗂඣࡴᴦしࢆ（࠺ ᐇ㊶研究ࠊࡆᥖࠖࢆ

ᣦᑟࠊࡣᣦᑟୖのᕤ夫࡛ࠋࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ

ࡀ教師ࠊࡅタࢆの㡯目ࠖ࠺ྜ࠼ఏ・ࡃ⪺・ヰすࠕ

᪥ࠎの教育・ಖ育άື࡛ព㆑࡛࠺ࡼࡿࡁ㓄៖し

ࡾ㝆ᅬ๓の一᪥のࠊし࡚タᐃಖ育のᕤ夫ࠋࡓ

㏉ࡾおࠊ࡚࠸ヰし᪉のᣦᑟおࡁ⪺ࡧࡼ᪉のᣦ

ᑟࠊ特ヰしᡭのෆᐜࢆ⌮ゎし࡚⪺ࡿ࠸࡚࠸か

ࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆຊの育ᡂࡃ⪺ࡽࡀㄆしな☜ࢆ

ሗඹ᭷ࠊཧ加し研究༠㆟ࡀ教ဨࠊࡓ

ດࠋࡿ࠸࡚ࡵ教師ࠊࡣ᪥ࠎの教育・ಖ育ᐇ㊶ࢆ⾜

࠺ࡼのࡕの育ࡶ子ࡀのάືࠎ᪥ࠊ中࡛࠺

ࡿ࡚ࡶぢ㏻しのࠕࡓࡗ࠸かࡃ࠸࡚ࡗࡀなࡘ

教育άື ពḧࡸẼࡿࡸの教師の教育άືࠊࡣࠖ

࡚ࡶぢ㏻しのࠕࠋࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ⩏ពࡿࡏࡉୖྥࢆ

教育άືࡿ 㞟ࡀᗂᑠ中の教師ࠊࡣࡿᐇ㊶すࠖࢆ

ࡀࡇࡿഛすᩚࢆ➼研究༠㆟ࡿࡁの࡛ࡇ࠺

㔜せ࡛あࠋࡿ 

㸯㸰 ࢡ࣮ࣃ࣮ࣞࣉ⾜

ᨻの༠ാࠕࡿࡼ⥳の㐟

ࠖࢺࢡ࢙ࢪロࣉሙ（ESD）ࡧ

のᐇ㊶ሗ࿌㹼岡山ᕷ⾤ᆅ

のබᅬࢆ⏝しࡓ子ࡶ

の㐟ࡧሙ࡙ࡾࡃ㹼 

㸫 ᖹᡂ26年9᭶ ࡶࡇ⎔ቃ学ྜྠࢭ

研究Ⓨ⾲・άື࣮ࢼ࣑

ሗ ࿌ ᱾ ᴫ 㞟 ➨ 3 ྕ

（pp.46-47）（ྡྂᒇᕤ

業大学） 

本Ⓨ⾲ࠊࡣ㹌㹎㹍ἲ人岡山ᕷ子ࢭࡶン࣮ࢱ

⥳ࠕࡓ༠ാ࡛ᐇしࡀ岡山ᕷᗞᅬ㒔ᕷ᥎㐍ㄢ

の㐟ࡧሙ（ESD）ࣉロࢺࢡ࢙ࢪ 2013ࠖのάࠊ2012

ືෆᐜおࡧࡼ業ホ౯࡚࠸ࡘࡾ㏉ࠊࡾ㒔ᕷ

බᅬࢆ⏝しࡓ子ࡶの㐟ࡧሙ⎔ቃ࡙ࡾࡃのᐇ

㊶ሗ࿌2012ࠋࡓࡗ⾜ࢆ年度ࡣ 5⟠ᡤのබᅬ࡚ 

子ࡶの㐟ࡧሙࢆタᐃし2013ࠊ 年度ࡣ 7 ⟠ᡤ

ぢࡽどⅬか࠺࠸ࠖࡪ㐟ࡀࡶ子ࠕࠋࡓቑタし

のࢆのㄢ㢟ࡑࠊᥦ♧しࢆㄢ㢟ࡘᣢࡀබᅬྛࡓ

ࢆ┿のᐇࢺࢡ࢙ࢪロࣉか本ࡓゎỴし࠺ࡼ

年ࠊࡣ⪅のཧ加ࢺࢡ࢙ࢪロࣉ本ࠋࡓゎㄝし࡚࠸⏝

間 ࡽかࢺ࣮ࢣン⪅ಖㆤࠊࡾお࡚ࡗୖ2000ྡ

ࠖ࠸ࡓཧ加し・࠸ࡓ㠀ཧ加しࡶᚋࠕࠊࡣ

95.2㸣ࡀᅇ⟅し࡚ࠋࡿ࠸ 

㸯㸱 ከୡ௦間ὶྍࢆ

ࢲࢼ㹼カࡾሙసࡿす⬟

ࣂࢿンࢻ࣮ࢦࡿࡅお

ࢆスの࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮

㏻し࡚㹼 

㸫 ᖹᡂ26年10᭶ ᪥本ୡ௦間ὶ学➨

㸳ᅇᅜ大せ᪨㞟

（p.72）（ጲ㊰ၟᕤ㆟

ᡤ） 

本Ⓨ⾲ࠊࡣ⮬⏬ࢩン࣒࢘ࢪ࣏ 1-㸿おࡅ

ୡ௦間ὶ̿高㱋⪅のࡿࡄࡵࢆ子育࡚ᨭࠕࡿ

ཧ加ࢆ中ᚰࠖ̿のヰ㢟ᥦ౪⪅し࡚Ⓩቭしࠋࡓ

カࣂ・ࢲࢼン࣮ࣂ࣮ࢡᕷ࢘エスࢺエンࢻᆅ༊

⨨すࢻ࣮ࢦࡿン࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿスのྲྀࡾ

ሙసࡿす⬟ྍࢆከୡ௦間ὶࠊ介し⤂ࢆࡳ⤌

ࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿンࢻ࣮ࢦࠋࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘࡾ

㞠⏝ᨭࠊ高㱋⪅ᨭࡸ子育࡚ᨭࠊࡣス࡛࢘ࣁ

⣙ࠊ➼ 30✀㢮のࣅ࣮ࢧスࣉࡸロ࣒ࣛࢢの大༙ࢆ

一ᅾ⪅の␃学⏕かࡽ⌧ᆅの大学⏕ࡑࠊし࡚

ࣇ࣮ࣂࢿンࢻ࣮ࢦࡴఫᆅ༊ࢻエンࢺエス࢘

ࣇࢵࢱスンテࣛ࣎ࡀ⪅⏝スの࢘ࣁࢻࢵ

な࡚ࡗᥦ౪し࡚ࠋࡿ࠸一ࡘのタෆከᵝなࢧ

࡚の人ࡿࢀゼࢆࡇࡇࠊ㓄しࢆスᥦ౪のሙࣅ࣮

ࡿࢀࡽ࠼࠼ࠕࡀ ࡿ㔊ᡂすࢆ恵ᛶࡓࡗ࠸ࠖ

ሙのྍ⬟ᛶ࡚࠸ࡘ㏙ࠋࡓ 

㸯㸲 ዉⰋ学ᅬ大学お

ࡾ教育のྲྀャࣜ࢟ࡿࡅ

̿（Ϩ）ࡳ⤌ 大学㸯年⏕ࢆ

ᑐ㇟し࢟ࠕࡓャࣜࢹ

 ㏻し࡚̿ࢆンϨࠖࢨ

㸫 ᖹᡂ26年11᭶ ᪥本࢟ャࣜ教育学

➨ 36ᅇ研究大・研究

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟（pp.73-74） 

（⌰⌫大学） 

ዉⰋ学ᅬ大学ࠊࡣዉⰋ⏘業大学かྡࡽ⛠ኚ᭦

ᙧ࡛人間教育ࡿ一᪂すࢆ⛉ᚑ᮶の学部学ࠊしࢆ

学部ಖ健་⒪学部ࢆタ⨨しࡓ᪂タ大学࡛あ

ᙧᡂャࣜ࢟ࠊᒓし人間教育学部ࠊࡣ⪅➹ࠋࡿ

⛉目ࢆ中ᚰᢸᙜࢆし࡚ࠋࡿ࠸本Ⓨ⾲࡛ࠊࡣ人間

教育学部おࡿࡅ 1 年次の࢟ャࣜ教育の授業

ᐇ㊶ࢆሗ࿌すࢆࡇࡿ目ⓗしࠋࡓ人間教育学

部ࠕࡣ教育の୕ࡘのࢆ࣮ࠖࢩ࣏ࣜᥖྠࡿࡆ 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

♫ࠕࡿ目ᣦす教育⪅ീ࡛あࡀ人間教育学部ࠊ    

の中࡛一人の人間し࡚⏕ࡁᢤࡃຊなࡿ㇏か

なࠕ人間ຊࠖࢆᇶ┙すࠊࡿᰂ㌾なࠕ教育ຊࠖ

高度なࠕᐇ㊶ຊࠖࢆഛࡓ࠼教育⪅࡛ࠖあࢀࡇࠋࡿ

㸯ࠊࡵࡓࡿすࢆ人ᮦ育ᡂ࠺㐺࣮ࢩ࣏ࣜのࡽ

年次࡛ࠊࡣձ⮬ᕫࢆ知ࠊࡿղ♫ࢆ知ࠊࡿճ人⏕

タィの 3 ᒚಟࠋࡓᐇし࡚ࡅศࢺࢵࢽのࣘࡘ

ࡣ⪅ 110 人ࠊࡵࡓࡿ࠸学部教ဨ༠ຊࢆし࡚ࡶ

10ࠊ࠸ࡽ ルࢢࠋࡓࡗ⾜ࢆάື࡚ࡅศࣉル࣮ࢢ

ンテスࢥチ࣮ࣆスࠊࡣのᡂᯝࡧ学⩦࡛の学ࣉ࣮

 ࠋࡓしࢆᙧ࡛☜ㄆ࠺࠸ࢺ

1年次の学ࢆࢺࢵࢽࣘྛࠊࡣ࡛ࡧ㏻し࡚ࡎࡲࠊ

⮬ᕫࢆࡾ㏉ࡿάື⪅ࢆ知ࡿάື࡛あࡓࡗ

ࡓᐇしࢆ㐍㊰ᕼᮃㄪᰝ5᭶ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ゝ

ࡀ⪅ࡿ࠸ᚿᮃし࡚ࢆࡳ教師のࠊࢁࡇ 53 ྡ

（51.5㸣）࡛ あࠊࡾなࢇなࡃ教職ࢆᚿᮃしࡓ学

⏕ീࡀᾋࡁ᙮ࡾなࡿ⤖ᯝࡀぢࠋࡓ࠼ 

㸯㸳 大学の࢟ャࣜ教

育おࡿࡅ NIE ά⏝のᒎ

ᮃ㹼大学㸰年⏕ࢆᑐ㇟

しࠕࡓ教㣴Ϩ・ϩ のࠖ

授業ᐇ㊶㹼 

㸫 ᖹᡂ26年12᭶ ᪥本 NIE学➨ 11ᅇ

ྎ大・Ⓨ⾲せ㞟㘓

（p.40）（東⚟♴大

学） 

大学お࢟ࡿࡅャࣜ教育1997ࠊࡣ 年௨㝆か

ษ⓶ࢆࣉࢵࢩン࣮ࢱンࡓࢀࡉ᥎㐍本᱁ⓗࡽ

ャࣜ࢟ࡓᅗしࢆ職業ព㆑のᙧᡂࠊし࡚ࡾ

㛵㐃⛉目のタ⨨ࡸ学⏕の࢟ャࣜⓎ㐩ಁࢆすࡓ

の大学の特Ⰽࠎಶࠊの㛤Ⓨな࣒ࣛࢢロࣉのࡵ

ࠊࡣ太ᖹὒ大学࡛⎔ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽࡵάかし࡚㐍ࢆ

1年次かࠕࡽ♫人ᇶ♏ຊの育ᡂࠖࢆテ࣮マし

教㣴ࠕࠋࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ教育ャ࡚ࣜ࢟

Ϩ・ϩࠖ࢟ࠊࡣャࣜ教育のᐇࢆ目ⓗしࠊ授

業お࡚࠸ヨ㦂ⓗ㹌㹇㹃ࢆᑟධすࡇࡿし

ሗ࡚࠸ࡘᡂᯝのᐇ㊶ෆᐜࡑࠊࡣ࡛⾲本Ⓨࠋࡓ

࿌すࢆࡇࡿ目ⓗし࡚ࠋࡿ࠸㹌㹇㹃ࡾྲྀ࡚

ࠊ㝿しࡿᵓ⠏すࢆෆᐜࡧࡼテ࣮マタᐃお࠺ᢅ

職業ほࡸປほࡿࢀࡽࢀࡩෆᐜࡾ┒ࢆ㎸ࢇ

㏻し࡚♫ࢆ⏝ձ᪂⪺άࠊࡣᐇ㊶のᡂᯝ࡛ࠋࡔ

ໃ㛵ᚰࢆᣢ࡚ࠊㄞ書㔞ࡀቑࡇࡓ࠼（学⏕ン

ղᇶ♏学ຊのྥୖ（ෆᐜ☜ㄆテスࠊ（ࡽかࢺ࣮ࢣ

ࡾ㏉ࡾճពぢの㉁のྥୖ（ࠊ（ࡽの᭷ពᕪかࢺ

 ࠋࡓࢀࡽぢࡀ（ࡽかࢺ࣮ࢩ

௦⾲⪅㸸岡野聡子 

ඹྠ⪅㸸௰田㍤ᗣ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸 

授業ᐇ㊶おࡧࡼᐇ㊶⤖ᯝの⪃ᐹࢆᢸᙜしࠋࡓ 

ഛ⪃㸸本Ⓨ⾲ෆᐜࠊࡣᖹᡂ 26年 12᭶ 24᪥の 

山㝧᪂⪺ᥖ載ࠋࡓࢀࡉ 

㸯㸴 大学の࢟ャࣜ教

育おࡿࡅ㹌㹇㹃ά⏝㹼

⤂介㹼 

㸫 ᖹᡂ26年12᭶ ➨㸯ᅇ大学㹌㹇㹃研究

（࢟ャンࣃスࢨࣛࣉ

ி㒔 6F➨ 2講⩦ᐊ・ி

㒔ᩥ教大学ࢧテࣛࢺ

教ᐊ） 

ᅇのⓎ⾲࡛ࠊࡣᇶ♏学ຊྥୖのㄢ㢟ࢆゎỴ

す࢟ࠊࡇࡿャࣜ教育ࢆᐇࢆࡇࡿࡏࡉ目

ⓗし࡚タ⨨ࡓࢀࡉ教㣴Ϩ・ϩの⛉目ࡵࢆ

教ᮦのసᡂ᪉ἲࡸ᪉ࡾ㹌㹇㹃ά⏝のᅾࠊ࡚ࡗࡄ

授業࡛ᐇ㝿ࠊࡣ࡛㊶授業ᐇࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘ

⏝しࠕࡓ➨㸶ᅇⱝ⪅の㞳職ୖࡾྲྀࢆࠖࡿ࠼⪄ࢆ

ᐇᚋの教ဨࠊ講⏕のឤཷࡸ教ᮦసᡂ᪉ἲࠊࡆ

ഃのឤ࡚࠸ࡘ㏙ࠋࡓ授業ᐇ㊶ࢆࡾ㏉ࡿ

中࡛ࠊ学⏕教ᮦࢆࡾࡸ⌮↓ࠊ࠼ㄞ࠼⪄ࠊࡏࡲ

ࠊࡶࡾࡼࡿࢃࡔࡇࡇࡿᑐヰすࠊࡏ書かࠊࡏࡉ

あࡿ⛬度一᪉ⓗ知㆑し࡚教ࡿ࠼ሙ㠃ࢆቑࡸ

しࡿ࠼⪄ࠊຊのᅵྎసࢆࡾす࠺࠸ࡿのࡶ一ࡘ

の㑅ᢥ⫥࡛あࡿᥦしࠋࡓ 

㸯㸵 カࣇ・ࢲࢼロࢢࢵ

ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿ࢘ロ࣍

ୡ௦間ὶࡿࡅおス࢘

ࡳ⤌ࡾのྲྀࢺࢡ࢙ࢪロࣉ
㹼Generating Citizenship 

Seniors+Youthのᐇ㊶かࡽ 

㸫 ᖹᡂ27年10᭶ ᪥本ୡ௦間ὶ学 

➨㸴ᅇᅜ大（p.51）

（㏣ᡭ㛛大学大㜰ᇛス

 （エࢡ

⌧ᅾ࡛ࠊࡣᅜෆእၥࠊࡎࢃୡ௦間ὶࣉロࣛࢢ

本研究ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉከᵝなᙧ࡛ᒎ㛤ࡀの㛤Ⓨ࣒

ᆅ༊࣮ࣂ࣮ࢡンࣂࢺス࣮のࢲࢼカࠊࡣ࡛

⨨すࣇࡿロ࣍ࢢࢵロ࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿ࢘ス࡛

ᐇࡓࢀࡉୡ௦間ὶࣉロ2011.4）ࢺࢡ࢙ࢪ㹼

 ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡸのᴫせࡑࠊし࡚㇟ᑐࢆ（2014.3
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

    明ࡽかすࢆࡇࡿ目ⓗし࡚ࠋࡿ࠸本ୡ௦間

ὶࣉロࢺࢡ࢙ࢪの目ⓗࠊࡣձୡ௦間のࡘなࡀ

ࡵࡓࡿࢆࡾࡀなࡘղୡ௦間のࠊࡇࡿࢆࡾ

のス࢟ルࠊࡇࡿࡏࡉୖྥࢆճࢽ࣑ࣗࢥテࡀ

ᢪࢆࢬ࣮ࢽࡿ࠼☜ㄆすࡿス࢟ルࢆ㣴ࠊࡇ࠺մ

㛤Ⓨࢆ࣒ࣛࢢロࣉࡿ࠼ࢆኚテࢽ࣑ࣗࢥ

すࡇࡿの 4 Ⅼ࡛あ࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿࠋࡿス

࣒ࣛࢢロࣉࡸスࣅ࣮ࢧᚲせな᪥ᖖ⏕άࠊࡣ

ࠊな人ࡲࡊࡲࡉࠊࠎ᪥ࠊࢀࡉᥦ౪࡚ࡗΏከᒱࡀ

ከࠊの中࡛ࡑࠋࡿゼၥすࢆタࡀなୡ௦ࡲࡊࡲࡉ

ᵝなୡ௦࡛ࡇࡑࡀฟࠊ࠸㞧ㄯࢆࢃしྜ࠺光

ᬒࢆぢかࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅのࠊࡀࡔᅇࠊタഃ

ࡗࡓあࡿᐇすࢆࢺࢡ࢙ࢪロࣉୡ௦間ὶࡀ

ࡶ࠸῝⩏大ኚពࡣⅬࡓ目し╔ὶの㉁ࠖࠕࠊ࡚

の࡛あࡓࡗᛮࣉࠋࡿࢀࢃロࢺࢡ࢙ࢪཧ加⪅か

࡚ࡗ知ࢆࡇの࠸ఱ年間かおࡣࡕࡓ⚾ࠕࠊࡣࡽ

ࡣࡇࡿ知࡚࠸ࡘ⏕の人࠸ࠊࡶࢀࡅࡓ࠸

なかࡓࡗ ࡇࡿࡵ῝ࢆ⪅⌮ゎࠊࡾあࡶのពぢࠖ

 ࠋࡓࢀࡽᚓࡶᯝ⤖ࡓࡁ࡛ࡀ

㸯㸶 大学の࢟ャࣜ教

育おࡿࡅ NIE ά⏝のᒎ

ᮃ（2）㹼大学 2年⏕ࢆᑐ

ࢹャࣜ࢟ࠕࡓし㇟

Ϩࠖの授ࢺン࣓ࣉࢵロ࣋

業ᐇ㊶㹼 

㸫 ᖹᡂ27年12᭶ ᪥本 NIE学➨ 12ᅇዉ

Ⰻ大（p.37）（ዉⰋ教

育大学） 

本Ⓨ⾲ࠊࡣᖹᡂ 25年度かࡽᐇし࡚࢟ࡿ࠸ャ

ࡿࡅお教育ࣜ NIE ά⏝の授業ᐇ㊶ࢆሗ࿌す

ዉⰋ学ᅬ大ࡣ⏕講ཷࠋࡿ࠸し࡚目ⓗࢆࡇࡿ

学人間教育学部 2年⏕（100ྡ）ࢆᑐ㇟し࡚࠸

し࡚人♫ࠊ㏻し࡚ࢆ㊶NIEᐇࠊࡣ本授業ࠋࡿ

のᖜ広࠸教㣴ࢆ㌟ࠊࡅఏ㐩ຊࠊᛮ⪃ຊࡃ☻ࢆ

ࢹձ࣓ࠊࡣ授業ෆᐜࠋࡓし࡚ᐇし目ⓗࢆࡇ

ղㄢ㢟Ⓨぢ（NIEࠊの⌮ゎ࣮ࢩテࣛࣜ ᐇ

ࢽのࣘࡘ௦ⓗㄢ㢟の㸱⌧ࡿⓎಙすࡽճ⚾かࠊ（㊶

࣮ࢣン講๓ᚋのཷࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂࡽかࢺࢵ

࠺ࡼのࠊ࡚ࡗࡼࡇࡴㄞࢆ⪺᪂ࠊࡣᯝ࡛⤖ࢺ

な⬟ຊࡀ高ࡿࡲᛮ࠺か࡛ཷࠊࡣ講ᚋࠕࠊࡣㄢ㢟

Ⓨぢຊࠖࡀ㌟ࡃのᅇ⟅ୖࡀฟ⌧しࠋࡓ

᪂⪺ࢆㄞࢆࡇࡴ㏻し࡚ࠊㄽⅬᩚࢆ⌮すࡇࡿ

のᚲせᛶࢆ学⏕ࡀឤ࠺࠸ࡓࡌ⤖ᯝࢆᚓࡇࡿ

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ

㸯㸷 ಖ育ෆᐜࠕ⎔ቃ のࠖ

教授ෆᐜおࣂࣛࢩࡿࡅ

ス ศ ᯒ の ヨ ࡳ 㹼 SPSS 

Text Analytics for 

Surveysࢆά⏝し࡚㹼 

㸫 ᖹᡂ29年3᭶ ᪥本教師学学➨ 18ᅇ

大（pp.54-55）(᪩✄

田大学ᡤἑ࢟ャンࣃス

101ྕ㤋) 

ಖ育ኈおࡧࡼᗂ⛶ᅬ教ㅍࢆ㣴ᡂすࡿ大学教育

ᶵ㛵ࢆᑐ㇟し࡚ࠊಖ育ෆᐜࠕ⎔ቃ のࠖ教授ෆᐜ

の⌧≧ࠊྛࢆ 大学のࣂࣛࢩスかࡽศᯒ・⪃ᐹすࡿ

スのࣂࣛࢩࡸ授業ᴫせࠋࡿ࠸し࡚目ⓗࢆࡇ

ෆᐜのၥ㢟Ⅼࡸㄢ㢟ࢆ᥈ࠊ࡛ࡇࡿ⌧௦♫の

ㅖㄢ㢟ᑐᛂしࡓಖ育⪅なࡀ⪅ࡿ学ࡁࡪ

㡯ࢆ研究すࡣࡇࡿព⩏ࡀあࢀࡽ࠼⪄ࡿ

ࢆスࣂࣛࢩ7大学のࠊࡎࡲࠋࡿ webୖかྲྀࡽᚓしࠊ

㏆␥ᅪෆのࠊᚋࡓศᯒしࢆのഴྥࡑ 47大学のࢩ

ࢆスศᯒࣂࣛ SPSS Text Analytics for Surveys

ࠊࡣࡽ授業ィ⏬のศᯒ⤖ᯝかࠋࡓࡳά⏝し࡚ヨࢆ

⮬↛⎔ቃ㛵すࡿ㡯目の㢖度ࡀ 45㸣ࡶ᭱ከ

ࡀ㡯目の㢖度ࡿ㛵す⎔ቃ♫ࠊࡃ 8㸣ࡶ᭱ᑡ

なࡃฟ⌧しࠋࡓSPSS Text Analytics for Survey

の研究࡛ࡲࢀࡇࠊࡣスศᯒࣂࣛࢩࡓά⏝しࢆ

お࡚࠸ぢࠊึࡎࢀࡽ 本研究ࠋࡓࡗあ࡛ࡳのヨ࡚ࡵ

ࡀࡇす♧ࡶ࡚࠸ࡘά⏝の᭷⏝ᛶࠊ࡚࠸お

  ࠋࡿࢀࢃᛮࡓࡁ࡛

㸰㸮 㡿ᇦࠕ⎔ቃ ࡅおࠖ

授業ෆᐜの᳨ウ̿大学ࡿ

ቃ⎔ࠕ㡿ᇦࡿࡅお のࠖࢩ

 ㏻し࡚̿ࢆスศᯒࣂࣛ

㸫 ᖹᡂ29年5᭶ ᪥本ಖ育学➨ 70ᅇ大

（ᕝᓮ་⒪⚟♴大学） 

本Ⓨ⾲࡛ࠊࡣ大学おࡿࡅ㡿ᇦࠕ⎔ቃ のࠖ授業

ෆᐜ᳨ࢆウすࢆࡇࡿ目ⓗし࡚ࠋࡿ࠸ᖹᡂ 30

年度のᗂ⛶ᅬ教育せ㡿ᨵゞᩥࡓࡅྥ部⛉学┬

中ኸ教育ᑂ㆟ᗂඣ教育部ࡓࡵࡲࡾྲྀࡀ

ࡿぢࢆㄢ㢟ࠖᗂ⛶ᅬ教育せ㡿➼のᡂᯝ⾜⌧ࠕ

㈨㉁・⬟ຊ࠸ࡓࡳ育࡚࠸おᗂඣ教育（2）ࠕࠊ

のᩚ⌮ࠊᑠ学ᰯのྛ教⛉➼の᥋⥆のᅾࡾ᪉ࠖ

の中࡛ 10㡯目（ձ健ᗣなᚰయࠊղ⮬❧ᚰࠊ 

人間－247



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

յ♫ࠊ࠼⏕մ㐨ᚨᛶ・つ⠊ព㆑のⱆࠊ༠ྠᛶ߉    

⏕άの㛵ࠊࡾࢃնᛮ⪃ຊのⱆ⏕ࠊ࠼շ⮬↛の

㛵ࡾࢃ・⏕ᑛ㔜ࠊոᩘ㔞・ᅗᙧᩥࠊᏐ➼の㛵

ᚰ・ឤぬࠊչゝⴥࡿࡼఏࠊ࠸ྜ࠼պ㇏かなឤᛶ

のࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀのᣦᑟෆᐜ（⌧⾲

中࡛ࠊ㡿ᇦࠕ⎔ቃࠖࡃ῝㛵㐃ࡀあࡿ㡯目4ࠊࡣ

㡯目（ୗ⥺部յնշո）ཬࡇࠋࡪのᑂ㆟ෆᐜࠊࡣ

ᚋの教授ෆᐜのᅾࡾ᪉ࢆᕥྑすࡶࡿの࡛あࡿ

ቃ⎔ࠕ㡿ᇦࠊࢀࡽ࠼⪄ のࠖ授業ෆᐜの一ᒙの

ᐇࡀồࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵゝࠋࡿ࠼本学のሙྜࠊ⎔ቃ

ᵓᡂのどⅬかࡽᅬෆࢆぢ学す࠺࠸ࡿ授業࡛

なᡂᯝࡁ大ࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ高ࢆ学⏕の㛵ᚰࠊࡣ

ࢆ᱂ᇵ・㣫育άືࠊࡣし࡚ᨵ善Ⅼࠋࡓࢀࡽぢࡀ

⥅⥆ⓗ࠺⾜ᕤ夫おࡧࡼ♫⏕άの㛵ࡾࢃ

㛵すࡿෆᐜのᐇࡀồࡿࢀࡽࡵゝࠋࡿ࠼ 

㸰㸯 カࢲࢼおࡿࡅఫ

Ẹཧ加ᆺᆅᇦ⚟♴の᥎㐍

のࡵࡓの᪉⟇ࡑのᕤ夫

㹼”Everything Present 

in the Seed の㈨ᩱศᯒ

かࡽ㹼 

㸫 ᖹᡂ29年6᭶ ᪥本ᆅᇦ⚟♴学➨ 31

ᅇ大（p.168）（松山大

学） 

本Ⓨ⾲ࠊࡣᆅᇦ⚟♴άືᚑすࡿスࣇࢵࢱ

࣮ࢲ࣮ࣜࡓし㇟ᑐࢆࣇࢵࢱスンテࣛ࣎ࡸ

࢟・ࢲࢼカࠊし࡚のᣦ༡書ࢢンࢽ࣮ࣞࢺࣉࢵࢩ

ャࣀࣛࣆ大学ࡀ 2013 年Ⓨหしࡓ（ 1）

Everything Present in the Seed Community 

leadership Training  Facilitator’s（2）

GUIDEࢆᴫほしࠊの࠺ࡼなせ⣲ࡸෆᐜୖࡾྲྀࡀ

࠸し࡚目ⓗࢆࡇࡿᐹす⪄ࠊかࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆ

（1）ࠊࡎࡲࠋࡿ㈨ᩱศᯒ࡛あࠊࡣ研究のᡭἲࠋࡿ

の㈨ᩱ13ࠊࡣ㡯目かࡽᡂ࡚ࡗ❧ࡾお121ࠊࡾ㡫࡛

あ1ࠋࡿ㹼4 章ࡀ࡛ࡲᆅᇦ⚟♴άືのᴫせࡑの

ᚲせᛶࠊᡤᒓし࡚ࡀ⧊⤌ࡿ࠸あࡑࡣ⪅ࡿのάື

の⤂介ࠊンࢺࢵࢿ࣮ࢱの᭷ຠά⏝࡚࠸ࡘ書

か࡚ࢀお5ࠊࡾ㹼13章ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠊࡣ࡛ࡲ

ࣉࠊルの⋓ᚓ࢟ンスࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸఱかࡣ

ロࢺࢡ࢙ࢪの❧᪉ἲࣜࢩࣇࡸテ࣮ࣙࢩンࠊ

⏬書の書ࡁ᪉ࡓࡗ࠸ᐇ㊶ⓗなෆᐜな࡚ࡗ

の⪅ࡿά⏝すࢆの㈨ᩱ（1）ࠊࡣの㈨ᩱ（2）ࠋࡿ࠸

67ࠊࡾお࡚ࡗなのㄞ本ࡵࡓ 㡫࡛あࠋࡿ本㈨

ᩱの特ᚩࠊࡣձ本㈨ᩱのㄞࡳᡭ・ᢅ࠸ᡭࠕࢆスࢱ

ࣇࢵ あࡀⱥㄒࠊࡃな࡛ࡅࡔࡿ࠸し࡚ᐃし࡚ࠖ

࠼ᢅࠊࡁ࡛ࡀࡇࡴㄞࡀ⪅Ẹ⛣࠸ᚓព࡛なࡾࡲ

ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠋࡿⅬ࡛あࡿ࠸࡚ࡗなෆᐜࡿ

ࡉ㊶ᐇࠊࢀᣅか⪅㇟ᑐ࠸ᖜ広ࡀࢢンࢽ࣮ࣞࢺ

ᑟ࡛ᆅᇦ⚟♴άືンテࣛ࣎ࠊࡣࡇࡿࢀ

本ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ゝࡔࡇ㔜せな࡛ୖࡿᐇすࢆ

㈨ᩱࠊྛࡣ 章ࡀ 7㹼9ࢪ࣮࣌のᵓᡂな࡚ࡗおࠊࡾ

ゎㄝ部ศࡀ 2㹼3ࠊࢪ࣮࣌ṧࡀࡾᐇ㊶ⓗなෆᐜ

なࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗᚲせなሙ㠃ᛂ࡚ࡌᚲせな部

ศࢆᥦ♧࡛ࡿࡁᕤ夫ࡀあࠋࡿᚋࠊࡣ本㈨ᩱの

⏝⪅のពぢࢆ㞟ࠊࡵの࠺ࡼなⅬ・㞴Ⅼࡀあࡿ

のか⪃ᐹしࠋ࠸ࡓ 

㸰㸰 ከୡ௦ὶの子育

࡚ᨭࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡄࡵࢆ

㹼カࢵࣇ࣮ࣂࢿ・ࢲࢼ

 し࡚㹼ࢆス࢘ࣁࢻ

㸫 ᖹᡂ29年10᭶ ᪥本ୡ௦間ὶ学ྜ

8 ᅇ大（p.33）（⇃本

学ᅬ大学） 

本研究ࢶࢭࠊࡣル࣓ンࢺ㐠ືࢆ※ὶすࡿカ

ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿᕷの࣮ࣂ࣮ࢡンࣂ㹀㹁ᕞࢲࢼ

ከୡ௦ὶの子育࡚ᨭのࠊし࡚ࢆス࢘

ᅾࡾ᪉ࢆ⪃ᐹすࡿඹࠊᐇ⌧ࡓࡅྥ᪉⟇

本研究ࠋࡿ࠸し࡚目ⓗࢆࡇࡿウす᳨࡚࠸ࡘ

࡛ ࡣ ࠊ Frog Hollow Neighourhood Houseࠊ

Kitslano Neighbourhood House ࠊ Gordon 

Neighbourhood Houseの 3ᅋయࢆㄪᰝしࠋࡓከୡ

௦ ࡀ 㞟 ࠼ ࡿ ᕤ 夫  し ࡚ ࠊ Frog Hollow 

Neighourhood House࡛ࠊࡣ高㱋⪅ྥࣅ࣮ࢧࡅス

⏕中・高・大学ࡸ（太ᴟᣙ➼の健ᗣቑ㐍ࡸ࢞ࣚ）

のࣛ࣎ンテ࣮ࢲ࣮ࣜ研ಟཷࢆ講し࡚ࡿ࠸⪅

子育࡚広ሙ（Family Drop in Program）のᡭఏࢆ

 ࡀなࡏࡉࢆし࡚ཧ加講師ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡・࠸

人間－248



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

しࢆࡾሙస࠺㞟ࡀ⪅ぶ・ⱝ⪅・高㱋・ࡶ子ࠊࡽ    

ࠊࡣKitslano Neighbourhood House࡛ࠋࡓ࠸࡚

ᐃᮇⓗ学㱋ᮇの子ࡶ・ぶ高㱋⪅ࡀ㣗

ࢆ ᣢ ࡘ ሙ స ࡾ ࡀ な ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࠋ Gordon 

Neighbourhood House࡛ࠊࡣ高㱋⪅ྥࡅのࣛンチ

ᥦ౪ࣅ࣮ࢧスࠊ࡚ぶ子ࣛンチᥦ౪ࣅ࣮ࢧスࢆ

ᐇし࡚ࡓ࠸のࠊࡀࡔ高㱋⪅子ࡶの㣗の

ࡀࡇの➼ࡿᅇࡾ㉮ࡀ㐩ࡶ子㣗ᚋࡸス࣮࣌

あࠊࡾ⌧ᅾ࡛ࡣከୡ௦し࡚のὶάືࡀなࡉ

ከୡ௦ὶの子育࡚ᨭࡀ2ᅋయࠋࡓࡗなか࠸࡚ࢀ

ࢆ⌧ᅾࡶᐇ࡛ࡿ࠸࡚ࡁ⫼ᬒࠊࡣձࡒࢀࡑ

ղスࠊࡇࡿあࡀᒃሙᡤࡓࡌᛂのⓎ㐩ẁ㝵ࢀ

 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀࡇࡿあࡀの介ධࣇࢵࢱ

㸰㸱 吉野青年㆟ᡤ

大学⏕の༠ാࡿࡼᑠ学

ࣉャン࢟ࡓし㇟ᑐࢆ⏕

業のᐇ㊶ሗ࿌㹼ᆅᇦ⚟

♴άືの♧၀㹼 

㸫 ᖹᡂ29年12᭶ ㏆␥ᆅᇦ⚟♴学ᖹᡂ

29 年度大（࠺ࡇᕷ

Ẹ⚟♴ὶࢭン࣮ࢱ） 

本Ⓨ⾲ࠊࡣ一♫）吉野青年㆟ᡤࡼしのࡧ

㐀ጤဨዉⰋ┴ୗの大学⏕（ࣛ࣎ンテ

し࡚ཧ加）ࡀ༠ാしࠊᑠ学⏕ࢆᑐ㇟し࢟ࡓャン

し࡚目ⓗࢆࡇࡿすࢆ業のᐇ㊶άືሗ࿌ࣉ

業ᙜࠊࡣ⏕大学一♫）吉野青年㆟ᡤࠋࡿ࠸

᪥࡛ࡲィ 6 ᅇのྜྠ㆟ࠊ࠸⾜ࢆ業目ⓗの

ඹ᭷ࡸ⏬のヰしྜ࠸・Ⓨ⾲ࠋࡓࡗ⾜ࢆ業

ᐇᚋのࡾ㏉ࠊࡣ࡛ࡾձ♫人大学⏕ࡀ༠

ാ࡚ࡗࡼᚓࡸࢺࢵ࣓ࣜࡓࢀࡽㄢ㢟ࠊղᑠ学⏕

大学ࠊ⏕ᑠ学߉ࠊ⩏の本య㦂άືのព࡚ࡗ

մᆅᇦࠊす౯್ࡽࡓࡶࡀ人の␗ୡ௦ὶ♫ࠊ⏕

㈨※のⓎ᥀ά⏝᪉ἲ➼ࠊࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ♫

人大学⏕ࡿࡼ業ࠊࡣከ㠃ⓗ౯್ࡳ⏕ࢆฟ

 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ලయⓗࡀᛶ⬟ྍࡿࡏ

㸰㸲 ♫ⓗ⤒῭おࡅ

カࠕࡁな㈨金のືࡓ᪂ࡿ

ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿ・ࢲࢼ

 ࠖࡳ⤌ࡾスのྲྀ࢘

㸫 ᖹᡂ30年12᭶ ➨ 33ᅇ研究大ᅜ㝿බ

ඹ⤒῭学（රᗜ大学） 

カ࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿ・ࢲࢼスࢆしࢿࠊ

ࣅ࣮ࢧࡸスの⤌⧊㐠Ⴀయไ࢘ࣁࢻࢵࣇ࣮ࣂ

ス・ࣉロ࣒ࣛࢢのᴫせࣛ࣎ࠊࡆୖࡾྲྀࢆンテ

㈨金ㄪࡸࡳ⤌ࡾのྲྀࢢンࢪࣞࢻンࣇ࠺⾜ࡀ

㐩の⤌࡚࠸ࡘࡳゝཬしࢻࢵࣇ࣮ࣂࢿࠋࡓ

ࡿ࠼ᨭࢆの᪥ᖖ⏕άࠎ人ࠊࡣス࢘ࣁ 30✀㢮の

ࡽఫẸかࠊࡾᏑᅾし࡚おࡀ࣒ࣛࢢロࣉ・スࣅ࣮ࢧ

ᐤࡓࢀࡉ㣗ჾࡸ⾰㢮ࠊᐙල➼ࢡࢧࣜࢆルス

ルマࢢンࢩࢆ㈨金ࡓࢀࡽᚓࠊし࡚㈍しࢺ

ࠊなࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ࡵࡓのᨭの࣮ࢨ

タෆの㈨金సࡾのᡭἲ࡚࠸ࡘ⤂介しࠋࡓ 

 研究ሗ࿌書ࠖࠕ

㸯 ᗂඣᮇおࠕࡿࡅゝ

ㄒάືのᐇࠖࡣ㹼岡

山ᕷබ❧ᗂ⛶ᅬ教ㅍࢆᑐ

ㄪᰝࢺ࣮ࢣンࡓし㇟

かࡽ㹼 

 

ඹⴭ 

 

ᖹᡂ25年2᭶ 

 

Ⓨ⾜㸸⎔太ᖹὒ大学 

 

ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿ᨵ （ゞ2008）ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚

ゝㄒάືのᐇࠕࡓ ࠸おᐇ㝿のಖ育⌧ሙࠊࡀࠖ

のか岡山ᕷෆのබࡿ࠸࡚ࢀࡉᐇ࠺ࡼの࡚

❧ᗂ⛶ᅬົࢆし࡚ࡿ࠸教ㅍࢆᑐ㇟し࡚

ンࢺ࣮ࢣㄪᰝࢆᐇしࠋࡓ本ሗ࿌書࡛ࠊࡣ特ఏ

㐩ຊ・ᛮ⪃ຊࢆ育ᡂすࡵࡓࡿのಖ育ᐇ㊶࠸ࡘ

由記㏙࡛⮬ࠋࡓࡗ⾜ࢆの⪃ᐹࡽ由記㏙か⮬ࠊ࡚

ࡗ⾜ព㆑し࡚ࢆ㊶ಖ育ᐇࡓព㆑しࢆఏ㐩ຊࠊࡣ

ࡣ⪅ࡓᅇ⟅しࡿ࠸࡚ 68.4㸣ࠊᛮ⪃ຊࢆព㆑し

⪅ࡓᅇ⟅しࡿ࠸࡚ࡗ⾜ព㆑し࡚ࢆ㊶ಖ育ᐇࡓ

ࡀ 60㸣࡛あࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⮬由記㏙ࡿࡼఏ㐩ຊ

ࡳ⤌ࡾලయⓗなྲྀࡿ㛵す㊶ಖ育ᐇࡓព㆑しࢆ

ࡀ⟆のᅇ ࡣᛮ⪃ຊ࡛ࠊ146 137࡛あࡑࠋࡓࡗの

ෆᐜかࠊࡣࡽᛮ⪃ຊのྲྀࡳ⤌ࡾᑐすࡿಖ育

⪅のᡞᝨࡶࡿࢀࡽࡳࡀ࠸のࡀከࡃあ࠺࠸ࡿ⤖

ᯝ࡛あࠋࡓࡗ 

A4ุ   ࢪ࣮࣌37

௦⾲⪅㸸岡野聡子 

ඹྠ⪅㸸大野㕥子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ンࢺ࣮ࢣ㉁ၥ⣬⚊のసᡂおࡼ 

 ࠋࡓᢸᙜしࢆᐹ⪄ࠊศᯒࡧ

 

人間－249



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

㸰 ⥳の㐟ࡧሙ（ESD）ࣉ

ロࢺࢡ࢙ࢪ 2012㹼岡山ᕷ

中ᚰᕷ⾤ᆅのබࡿࡅお

ᅬのά⏝࡚࠸ࡘ㹼 

ඹⴭ ᖹᡂ25年3᭶ 岡山ᕷᗞᅬ㒔ᕷ᥎㐍ㄢ

ࣉሙ（ESD）ࡧの㐟⥳ࠕ

ロࢺࢡ࢙ࢪ 2012ࠖ 

ሗࡸ㒔ᕷࠊࡣ⎔ቃ♫ࡃᕳࡾྲྀࢆࡕࡓ⚾

の㐍⾜࡚ࡗࡼᛴ⃭なኚࢆ㐙࠺ࡑࠋࡓࡁ࡚ࡆ

しࡓ♫⎔ቃのኚࠊࡣ子ࡶの育ࡶࡕᙳ㡪

ロࣉሙࡧの㐟⥳ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡿ࠸࡚࠼ࢆ

බᅬのάࡓし中ᚰࢆࡶ子ࠊࡣ࡛ࢺࢡ࢙ࢪ

ሙࡧの⛣ືᘧの㐟ࡵࡓのࡶ子ࠊし目ⓗࢆ⏝

のᥦ౪ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㸳ࡘのබᅬࢆሙし࡚ࠊ⣙

2000 人ࡀ⏝しࣉࠋࡓロࠊࡣ࡛ࢺࢡ࢙ࢪ⮬↛≀

（木のᐇࡸⴥࡥࡗ）ࣗࢪ࣮ࣛࢥࡓ࠸⏝ࢆ〇సࡸ

木ᕤసࠊබᅬෆࡿ࠸࡚࠼⏕ᶞ木のྡ๓なࢆ

ᙜ࡚ࡸࢬࢡࡿ᥈᳨マࣉࢵの〇సなࠊ㐟ࡧな

㊶ᥦ・ᐇࢆࡳ⤌ࡿ࡚ࡶࢆࡳぶしබᅬࡽࡀ

岡山ᕷᗞᅬ㒔ᕷ᥎㐍ࠊࡣࢺࢡ࢙ࢪロࣉ本ࠋࡓしࢆ

ㄢかࡽ㹌㹎㹍ἲ人岡山子ࢭࡶンࡀ࣮ࢱ 200 

のຓᡂ金ࠊࡾྲྀࡅཷࢆᐇしࠋࡓ 
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Ⓨ⾜⪅㸸特ᐃ㠀Ⴀἲ人岡山ᕷ子ࢭࡶン࣮ࢱ 

Ⓨ⾜㈐任⪅㸸美ဏ美బ子 

⦅ⴭ・ᇳ➹⪅㸸岡野聡子・㐨八௦ᕫ 

ᐇ⾜ጤဨ㸸美ဏ美బ子ࠊ⸨本ᐩከ美ࠊ 

⤱ᕝ恵子ࠊ❑田昌子ࠊ㐨八௦ᕫࠊ 

松田⚽太㑻ࠊ⟄井ឡ知ࠊ岡野聡子 

㐠Ⴀᐇ⪅㸸松田⚽太㑻（࣮ࢲ࣮࣮ࣜࣞࣉ）ࠊ 

特ᐃ㠀Ⴀἲ人岡山ᕷ子ࢭࡶン࣮ࢱ 

㸱 ゝⴥのಖ育カࣜࣗ࢟

ࡿࡅお㹼ᗂඣᮇ࣒ࣛ

ゝㄒάືのᐇࠖのᕤࠕ

夫㹼 

༢ⴭ ᖹᡂ25年7᭶ බ┈㈈ᅋἲ人⚟Ṋ教育

ᩥ⯆㈈ᅋ（学 ・ᰯᆅ

ᇦおࡿࡅ学ຊྥୖ➼

の研究ࡸᐇ㊶άືの

ຓᡂ）ᖹᡂ 24年度教育

研究ຓᡂᡂᯝሗ࿌書 

ᗂ⛶ᅬ大学ࡀ㐃ᦠࢆし࡚ࠊᗂඣᮇおࡿࡅ

ゝㄒάືのᐇࢆᅗࠊࡵࡓࡿ岡山ᕷあࡿ大野

ᗂ⛶ᅬ江西ᗂ⛶ᅬ⎔太ᖹὒ大学ࡀ㐃ᦠࢆし

ࢆㄪᰝࢺ࣮ࢣンࡿ㛵すゝㄒάືのᐇࠊ࡚

ᐇしࡑࠋࡓのンࢺ࣮ࢣ⤖ᯝࠊࡶࢆఏ㐩

ຊ・ᛮ⪃ຊの育ᡂ╔目ࢆし࡚ゝࠊ ㄒάືおࡅ

ሗ࿌࡚࠸ࡘ᪉ࡾቃᵓᡂ➼のあ⎔ࡸᣦᑟ᪉ἲࡿ

書し࡚ࠋࡓࡵࡲ 

A4ุ   ࢪ࣮࣌2

本人ᢸᙜ部ศ㸸pp.10-11 

㸲 ⥳の㐟ࡧሙ（ESD）ࣉ

ロࢺࢡ࢙ࢪ 2013㹼子ࡶ

の⮬由な㐟ࡧሙࢆ目ᣦし

࡚㹼 

ඹⴭ ᖹᡂ26年3᭶ 岡山ᕷᗞᅬ㒔ᕷ᥎㐍ㄢ

ࣉሙ（ESD）ࡧの㐟⥳ࠕ

ロࢺࢡ࢙ࢪ 2013ࠖ 

2013 年度5ࠊࡣ ࡽのබᅬかࡘ 7 つのබᅬࡘ

ᶍࢆᣑ大し ࠖࢺࢡ࢙ࢪロࣉሙ（ESD）ࡧの㐟⥳ࠕ࡚

ࡀ大人ࠊ࠼加๓年度のάືࠊࡓࡲࠋࡓᐇしࢆ

㞟ࡿ࠼ሙసࡾのᕤ夫ࡶしࠊࡤ࠼ࡓࠋࡓ㍯カ

ಖㆤ⪅のࠊ࡚ࡅタࢆンチ࣋ࡸᮘࠊࡾࡓࡅタࢆ࢙ࣇ

᪉ࡸᆅᇦの高㱋⪅の᪉なࠊከୡ௦ࡀ㞟ࡿ࠼ሙ

స࡛ࡾあࠋࡿ子ࢆࡶ中ᚰしࣉࡓロࢺࢡ࢙ࢪ

間✵ࡿ࠼ฟࡀࠎከᵝな❧ሙの人ࠊ㏻し࡚ࢆ

し࡚の㒔ᕷබᅬのά⏝᪉ἲࡶ࡚࠸ࡘሗ࿌書

の中࡛⤂介ࢆし࡚ࠋࡿ࠸なおࠊ本ሗ࿌書࠸⏝ࢆ

➨ቃ学⎔ࡶࡇࠊ࡚ 3ᅇྜྠࢼ࣑ࢭ （࣮2014.9）

ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せࠊ࠸⾜ࢆ⾲άືのⓎ࡚

 ࠋࡓࡗ⾜ࡶ業の⥲ྜホ౯ࠊࡣ࡛（2014.10）
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Ⓨ⾜⪅㸸特ᐃ㠀Ⴀἲ人岡山ᕷ子ࢭࡶン࣮ࢱ 

Ⓨ⾜㈐任⪅㸸美ဏ美బ子 

⦅ⴭ・ᇳ➹⪅㸸岡野聡子・㐨八௦ᕫ 

ᐇ⾜ጤဨ㸸美ဏ美బ子ࠊ⸨本ᐩከ美ࠊ⤱ᕝ恵子ࠊ

❑田昌子ࠊ㐨八௦ᕫࠊ松田⚽太㑻ࠊ

⟄井ឡ知ࠊ岡野聡子 

㐠Ⴀᐇ⪅㸸松田⚽太㑻（࣮ࢲ࣮࣮ࣜࣞࣉ）ࠊ 

特ᐃ㠀Ⴀἲ人岡山ᕷ子ࢭࡶン࣮ࢱ 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

㸳 ఏ㐩ຊ・ᛮ⪃ຊࢆ育

ࣛࣗ࢟ゝⴥのಖ育カࣜࡴ

ࡅおの㛤Ⓨ㹼ᗂඣᮇ࣒

ゝㄒάືのᐇࠕࡿ のࠖ 

ᐃホ౯࡚ࡅࡴ㹼 

 

༢ⴭ ᖹᡂ26年7᭶ බ┈㈈ᅋἲ人⚟Ṋ教育

ᩥ⯆㈈ᅋ（学ᰯ・

ᆅᇦおࡿࡅ学ຊྥୖ

➼の研究ࡸᐇ㊶άື

のຓᡂ）ᖹᡂ 25年度

教育研究ຓᡂᡂᯝሗ࿌

書 

本研究ࠊࡣᖹᡂ 24年度の本ຓᡂ金ࢆ⏝し࡚

ᚓࡓンࢺ࣮ࢣㄪᰝ⤖ᯝࠊࡶࢆᗂ⛶ᅬ大

学ࡀ㐃ᦠ࡚ࡗྲྀࢆᗂඣᮇの教育⌧ሙおࡿࡅゝ

ⴥのಖ育カ࣒ࣜࣛࣗ࢟のసᡂの᳨ウおࡧࡼ㛤Ⓨ

࡛⏬ᙜึのィࠋࡿ࠸し࡚࠸ࡽࡡࢆࡇࡿすࢆ

ண࠺⾜࡛ࡲのసᡂ࣒ࣛࣗ࢟ゝⴥのಖ育カࣜࠊࡣ

ᐃ࡛あࠊࡀࡓࡗ⌧ሙ࡛のከᵝなᐇ㊶の一ࡘ一ࡘ

㔞࡚࠸ࡘのかࡿ࠸࡚ࡵ高ࢆᗂඣの教育ຠᯝࡀ

ⓗᤊࡿ࠼ᚲせࡀあࠊࡵࡓࡿᅇの研究࡛ࠊࡣఏ

㐩ຊ・ᛮ⪃ຊࢆ育ࡶ࡛ୖࡴ㔜せなࡃ⪺ࠕࡿຊࠖ

ࠊし࡚ᯝ⤖ࠋࡓࡳヨࢆの教育ຠᯝ ᐃ࡚࠸ࡘ

ᅬのྲྀࡳ⤌ࡾの㐪ࢆ࠸⤖ᯝᫎしࡇ࠸ࡃ

なかࠊࡽ ᐃの㞴しࡀࡉᾋࡁ᙮ࡾなࡇࡓࡗ

 ࠋࡓࡵࡲし࡚ሗ࿌書ࢆ

A4ุ   ࢪ࣮࣌2

本人ᢸᙜ部ศ㸸pp.8-9 

㸴 2015 年度吉野青年

㆟ᡤ業ሗ࿌書ࠕ大学⏕

㸟吉野࠺ࡰ㸟学࠺ࡰ㐟

య㦂࣮ࠖࢶ 

ඹⴭ ᖹᡂ28年1᭶ Ⓨ⾜㸸ዉⰋ学ᅬ大学 吉野広ᇦ（3⏫ 5村）の高㱋⋡ࡣ 35㸣㐩し

ឡ吉野ࡀ㐩ࡶ子࠺ᢸࢆ次ୡ௦ࠊ中࡛ࡿ࠸࡚

ࠊࡁ吉野࡛ാࡶࡽか࡚ࡗな大人ࡓࡲࠊࡌឤࢆ╔

⏕άし࠸ࡓᛮ࠺ࡼࡿ࠼な⎔ቃసࢆࡾすࡇࡿ

吉野青年㆟ࠊᅇࠋࡿ࠸࡚ࡗなႚ⥭のㄢ㢟ࡀ

ᡤ本学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧルの学⏕ 㐃ࡀ10ྡ

ᦠしࠊ吉野広ᇦのᑠ学 3年⏕㹼6年⏕ࢆᑐ㇟し

ᖹᡂࠊࡣᐇ᪥ࠋࡓᐇしࢺン࣋ࣉャン࢟ࡓ 27

年 10 ᭶ 31 ᪥㹼11 ᭶ 1 ᪥࡛あࠋࡿᑠ学⏕のཧ加

16ࠊࡣᩘ⥲⪅ ྡ࡛あࠋࡓࡗ大学⏕⏬࡛ࠊࡣձ

ࢦンࣅ࣮ࣜࣛࣉンࢱղ吉野スࠊࢡࣞࣈス

մ⮬由సのࠊࡾࡃの࡙ࡶճࠊ࣒࣮ࢤ 4 ❧ࢆࡘ

・㐠Ⴀしࠋࡓ学⏕ࡿࡼ⏬❧かࡽ㐠Ⴀ

ᐇ࡛ࡲの㐣⛬ࢆሗ࿌書し࡚ࠋࡿ࠸࡚ࡵࡲ 

A4ุ   ࢪ࣮࣌84

ሗ࿌書┘ಟ・⦅㞟㸸岡野聡子 

業ᐇ⪅㸸一⯡♫ᅋἲ人吉野青年㆟ᡤࠊ 

ዉⰋ学ᅬ大学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧル 

大学⏕⏬ᣦᑟ㸸岡野聡子 

㸵 2015 年度 ࡩしۼࡂ

㇟ᑐࢆ⏕㸟ᑠ学࠸ࡥࡗ࠸

のࡧ学・ࡧ学㐟⛉ࡓし

広ሙࣉロࢺࢡ࢙ࢪሗ࿌書 

ඹⴭ ᖹᡂ28年3᭶ Ⓨ⾜㸸ዉⰋ学ᅬ大学 ዉⰋ学ᅬ大学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧルࠊࡣ㈈ᅋ

ἲ人ዉⰋ┴青ᑡ年㤋かࡽのᐤ金ࢆά⏝しࡓ

青ᑡ年の健育ᡂ業ࠖのຓᡂ金（20ࠕ ）

学㐟⛉ࡓし㇟ᑐࢆ⏕㒓⏫のᑠ学୕ࠊᚓしྲྀࢆ

ࠋࡓᐇしࢆࢺࢡ࢙ࢪロࣉの広ሙࡧ学・ࡧ 3ᅇ

の業ࢆࡽࢀࡑࠊ࠸⾜ࢆሗ࿌書し࡚ࠋࡓࡵࡲ 

➨ 1ᅇ㸸しྡࡾࡃ࡙⋣ࢇࡰࡷ人な࠺ࢁ 

   ᐇ᪥㸸ᖹᡂ 27年 11᭶ 21᪥（ᅵ） 

   ཧ加⪅ᩘ㸸58ྡ（子ࡶ 38ྡ） 

➨ 2ᅇ㸸ࣙࢩ࣮࣓ࢽࡿࡃࡿࡃン࡙ࡾࡃ 

   ᐇ᪥㸸ᖹᡂ 27年 12᭶ 19᪥（ᅵ） 

   ཧ加⪅ᩘ㸸27ྡ（子ࡶ 12ྡ） 

➨ 3ᅇ㸸ࣆン࣮࣍ルカ࣓ࣛࢆస࠺ࢁ 

   ᐇ᪥㸸ᖹᡂ 28年 1᭶ 23᪥（ᅵ） 

   ཧ加⪅ᩘ㸸65ྡ（子ࡶ 33ྡ） 

A4ุ   ࢪ࣮࣌35

┘ಟ・⦅㞟㸸岡野聡子 

業ᐇ⪅㸸ዉⰋ学ᅬ大学㺬㺼㺵㺻㺡㺆㺏㺙㺎㺖㺷 

㐠Ⴀᣦᑟ㸸岡野聡子 

㸶 2016 年度吉野青年

㆟ᡤ業ሗ࿌書ࠕ大学⏕

ࡣ㸟ࣉャン࢟ኳᕝ村࡛

吉ࡿࡀ広ࡽし࡚かࡲࡵࡌ

野の͇͆ࠖࢃ  

ඹⴭ ᖹᡂ28年9᭶ Ⓨ⾜㸸ዉⰋ学ᅬ大学 年度ᘬࠊࡁ⥆ࡁ吉野青年㆟ᡤඹዉ

Ⰻ学ᅬ大学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧル༠ാ࡛ᑠ学

年ࠋࡓᐇしࢆ業ࣉャン࢟ࡓし㇟ᑐࢆ⏕

度ࠊࡣዉⰋ教育大学ࠊ␥ኸ大学の学⏕ඹࠊ大

学⏕⏬し࡚ձスࠊࢡࣞࣈղ࣮ࣇル

のࡾࡃの࡙ࡶմࠊ ኳయほ߉ࠊ࣒࣮ࢤࢦンࣅࢻ

⏬❧・㐠Ⴀࠋࡓࡗ⾜ࢆዉⰋ学ᅬ大学ࣛ࣎ンテ 

人間－251



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

    

ࡣ⏕ルの学ࢡ࣮ࢧ ᑠ学⏕のࠊཧ加しࡀ19ྡ

ཧ加⪅⥲ᩘࡣ 23ྡ࡛あࠋࡓࡗᐇ᪥ࠊࡣᖹᡂ

28年 8᭶ 20᪥㹼21᪥࡛あࠋࡿ学⏕ࡿࡼ⏬

❧かࡽ㐠Ⴀᐇ࡛ࡲの㐣⛬ࢆሗ࿌書し࡚ࡲ

の人♫⏕大学ࠕࠊࡣ年度ࠋࡿ࠸࡚ࡵ

しテ࣮マࢆࠖࡵࡓࡪ⤖ࢆ༠ാ㛵ಀ࠸Ⰻࡾࡼ

ࡑࠊᐇしࢆㄪᰝࢺ࣮ࢣン業ᐇᚋࠊ࡚

のෆᐜࡶሗ࿌書ࠋࡓࡵྵ 

A4ุ   ࢪ࣮࣌90

ሗ࿌書┘ಟ・⦅㞟㸸岡野聡子 

業ᐇ⪅㸸一⯡♫ᅋἲ人吉野青年㆟ᡤࠊ 

ዉⰋ学ᅬ大学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧル 

大学⏕⏬ᣦᑟ㸸岡野聡子 

㸷 2016 年度 ぢ࠼な࠸

ࢆ⏕ຊ ᑠ学ࡿぢࢆのࡶ

ᑐ㇟しࡓ⛉学㐟ࡧ・学

ሗࢺࢡ࢙ࢪロࣉの広ሙࡧ

࿌書 

ඹⴭ ᖹᡂ29年3᭶ Ⓨ⾜㸸ዉⰋ学ᅬ大学 ዉⰋ学ᅬ大学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧルࠊࡣ๓年

度のࠕ⛉学㐟ࡧ・学ࡧの広ሙࣉロࢺࢡ࢙ࢪ業ࠖ

のάືᐇ績かࠊࡽ本ࣉロࡀࢺࢡ࢙ࢪ学㛗ᣦᐃࣉ

ロࢺࢡ࢙ࢪ᥇ᢥ（26 ）୕ࠊࢀࡉ㒓⏫のᑠ

学⏕ࢆᑐ㇟しࡓ⛉学㐟ࡧ・学ࡧの広ሙࣉロࢪ

ࠋࡓᐇしࢆࢺࢡ࢙ 3ᅇの業ࡽࢀࡑࠊ࠸⾜ࢆ

 ࠋࡓࡵࡲし࡚ሗ࿌書ࢆ

➨ 1ᅇ㸸ᑠࡉなᏱᐂ 

㹼⳹㙾のୡ⏺ࢆ᥈᳨し࠺ࡼ㹼 

   ᐇ᪥㸸ᖹᡂ 28年 11᭶ 26᪥（ᅵ） 

   ཧ加⪅ᩘ㸸42ྡ（子ࡶ 25ྡ） 

➨ 2ᅇ㸸✵Ẽ◙ࢆస࠺ࢁ㹼目࡛ぢࡿ✵Ẽのຊ㹼 

   ᐇ᪥㸸ᖹᡂ 28年 12᭶ 17᪥（ᅵ） 

   ཧ加⪅ᩘ㸸62ྡ（子ࡶ 38ྡ） 

➨ 3ᅇ㸸Ⰽࡀኚ࠺ࡲࠊࡿࢃのỈ࡛ᥥࡃୡ⏺ 

   ᐇ᪥㸸ᖹᡂ 29年 1᭶ 21᪥（ᅵ） 

   ཧ加⪅ᩘ㸸58ྡ（子ࡶ 28ྡ） 

A4ุ   ࢪ࣮࣌35

┘ಟ・⦅㞟㸸岡野聡子 

業ᐇ⪅㸸ዉⰋ学ᅬ大学㺬㺼㺵㺻㺡㺆㺏㺙㺎㺖㺷 

㐠Ⴀᣦᑟ㸸岡野聡子 

㸯㸮 2017 年度吉野青年

㆟ᡤ業ሗ࿌書࢟ࢻࠕ

ᕝୖ村࡛大ࢡ࣡ࢡ࣡࢟ࢻ

ෑ㝤㸟㹼大学⏕ࡗ࠸し

ࡧࡑあ・ࡧ学ࢆ↛⮬ࡻ

 㸟㹼ࠖ࠺ࡑࡃࡘ

ඹⴭ ᖹᡂ29年11᭶ Ⓨ⾜㸸ዉⰋ学ᅬ大学 吉野広ᇦ（3⏫ 5村）の高㱋⋡ࡣ 35㸣㐩し

ឡ吉野ࡀ㐩ࡶ子࠺ᢸࢆ次ୡ௦ࠊ中࡛ࡿ࠸࡚

ࠊࡁ吉野࡛ാࡶࡽか࡚ࡗな大人ࡓࡲࠊࡌឤࢆ╔

⏕άし࠸ࡓᛮ࠺ࡼࡿ࠼な⎔ቃసࢆࡾすࡇࡿ

吉野青年㆟ࠊᅇࠋࡿ࠸࡚ࡗなႚ⥭のㄢ㢟ࡀ

ᡤ本学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧルの学⏕ ࠊ22ྡ

大学⏕ࡀ㐃ᦠしࠊ吉野広ᇦのᑠ学 3年⏕㹼6年⏕

ᐇࠋࡓᐇしࢺン࣋ࣉャン࢟ࡓし㇟ᑐࢆ

᪥ࠊࡣᖹᡂ 27年 10᭶ 14᪥࡛あࠋࡿᑠ学⏕のཧ

加⪅⥲ᩘ30ࠊࡣ ྡ࡛あࠋࡓࡗ大学⏕⏬࡛ࠊࡣ

ձスࢡࣞࣈ༗๓の部ࠊղ⮬↛య㦂ά （ື㨶

ࣞࣈスմࠊࡾࡃճ㣗࡙ࠊ（ࡾ㨶㔮ࠊࡳかࡘ

のࡾࡃの࡙ࡶյࠊ༗ᚋの部ࢡ ・㐠Ⴀ❧ࢆࡘ4

しࠋࡓ学⏕ࡿࡼ⏬❧かࡽ㐠Ⴀᐇࡲ

࡛の㐣⛬ࢆሗ࿌書し࡚ࠋࡿ࠸࡚ࡵࡲ 

A4ุ   ࢪ࣮࣌80

ሗ࿌書┘ಟ・⦅㞟㸸岡野聡子 

業ᐇ⪅㸸一⯡♫ᅋἲ人吉野青年㆟ᡤࠊ 

ዉⰋ学ᅬ大学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧル 

大学⏕⏬ᣦᑟ㸸岡野聡子 

㸯㸯 2017 年度 ぢ࠼な

⏕ຊ ᑠ学ࡿぢࢆのࡶ࠸

・ࡧ学㐟⛉ࡓし㇟ᑐࢆ

学ࡧの広ሙࣉロࢺࢡ࢙ࢪ

ሗ࿌書 

ඹⴭ ᖹᡂ30年2᭶ Ⓨ⾜㸸ዉⰋ学ᅬ大学 ዉⰋ学ᅬ大学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧルࠊࡣ๓年

度のࠕ⛉学㐟ࡧ・学ࡧの広ሙࣉロࢺࢡ࢙ࢪ業ࠖ

のάືᐇ績かࠊࡽ本ࣉロࡀࢺࢡ࢙ࢪ学㛗ᣦᐃࣉ

ロࢺࢡ࢙ࢪ᥇ᢥ（8）୕ࠊࢀࡉ㒓⏫のᑠ学

࢙ࢪロࣉの広ሙࡧ学・ࡧ学㐟⛉ࡓし㇟ᑐࢆ⏕

2017ࠋࡓᐇしࢆࢺࢡ 年度ࠊࡣ㸯ᅇの業ࢆ⾜

 ࠋࡓࡵࡲし࡚ሗ࿌書ࠊ࠸

人間－252



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

    

➨ 1ᅇ㸸ኌ࠺ࢁࡃࡘࢆ࣮ࢱࣉࢥ 

㹼㡢のࡩしࢆࡂ目࡛ぢ࡚య㦂し࡚࠺ࡼࡳ㹼 

   ᐇ᪥㸸ᖹᡂ 30年 1᭶ 20᪥（ᅵ） 

   ཧ加⪅ᩘ㸸49ྡ（子ࡶ 28ྡ） 

A4ุ   ࢪ࣮࣌20

┘ಟ・⦅㞟㸸岡野聡子 

業ᐇ⪅㸸ዉⰋ学ᅬ大学㺬㺼㺵㺻㺡㺆㺏㺙㺎㺖㺷 

㐠Ⴀᣦᑟ㸸岡野聡子 

㸯㸰 ୕㒓⏫の原㢼ᬒ ඹⴭ ᖹᡂ30年2᭶ Ⓨ⾜㸸ዉⰋ学ᅬ大学 ᖹᡂ 28年度か୕ࠕࡽ㒓⏫ࡾࡃ࡙ࡕࡲ講ᗙࠖཧ

加ࢆしࠊ本学学⏕ࠊ⾜ᨻ職ဨࠊ⏫Ẹの᪉ࠎඹ

୕㒓⏫のᆅᇦ㈨※࡚࠸ࡘ学ࠋࡓࡵ῝ࢆࡧձ㱟

田ྂ㐨ࣉロࢺࢡ࢙ࢪ業ࠊղಙ㈗山おࡿࡅ竹

ࣗࣅࢱンのճ୕㒓⏫Ẹࠊ業ࢺࢡ࢙ࢪロࣉ

࣮ㄪᰝࢆᐇしࡑࠊのෆᐜࢆሗ࿌書し࡚ࡲ

 ࠋࡓࡵ

A4ุ   ࢪ࣮࣌102

ሗ࿌書┘ಟ・⦅㞟㸸岡野聡子 

㸯㸱 2018 年度 ぢ࠼な

⏕ຊ ᑠ学ࡿぢࢆのࡶ࠸

・ࡧ学㐟⛉ࡓし㇟ᑐࢆ

学ࡧの広ሙࣉロࢺࢡ࢙ࢪ

ሗ࿌書 

ඹⴭ ᖹᡂ31年3᭶ Ⓨ⾜㸸ዉⰋ学ᅬ大学 ዉⰋ学ᅬ大学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧルࠊࡣ๓年

度のࠕ⛉学㐟ࡧ・学ࡧの広ሙࣉロࢺࢡ࢙ࢪ業ࠖ

のάືᐇ績かࠊࡽ本ࣉロࡀࢺࢡ࢙ࢪ学㛗ᣦᐃࣉ

ロࢺࢡ࢙ࢪ᥇ᢥ（20 ）୕ࠊࢀࡉ㒓⏫のᑠ

学⏕ࢆᑐ㇟しࡓ⛉学㐟ࡧ・学ࡧの広ሙࣉロࢪ

⾜ࢆ3ᅇの業ࠊࡣ2018年度ࠋࡓᐇしࢆࢺࢡ࢙

 ࠋࡓࡵࡲし࡚ሗ࿌書ࠊ࠸

➨ 1ᅇ㸸ࡦࠕかࠖࡾの࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡄࡉࢆࡘࡳࡦ㸟 

   ᐇ᪥㸸ᖹᡂ 30年 11᭶ 3᪥（ᅵ） 

   ཧ加⪅ᩘ㸸27ྡ（子ࡶ 11ྡ） 

➨㸰ᅇ㸸ࠕおࠖの࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡄࡉࢆࡘࡳࡦ㸟 

    ᐇ᪥㸸ᖹᡂ 30年 12᭶ 15᪥（ᅵ） 

    ཧ加⪅ᩘ㸸21ྡ（子ࡶ 14ྡ） 

➨㸱ᅇ㸸ࡦࠕかࠕࠖࡾお࣍ࡣࣞࢥࠖンࣔࣀ㸽 

    ᐇ᪥㸸ᖹᡂ 31年 2᭶ 2᪥（ᅵ） 

    ཧ加⪅ᩘ㸸48ྡ（子ࡶ 27ྡ） 

A4ุ   ࢪ࣮࣌41

┘ಟ・⦅㞟㸸岡野聡子 

業ᐇ⪅㸸ዉⰋ学ᅬ大学㺬㺼㺵㺻㺡㺆㺏㺙㺎㺖㺷 

㐠Ⴀᣦᑟ㸸岡野聡子 

㸯㸲 2018 年度 ぢ࠼な

⏕ຊ ᑠ学ࡿぢࢆのࡶ࠸

・ࡧ学㐟⛉ࡓし㇟ᑐࢆ

学ࡧの広ሙࣉロࢺࢡ࢙ࢪ

ሗ࿌書 

ඹⴭ 令和2年3᭶ Ⓨ⾜㸸ዉⰋ学ᅬ大学 ዉⰋ学ᅬ大学ࣛ࣎ンテࢡ࣮ࢧルࠊࡣ๓年

度のࠕ⛉学㐟ࡧ・学ࡧの広ሙࣉロࢺࢡ࢙ࢪ業ࠖ

のάືᐇ績かࠊࡽ本ࣉロࡀࢺࢡ࢙ࢪ学㛗ᣦᐃࣉ

ロࢺࢡ࢙ࢪ᥇ᢥ（30 ）୕ࠊࢀࡉ㒓⏫のᑠ

学⏕ࢆᑐ㇟しࡓ⛉学㐟ࡧ・学ࡧの広ሙࣉロࢪ

⾜ࢆ3ᅇの業ࠊࡣ2019年度ࠋࡓᐇしࢆࢺࢡ࢙

 ࠋࡓࡵࡲし࡚ሗ࿌書ࠊ࠸

➨ 1ᅇ㸸ኳẼのࡩしࢆࡂ᥈࠺ࡼࡳ࡚ࡗ㸟 

   ᐇ᪥㸸令和元年 11᭶ 9᪥（ᅵ） 

   ཧ加⪅ᩘ㸸83ྡ（子ࡶ 43ྡ） 

➨㸰ᅇ㸸ኪ✵かࡽᏱᐂࢆ学࠺ࡼࡳ࡛ࢇ㸟 

    ᐇ᪥㸸令和元年 12᭶ 7᪥（ᅵ） 

    ཧ加⪅ᩘ㸸54ྡ（子ࡶ 29ྡ） 

➨㸱ᅇ㸸ᆅᒙのᛮ㆟ࢆ᥈࠺ࡼࡳ࡚ࡗ㸟 

    ᐇ᪥㸸令和 2年 2᭶ 8᪥（ᅵ） 

    ཧ加⪅ᩘ㸸49ྡ（子ࡶ 28ྡ） 

A4ุ   ࢪ࣮࣌43

┘ಟ・⦅㞟㸸岡野聡子 

業ᐇ⪅㸸ዉⰋ学ᅬ大学㺬㺼㺵㺻㺡㺆㺏㺙㺎㺖㺷 

㐠Ⴀᣦᑟ㸸岡野聡子 

人間－253



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ
ᴫ      せ 

 のࠖࡑࠕ

㸯 ⏕ά⛉の⯆㛵ᚰ

の授業研究ࡵࡓࡿࡵ῝ࢆ

（ϩ）㹼大学 2 年⏕๓ᮇ

㛤講⛉目ࠕ⏕άの⌮ゎࠖྲཱྀ

講ᚋンࢺ࣮ࢣㄪᰝかࡽ

㹼 

 

- 

 

ᖹᡂ26年6᭶ 

 

᪥本⏕ά⛉・⥲ྜⓗ学

⩦教育学➨ 23ᅇᅜ

大ᇸ⋢大㹼⏕ά・

⥲ྜの᪂ࡓなࡿᯟ⤌ࡳ

のᥦ ࡉࡿࡩ子༗

⥺のᆅかࡽୡ⏺ᶆ‽ࢆ

㹼（p.216）（ᇸ⋢大学教

育学部㝃ᒓᑠ学ᰯ） 

 

ᖹᡂ 25 年度の 4 ᭶ 10 ᪥の➨㸯ᅇࠕ⏕άの⌮

ゎ ࣮࣓のかࡪ学ࢆ本⛉目࡛ఱࠊ㝿ࡓ㛤講しࠖࢆ

おάの中⏕ࠕࡀ⏕43㸣の学ࠊࢁࡇࡓ࠺ၥࢆࢪ

ࠊ࠼⟆ࠖࡪ学ࢆ（⬟知㆑・ᢏ）ࡇᚲせなࡿࡅ

ᐙᗞ⛉のࡀࢪ࣮࣓ᙉ࠸ᅇ⟅すࡿ学⏕࠸ࡶ

ࠋࡓ 15ᅇのཷ講ࢆ㏻し࡚ࠊ⏕άの⌮ゎᑐす

๓ࡓࡲࠊኚᐜし࠺ࡼのࡀࢪ࣮࣓学⏕のࡿ

ᮇ࡛ᚓࡓ学ࠊࡀࡧの⛬度ᐃ╔し࡚ࡿ࠸のかࢆ

明ࡽかすࠊࡵࡓࡿ㉁ၥ⣬ἲ࡚࠸⏝ࢆ㏣㊧ㄪᰝ

講༙年ᚋのᖹᡂཷࠋࡓᐇしࢆ 26 年 1 ᭶ 21 ᪥

のㄪᰝ⤖ᯝ（᭷ຠᅇ⟅⋡㸸65.9㸣）かࠊࡽ授業࡛

一␒༳㇟ṧࡿ࠸࡚ࡗෆᐜし࡚ࠊ㌟㏆なࡶの

ࡀάືࡿࡵ高ࢆの⯆㛵ᚰ 47㸣ࠊ⮬↛య㦂ά

ࡀのࡶࡿ㛵すື 39㸣ࡑࠊのࡀ 4㸣ࠊ↓ᅇ⟅ࡣ

14㸣࡛あࡶ᭱ࠋࡓࡗከかࡓࡗάືෆᐜ㛵すࡿ

記㏙࡛ࡾࡃ࡙࣑ࢢࠊࡣあࡑࠊࡾの༳㇟ṧ࠸࡚ࡗ

ࡓࡗなかࡃ美しࠕࠊ࡚由⌮ࡿ ᬑẁ㣗）ࠕࠖࡸ

のかࡿ࠸࡚ࡗධࡅࡔࢀࡀ⢾◁（࣑ࢢࡿ࠸࡚

知ࠖࡓࡗあࠊࡾ⮬㌟࡚ࡗのணእࡸⓎぢ

ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗṧ᠈記ࡶᚋࡓ年⤒㐣し༙ࠊࡀ

目ྡ⛉ࠊࡣの㛵㐃ᛶ࡛⛉目ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉ♧

ࡀ⪅ࡓࡆୖࡾྲྀࢆ 57㸣おࠊࡾ↓ᅇ⟅ࡣ 37㸣࡛あ

ቃ࡛ࠖ⎔ࡶ子ࠕࠊࡣ記㏙ࡓࡗከかࡶ᭱ࠋࡓࡗ

あࠋࡓࡗ（ͤ学Ⓨ⾲ணᐃ࡛あࠊࡀࡓࡗయㄪⰋ

のࡵࡓ㎡退しࠊⓎ⾲ෆᐜࡣせ᪨㞟ᥖ載࡚ࢀࡉ

 （ࡿ࠸
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2年 3 ᭶ 31᪥ 

Ặྡ  岡野 由美子 

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

 特ูᨭ教育 
 Ⓨ㐩㞀ᐖの教育ㄢ⛬ᣦᑟἲ㛵すࡿ研究 

㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのຠᯝⓗなᣦᑟ᪉ἲ㛵すࡿ研究 

知ⓗ㞀ᐖࠊ⫥య⮬由教育おࡿࡅᣦᑟἲ㛵すࡿ研究 
教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 
・ඣ❺の⾜ືの⫼ᬒࢆ⌮ゎしࠊᨭࡘなࡿࡆᕤ夫 

 

 

 
ᖹᡂ 19
年 4᭶ 
ࠥ27 年
3᭶ 

 
特ูᨭ教育࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥし࡚ྛࠊ 学⣭のほᐹࡸ
ሗඹ᭷ᰯࠊෆ研ಟࢆ㏻し࡚ࠊඣ❺の⾜ື⌮ゎࢆᅗࠊࡾ
教職ဨの特ูᨭ教育࡚࠸ࡘの⌮ゎࠊࡵ῝ࢆ㈨㉁のྥ
 ᕤ夫ࡿࡵດୖ
（රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ࡛のᐇ㊶） 

・ඣ❺の⾜ືの⫼ᬒࢆ⌮ゎしࠊᨭࡘなࡿࡆᕤ夫 
 

 

ᖹᡂ 19
年 4᭶ 
ࠥ27 年
3᭶ 

特ูᨭ教育࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥし࡚ྛࠊ 学⣭のほᐹࡸ
ሗඹ᭷ᰯࠊෆ研ಟࢆ㏻し࡚ࠊඣ❺の⾜ື⌮ゎࢆᅗࠊࡾ
教職ဨの特ูᨭ教育࡚࠸ࡘの⌮ゎࠊࡵ῝ࢆ㈨㉁のྥ
 ᕤ夫ࡿࡵດୖ
（රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ࡛のᐇ㊶） 

・知ⓗ㞀ᐖࡣࡓࡲ⫥య⮬由㞀ᐖのあࡿඣ❺のㄆ知
の特ᛶࢆ⏕かしࡓ⏕ά༢元学⩦の༢元ᵓᡂのᕤ夫 
 
 
 

ᖹᡂ 22
年 4᭶ 
ࠥ23 年
3᭶ 

知ⓗ㞀ᐖࡣࡓࡲ⫥య⮬由㞀ᐖのあࡿඣ❺ࢆ❧⮬ࠊࡀ目
ᣦしࠊ⏕άの中࡛ᚓពࢆ⏕かしࠊ⮬ᕫỴᐃࠊ⮬ᕫ㑅ᢥࢆ
 ᕤ夫ࡿࡅお⩦ά༢元学⏕ࡓࢀධࡾྲྀࢆሙ㠃ࡿࡁ࡛
（රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ࡛のᐇ㊶） 

・ᑠ学ᰯおࡿࡅ特ูᨭ学⣭᪂タかかࡿ⌮ゎၨ
Ⓨのᕤ夫 
 
 
 

ᖹᡂ 23
年 4᭶ 
ࠥ25 年
3᭶ 
 

特ูᨭ学⣭ࠊ࡚࠸ࡘᰯのඣ❺ࡀ㏻ᖖの学⣭ྠᵝ
ࡿゎす⌮ࢆࡇࡿࡁ⏕ࡶࠊࡵㄆࠊࡾ知ࢆのᏑᅾࡑ
 のᕤ夫࡚࠸ࡘゎ⌮ࡸၨⓎࠊのࡵࡓ
（රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ࡛のᐇ㊶） 
 

・ㄞࡳ書ࡁࡎࡲࡘࡁのあࡿඣ❺の㓄៖のᕤ夫 ᖹᡂ 26
年 㸲᭶
ࠥ27 年
㸱᭶ 

㏻ᖖの学⣭ᅾ⡠すࡿ学⩦㞀ᐖのあࡿඣ❺の㓄៖
㡯ࠊ࡚࠸ࡘಖㆤ⪅のྜ⌮ⓗ㓄៖のᥦ౪かかྜࡿព
ᙧᡂのᅗࡾ᪉ࠊ㏻ᖖの学⣭ののඣ❺の⌮ゎၨⓎの授
業ᐇ㊶のᕤ夫 
（රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ࡛のᐇ㊶） 

・♫࡛ฟࠊ࠺Ⓨ㐩㞀ᐖのあࡿ人࡚࠸ࡘの⌮ゎ

 のᐇ㊶᪉ἲ࡚࠸ࡘ᪉ࡾのあࡾࢃ㐺ษな㛵

 

ᖹᡂ 31
年 4᭶
ࠥ⌧ᅾ
 ࡿ⮳

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉4年次⏕の学⏕
のᇶ本ⓗな㞀ᐖࡑࠊ࡚࠸ࡘ人ࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࠊᑐし
特ᛶの⌮ゎྜࡸ⌮ⓗ㓄៖のᥦ౪ࡓࡲࠊ࡚࠸ࡘ㐺ษなか
かࡾࢃ᪉ࠊ࡚࠸ࡘࢆୗࠊ࠼⪄⌮ゎࢆᅗࡵࡓࡿの
ᕤ夫࡚࠸ࡘᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆᨃఝయ㦂ࡸヰしྜࢆ࠸⾜
༞業ᚋのᐇ㊶ⓗなຊࠊࡾᅗࢆの⌮ゎ࡚࠸ࡘ㞀ᐖࠊ࠸
な࠺ࡼࡿなෆᐜしࡾࡼࠊⰋ࠸かかࡾࢃ᪉ࡸከᵝᛶࢆㄆ
な࠺ࡼࡿฟ᮶ࡀᇶ本ⓗな⌮ゎࠊ᪉なࡾのあ♫ࡿࡵ
 ࠋࡓࡗ
（ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部࡛のᐇ㊶） 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ 

(1)特ูᨭ教育ᴫㄽ（ඹⴭ） 

Ⓨ⾜㸸ERPฟ∧ 

【ᥖ】 

 

ᖹᡂ 31

年 3᭶ 

 

ᑠ中学ᰯの特ูᨭのྛ㞀ᐖ࡚࠸ࡘの特ᚩのㄝ明ࠋ㞀

ᐖのᛂࡓࡌ教育ㄢ⛬⦅ᡂࡑのᣦᑟἲ࡚࠸ࡘ記しࠋࡓ

人間教育学࣮ࢼ࣑ࢮルϨお࡚࠸⏝しࠊ㞀ᐖ特ᛶの⌮

ゎの㈨ᩱし࡚⏝しࠋࡓ 

(2)特ูᨭ教育ᰯෆ研ಟ㈨ᩱ（༢ⴭ） 
  Ⓨ⾜㸸රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ᑠ学ᰯ 
 【ᥖ】 
 
 
 

ᖹᡂ 23
年 7᭶ 
 
 
 
 
 

知ⓗ㞀ᐖࠊ⫥య⮬由㞀ᐖࠊ⮬㛢のあࡿඣ❺のᇶ本ⓗ
な≧ែの⌮ゎᐇែᢕᥱの᪉ἲࠊᣦᑟ・ᨭのᕤ夫ࡘ
ල特ᛶの⌮ゎࡿࢀࢃゝの㞀ᐖ⤌ࡘ㛢の㸱⮬࡚࠸
యⓗᨭのࠊᰯ࡚࠸ࡘ ෆ࡛のᨭのあࡾ᪉࡚࠸ࡘ  
රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯのᰯෆ研ಟ㈨ᩱし
࡚⏝しࠋࡓ特ูᨭ学⣭ᅾ⡠のඣ❺ࠊࡀὶ学⣭࡛㐣
ࡘ᪉のᇶ♏ⓗなෆᐜࡾࢃ㛵ࠊࡸのᨭの᪉ἲࡁすࡈ
 ࠋࡓᚓࢆឤࡓࡁゎ࡛⌮ලయⓗࠊ࡚࠸
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(3)教育ᐇ⩦のᡭᘬࡁ（༢ⴭ） 
 【ᥖ】 
 Ⓨ⾜㸸బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ 
 

ᖹᡂ 23
年 8᭶ 

教育ᐇ⩦⏕ࡀ特ูᨭ学⣭࡛ఱ᪥かᐇ⩦すࡑࠋࡿのᐇ⩦
ఱかࡣ特ูᨭ教育ࠕࠊ㇟ᑐࢆ⏕ ఱࡣⓎ㐩㞀ᐖࠕࠖ
か ఱかࡣ知ⓗ㞀ᐖࠕࠖ ఱかࠖࡣయ⮬由㞀ᐖ⊫ࠕࠖ
 ࠋࡓし࡚సᡂし教ᮦࡿᣦᑟす࡚࠸ࡘ

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯ 

なし 

ᖹᡂ 20

年㸯᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部࡛特ูᨭのᚲせなඣ❺⏕
ᚐの教育ㄢ⛬学ᰯ⾜のཧ加のᣦᑟ᪉ἲ࡚࠸ࡘ
特ู講⩏ࢆしࠋࡓඣ❺⏕ᚐのಶูのᑐᛂの㔜せᛶࢆ⌮ゎ
し࠺࠸ࡓពぢࡀከか4ࠋࡓࡗⅬ満Ⅼ࡛㸲のホ౯ࠋࡓࡗࡔ 

 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯 
(1）ᰯෆ㐺正ᑵ学ᣦᑟ研ಟຓゝ⪅ 
ࡘᣦᑟ・ᨭࡓࡌᛂࢬ࣮ࢽ一人一人の教育ⓗࠕ
 の᳨ウ࡚ࠖ࠸

 
ᖹᡂ 19
年 4 ᭶
ࠥ ᖹᡂ
27 年 3
᭶ 
ྜィ 23
ᅇᐇ 

 
රᗜ┴ෆのᵝࠎな学ᰯおᰯ࡚࠸ෆのྛ学⣭のᢸ任か
ࡽの≧ែかࡑࠊࡵ㞟ࢆのሗ࡚࠸ࡘ❺ඣࡿなẼࠊࡽ
ࡗ⾜ࢆಶ᳨ูウࠊ࡚࠸ࡘᣦᑟ・ᨭせᅉࡿࢀࡽ࠼⪄
 ࠋࡓ
 

(2)特ูᨭ教育࡚࠸ࡘの教育ᐇ⩦⏕のᣦᑟ 
 
 

ᖹ ᡂ
23・ 24
年 
10᭶ 
 

2 年間ୖࠊࡾࡓࢃ᭶ᑠ学ᰯの教育ᐇ⩦⏕ᩘྡᑐし特
ูᨭ教育࡚࠸ࡘの講⩏ࠊ研ಟࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟしࡓෆ
ᐜࠊࡣ特ูᨭ教育ࠊྛ࡚࠸ࡘ 㞀ᐖの特ᛶᣦᑟ᪉ἲࠊ
Ⓨ㐩㞀ᐖࡣఱかࠊᑗ᮶教ဨなࠊࡾ㏻ᖖの学⣭ࢆᢸ任
すྍࡿ⬟ᛶࡀあࡿᐇ⩦⏕ࠊᚲࡎ知࡚ࡗお࡚࠸ḧし࠸ෆ
ᐜࢆ講⩏ᣦᑟしࠋࡓ 
 

(3)රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ研ಟ講師 
 㓄៖ࠖࡿࡓあ⨨特ูᨭ学⣭タࠕ

  ᑐ㇟㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ教ဨ➼ 13ྡ 
  ሙᡤ㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ 
 

ᖹᡂ 23
᭶ 4᭶ 
 
 

⮬㛢・⥴㞀ᐖ特ูᨭ学⣭の᪂タあࠊࡾࡓ職ဨ
のඹ㏻⌮ゎࠊඣ❺ᑐすࡿ⌮ゎࠊၨⓎの᪉ἲ࠸ࡘ
 ࠋࡓし♧ࡽࡀᥦ♧しなࢆලయⓗࠊ࡚
 

(4)රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ研ಟ講師ࠕ子
 ࠖࡵࡓࡿゎす⌮ࢆື⾜のࡶ
  ᑐ㇟㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ教ဨ➼ 13ྡ 
  ሙᡤ㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ 
 

ᖹᡂ 23
年 8᭶ 

ྛ学⣭ᅾ⡠すࠊࡿ学⩦ࡸ⏕άࡁࡎࡲࡘのあࡿඣ❺
ࡁのᑟື⾜࠸Ⰻࡾࡼࠊࡸのᇶ本ⓗな⌮ゎの᪉࡚࠸ࡘ
᪉ࠊ࡚࠸ࡘᛂ⏝⾜ືศᯒの᪉ἲࡓ࠸⏝ࢆᣦᑟ᪉ἲの講
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏

(5)රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ研ಟ講師 
 ࡚ࠖ࠸ࡘ（㞀ᐖ࣒ࣛࢺࢡ࣌㛢ス⮬）ASDࠕ
 Aඣの特ᛶの⌮ゎ㐺ษな㛵ࡾࢃ᪉࡚࠸ࡘ 
  ᑐ㇟㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ教ဨ➼ 14ྡ 
  ሙᡤ㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ 
 

ᖹᡂ 23
年 9᭶ 

⮬㛢・⥴㞀ᐖ学⣭ᅾ⡠すࡿ AඣࠊBඣࠊ࡚࠸ࡘ
一学ᮇのᣦᑟ学ᮇ௨㝆のᣦᑟ目ᶆ࡚࠸ࡘのඹ㏻
⌮ゎࢆᅗࠊࡾὶ学⣭ࡸ学ᰯ⾜な࡛㛵ࡿࢃ職ဨࡀ
一㈏しࡓᣦᑟయไ࠺ࡼࡿࢀྲྀࡀ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(6)රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ研ಟ講師 
ࡘ⩦学ࠊື⾜ඣ❺のࡿ㏻し࡚⌮ゎすࢆຊࠖࡿぢࠕ
 ࡚࠸
  ᑐ㇟㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ教ဨ➼ 13ྡ 
  ሙᡤ㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ 
 

ᖹᡂ 24
年 3᭶ 

ඣ❺のࠕぢࠖࡿຊのࢭス࣓ン࡚࠸ࡘࢺのᇶ本ⓗなෆ
ᐜࢆ㋃ࠊ࠼ࡲᐇ㝿の⤮ࢺ࣮ࣀࡸなのᡂᯝ≀かࠊࡽඣ❺
のᐇែࢆᢕᥱしࠊᨭ᪉ἲࢆ᥈ࡓࡗ㸯年間の≧ἣࢆࡾ
㏉ࠊࡾ次年度のᘬ࠸ࡓࡂ⥅ࡁ㡯のᩚ⌮ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

(7)රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ研ಟ講師 
࡚࠸ࡘ㞀ᐖࠖの㞀ᐖの特ᛶ࣒ࣛࢺࢡ࣌㛢ス⮬ࠕ  ࠖ
  ᑐ㇟㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ教ဨ➼ 14ྡ 
  ሙᡤ㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ 
 

ᖹᡂ 25
年 5᭶ 

⮬㛢ス࣒ࣛࢺࢡ࣌㞀ᐖのあࡿඣ❺のឤぬの特␗ᛶ
㡢◚ࡸなኌࡁ大ࠋࡓࡗ⾜ࢆ研ಟࡶࢆࠊ࡚࠸ࡘ
Ⲩࢆኌࡾࡓฟしࢆ大ኌࡀ❺ᙜヱඣࠊࡽࡀなࡾⱞᡭ࡛あࡀ
࠸ࡘឤぬの特␗ᛶࡿࢀࡽ࠼⪄ࢆのせᅉື⾜ࡿ࠸࡚ࡆ
᳨ࠊ࡚࠸ࡘ᪉ࡾࢃ㐺ษな㛵ࠊࡵ῝ࢆ教職ဨの⌮ゎࠊ࡚
ウࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

(8)㛗ᓮ┴༡島原ᕷ♫⚟♴ἲ人ࢥスࣔス 
 ඣ❺Ⓨ㐩ᨭࢭン࣮ࢱ 研ಟ 講師 
 ࠖࡶࢆの⌮由ື⾜ࠕ
  ᑐ㇟㸸ࡓすかࡿ᪩ᓮ⏝⪅ࠊ職ဨ 20ྡ 
  ሙᡤ㸸ࡓすかࡿ᪩ᓮ ࡓすかࢧࡿロン 
 

ᖹᡂ 24
年㸶᭶ 

⮬㛢・⥴㞀ᐖ特ูᨭ学⣭おࠊࡿࡅ⮬㛢スࢡ࣌
㞀ᐖ特ᛶࠊࡶࢆののඣ❺の⮬❧άືな࣒ࣛࢺ
㈨ᩱ࡚࠸ࡘࢺス࣓ンࢭࡸࢺン࣏ᨭのࡓࡌᛂ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏ពし࡚講⏝ࢆ

(9)රᗜ┴加ྂᕝᕷ ぶの ࡾࡲࡔࡦの 
 බ㛤研ಟ 講師 
 ࠖࢢンࢽ࣮ࣞࢺンࣙࢪࣅࡿࡁᐙ࡛࡛ࠊ教ᐊ࡛ࠕ
  ᑐ㇟㸸加ྂᕝᕷ広ỗᛶⓎ㐩㞀࠸ࡀඣぶの 
     ဨࠊ一⯡ཧ加⪅ 50ྡ 
  ሙᡤ・加ྂᕝᕷ⥲ྜ⚟♴㤋 
 

ᖹᡂ 25
年㸯᭶ 

ᰯෆᨭయไのあࡾ᪉ᰯࠊ ෆおࡿࡅ⌮ゎၨⓎᐇ㝿
学ᰯ࡛ྲྀࣙࢪࣅࡔࢇ⤌ࡾンࢽ࣮ࣞࢺンࡑࢢのຠᯝ
సࢆ㈨ᩱ࡚࠸ࡘඣ❺ᨭࡓ⏝しࢆᨺㄢᚋࠊ࡚࠸ࡘ
ᡂし࡚講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

人間－256



(10)රᗜ┴加ྂᕝᕷ ぶのࡾࡲࡔࡦࠕのࠖ 
 බ㛤研ಟ 講師 
 ࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࡿࡅお㏻ᖖの学⣭ࠕ 

ඣ❺のᨭのᐇ㝿ࠖ 
  ᑐ㇟㸸加ྂᕝᕷ広ỗᛶⓎ㐩㞀࠸ࡀඣぶの 
     ဨࠊ一⯡ཧ加⪅ 60ྡ 
  ሙᡤ㸸加ྂᕝᕷ⥲ྜ⚟♴㤋 
 

ᖹᡂ 25
年㸯᭶ 

㏻ᖖ学⣭おࡿࡅⓎ㐩㌑ࡁのあࡿඣ❺のࠊㄞࡳ書ࡁの
ンࣙࢪࣅࢺス࣓ンࢭࠊࡔࢇ⤌ࡾྲྀࡵࡓࡿᅗࢆୖྥ
書ࡳㄞࠊ介し⤂ࢆのᨭの᪉ἲなࠊࢢンࢽ࣮ࣞࢺ
సࢆ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘ᪉ࡾのᨭのあ❺ඣࡃࡎࡲࡘࡁ
ᡂし࡚講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(11)රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ研ಟ講師 
 すࠖࡲࡾあࡀ由⌮ࡣື⾜のࡶ子ࠕ
  ᑐ㇟㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ教ဨ➼ 14ྡ 
  ሙᡤ㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ 
 

ᖹᡂ 26
年 4᭶ 

知ⓗ特ูᨭ学⣭ࡀ᪂タࡿࢀࡉあࠊࡾࡓ知ⓗ㞀ᐖのᇶ
♏ⓗな⌮ゎࠊ⮬㛢ࡏేࢆ᭷すࡿඣ❺のᐇែかࠊࡽ教
職ဨの㛵ࡾࢃ᪉ࡸඣ❺の⌮ゎࡸၨⓎの᪉ἲ࠸ࡘ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࠊ࡚
 

(12)ዉⰋ┴大和㒆山ᕷ特ูᨭ教育研ಟ講師 
 ᨭඣ❺⏕ᚐの⌮ゎࡿせすࢆ特ูなᨭࠕ

 ࡚ࠖ࠸ࡘ
 ᑐ㇟㸸ዉⰋ┴教ㅍ 30ྡ 
 ሙᡤ㸸大和㒆山ᕷᙺᡤ 
 

ᖹᡂ 26
年 7᭶ 
 

㏻ᖖの学⣭ᅾ⡠すࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࡿඣ❺⏕ᚐのᇶ本
ⓗ⌮ゎࡑのලయⓗなᣦᑟ・ᨭの᪉ἲ࡚࠸ࡘ 
ㄞࡳ書ࡁの㌑ࡁのせᅉࠊ࡚࠸ࡘࡶࢆしࡓᣦᑟ
 ࠋࡓഛし講₇し‽ࢆ㈨ᩱ࡚࠸ࡘのຠᯝࡑ
 

(13)රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ᭶ᑠ学ᰯ研ಟ講師 
࡚࠸ࡘ（㞀ᐖࡁ書ࡳⓎ㐩ᛶㄞ）ࢩࢡスࣞࢹࠕ
࣮C ඣの特ᛶの⌮ゎ㓄៖㡯࡚࠸ࡘ 
࣮ࠖ 
   ᑐ㇟㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ教ဨ➼ 14ྡ 
   ሙᡤ㸸ୖ᭶ᑠ学ᰯ 
 

ᖹᡂ 26
年 8᭶ 

㏻ᖖ学⣭ᅾ⡠しࠊLD（学⩦㞀ᐖ）のデ᩿のあࡿ Cඣ
教⛉書のࡸࡾࡩࣅルࠊ࡚࠸ࡘの㞀ᐖ特ᛶࡑࠊ࡚࠸ࡘ
ᣑ大࣮ࣆࢥなࠊ授業おࡿࡅ㓄៖㡯ࠊ࡚࠸ࡘ職
ဨのඹ㏻⌮ゎࢆᅗࠋࡓࡗ 
 

(14)బ⏝⏫特ูᨭ教育࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ研ಟ 
 教ဨ㛗ᮇ研ಟὴ㐵ሗ࿌ࠖࡿかか特ูᨭ教育ࠕ
 ᑐ㇟㸸బ⏝⏫❧ᑠ中学ᰯ⟶⌮職ཬࡧ特ูᨭ教育

 20ྡ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ
 ሙᡤ㸸బ⏝⏫❧久ᓮᑠ学ᰯ 
 

ᖹᡂ 26
年 8᭶ 
 

ᖹᡂ 25年度1ࠊ年間大㜰教育大学特ูᨭ教育特ูᑓᨷ
ࠋのሗ࿌࡚࠸ࡘ研ಟࠊ研究ࡔࢇ⤌ࡾྲྀࠊ࡚࠸お⛉
బ⏝⏫かࠊࡽ本業ཧ加しࡓ教ဨ࠸ࡣ࡛ࡲࢀࡇࡣな
かࡇࠊࡵࡓࡓࡗの業のᴫせのㄝ明ࠊ学ࡔࢇ授業のල
యⓗなࣂࣛࢩスࠊࡸ研究ෆᐜ࡚࠸ࡘሗ࿌ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

(15)Ἀ⦖┴㑣ぞᕷ 一⯡♫ᅋἲ人࠺ࡺあ࠷࡚ࡾ研ಟ
 講師 
 ࠖࡿ࠼⪄ࢆᨭࡽかࢺス࣓ンࢭࠖࡿぢࠕࠕ 
 ᑐ㇟㸸一⯡♫ᅋἲ人࠺ࡺあ࠷࡚ࡾ職ဨࠊ⏝⪅ࠊ

ಖㆤ⪅➼  60ྡ 
 ሙᡤ㸸Ἀ⦖┴⥲ྜ⚟♴ࢭン࣮ࢱ 
 

ᖹᡂ 26
年㸶᭶ 

Ⓨ㐩ࡁࡎࡲࡘのあࡿඣ❺のࠕぢࠖࡿຊ↔Ⅼࠊࡾ⤠ࢆ
ᣦᑟࠊ࡚࠸ࡘゎ㔘ࠊ᪉ἲのពࢺス࣓ンࢭのࡑ
ࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂしࠊ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(16)☻Ⓨ㐩ᨭ研究 講師 
かࢺス࣓ンࢭࠖࡿぢࠕඣ❺のࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࠕ 
 ࠖࡿ࠼⪄ࢆᨭࡽ
 ᑐ㇟㸸☻Ⓨ㐩ᨭ研究ဨ 12ྡ 
 ሙᡤ㸸┦⏕ᕷ⏕࠸ࡀࡁὶࢭン࣮ࢱ 
 

ᖹᡂ 27
年㸴᭶ 

⛬の一㐃のሗฎ⌮㐣ࡇࠖࡴㄞࠕࡽかࡇࠖࡿぢࠕ
の࣓カࡑ࣒ࢬࢽのࢭࠊ࡚࠸ࡘࡁࡎࡲࡘス࣓ンࢺの
᪉ἲࡸゎ㔘ࠊ࡚࠸ࡘᐇ㝿のᣦᑟࢆᥦ♧しࠊ㈨ᩱࢆ
元講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(17)బ⏝⏫特ูᨭ教育研ಟ講師 
ඣ❺⏕ᚐのᣦᑟࠖ㹼⮬❧άືࡿせすࢆ特ูなᨭࠕ
のあࡾ᪉㹼ࠖ 
 ᑐ㇟㸸රᗜ┴⟶⌮職ཬࡧ教ㅍ 20ྡ 
 ሙᡤ㸸బ⏝⏫༡光ᩥ㤋 

ᖹᡂ 27
年 7᭶ 
 

特ูᨭ学⣭の教育ㄢ⛬のἲⓗ根ᣐࠊ教育ㄢ⛬の⤌ࡳ
᪉ࠊ知ⓗ㞀ᐖのあࡿඣ❺⏕ᚐの教育ㄢ⛬のᵓ㐀࡚࠸ࡘ
ලయⓗなᣦᑟ㡯目のヲ⣽のㄝ明ࠊάືの༊ศ❧⮬ࠊ
ෆᐜのࢆᣲࠊ࡚ࡆ㈨ᩱ‽ഛし࡚ຓゝࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

(18)ኳ⌮ᕷ❧井ᡞᇽᑠ学ᰯᰯෆ研ಟ講師 
のࡶᨭ㹼子の⌮ゎࡶ子ࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࠕ

 㹼ࢺス࣓ンࢭຊのࠖࡿぢࠕ
 ᑐ㇟㸸ኳ⌮ᕷ⟶⌮職ཬࡧ教ㅍ 12ྡ 
 ሙᡤ㸸ኳ⌮ᕷ❧井ᡞᇽᑠ学ᰯ 

ᖹᡂ 27
年 8᭶ 
 

ㄞࡳ書ࡁ㌑ࡁのあࡿඣ❺⏕ᚐのᣦᑟ・ᨭ࡚࠸ࡘ
⛬ሗฎ⌮㐣ࠊㄆ知⬟ຊࠊᚲせなど知ぬࡵࡓࠖࡴㄞࠕ
の⌮ゎࠕࠊぢࠖࡿຊのࢭス࣓ンࢺの᪉ἲࠊ࡚࠸ࡘ
ࢆ㈨ᩱ࡚࠸ࡘの⌮ゎ࡚࠸ࡘのලయⓗなᨭࡑࠊࡓࡲ
⏝ពし࡚ㄽࠋࡓࡌ 
 

(19)ጲ㊰ᕷ㏻⣭ᢸᙜ⪅研ಟ講師 
 ࡚࠸ࡘࢺス࣓ンࢭど知ぬ㛵㐃のࠕ
㹼WAVESの⤖ᯝのゎ㔘㹼ࠖ 
 ᑐ㇟㸸රᗜ┴❧特ูᨭ学ᰯ教ㅍཬࡧ特ูᨭᢸ

ᙜ教ㅍ 14ྡ 
 ሙᡤ㸸ጲ㊰ᕷ⥲ྜ教育ࢭン࣮ࢱ 

ᖹᡂ 28
年㸴᭶ 
 

ඣ❺⏕ᚐのࡿのあࡁࡎࡲࡘࠖࡁ書ࡳㄞࠕࡸຊࠖࡿぢࠕ
ᐇែࢆᢕᥱすࡵࡓࡿのࢭス࣓ンࠕࢺWAVESࠖ 
のෆᐜࠊᇶ本ⓗなゎ㔘࡚࠸ࡘの講⩏ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ഛ‽ࢆ㈨ᩱࡶ᳨ウゎ㔘ࠊのホ౯࡚࠸ࡘの⤖ᯝࡑ
し⾜ࠋࡓࡗ 
 

(20)⮫ⓗ任⏝教ဨ研ಟ特ูᨭ教育講師 
ࡿࡼンࢨࢹルࢧ࣮ࣂࢽࣘⓗ㓄៖のᥦ౪⌮ྜࠕ
授業࡚ࠖ࠸ࡘ 
 ᑐ㇟㸸රᗜ┴⮫講師 60ྡ 
 ሙᡤ㸸රᗜ┴ጲ㊰⥲ྜᗇ⯋ 
 

ᖹᡂ 27
年 7᭶ 
 

㏻ᖖの学⣭ᅾ⡠すࡿ学⩦ࡸ⏕άࡁࡎࡲࡘのあࡿඣ
❺⏕ᚐの⌮ゎࡑࠊのᣦᑟ・ᨭࢧ࣮ࣂࢽ࡚ࣘ࠸ࡘル
学⩦ᣦᑟの᪉ἲࠊࡾࡃ学⣭࡙ࡃᇶ࡙᪉࠼⪄ンのࢨࢹ
のᕤ夫ࠊಶู㓄៖のᚲせなඣ❺⏕ᚐの⾜ືࠊ学⩦㠃
のᅔ㞴ࡉの⌮ゎࡵࡓࡿࡵ῝ࢆ㈨ᩱࢆ‽ഛし࡚ᣦᑟし
 ࠋࡓ
 

人間－257



 のᕷ特ูᨭ教育研ಟ講師ࡘࡓ(21)
ࡾඣ❺⏕ᚐの⮬❧άືのあࡿせすࢆ特ูなᨭࠕ
᪉ࠖ 
 ᑐ㇟㸸ࡘࡓのᕷ❧ᑠ中学ᰯ特ูᨭ学⣭ᢸ任 30ྡ 
 ሙᡤ㸸ࡘࡓのᕷ教育ጤဨ 
 

ᖹᡂ 28
年 8᭶ 
 

特ูᨭ学⣭の教育ㄢ⛬のἲⓗ根ᣐࠊ教育ㄢ⛬の⤌ࡳ
᪉ࠊ知ⓗ㞀ᐖཬࡧ⫥య⮬由のあࡿඣ❺⏕ᚐの教育ㄢ⛬
のᵓ㐀ࡓࡏࢃྜࠕ࡚࠸ࡘᣦᑟࠖのලయⓗෆᐜ࡚࠸ࡘ
ලయⓗなᣦᑟ㡯目のヲ⣽のㄝ明ࠊάືࠖの༊ศ❧⮬ࠕ
ෆᐜのࢆᣲࠊ࡚ࡆ㈨ᩱࢆ‽ഛし講₇しࠋࡓ 

(22)⚄Ἑ⏫教職ဨ研ಟ講師 
 ࡃ学⣭࡙ඣ❺⏕ᚐの⌮ゎࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࠕ
 ࠖࡾ
  ᑐ㇟㸸⚄Ἑ⏫ᑠ中学ᰯ教職ဨࠊ教育ጤဨࠊ教

育ጤဨᢸᙜ⪅⣙㸶㸮ྡ 
  ሙᡤ㸸⚄Ἑ⏫❧⚄Ἑ中学ᰯ 

ᖹᡂ 28
年 8᭶ 
 

㏻ᖖの学⣭のᢸ任ᚲせな特ูᨭඣ❺⏕ᚐ⌮ゎのあ
ඣ❺⏕ᚐのၥ㢟⾜ືの ࡚࠸ࡘࢺス࣓ンࢭࡸ᪉ࡾ
⫼ᬒあࡿ原ᅉ࡚࠸ࡘの⌮ゎࡑࠊのୖࡓࡗࡓᣦ
ᑟ・ᨭのあࡾ᪉࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆᇶ講ヰしࠋࡓ 
 
 

(23)西☻ᆅ༊学ᰯ⏕άᨭ教ဨ➼研ಟ講師 
 άືのあ❧⮬⛬᪉㹼教育ㄢࡾ㏻⣭ᣦᑟのあࠕ
➨᪉㹼ࠖࡾ 1ᅇ 
 ᑐ㇟㸸西☻ᆅ༊ᑠ中学ᰯ⏕άᨭ教ဨཬࡧ特ู

ᨭ学ᰯ教ဨ 
 ሙᡤ㸸රᗜ┴❧西ࡲࡾࡣ特ูᨭ学ᰯ 

ᖹᡂ 28
年 9᭶ 
 

㏻⣭ࡿࡼᣦᑟࡑࠊ࡚࠸ࡘの目ⓗࠊᑐ㇟なࡿඣ❺⏕
ᚐࠊᣦᑟ間➼のἲⓗ根ᣐᇶ࡙ࡓ࠸ไ度の⌮ゎࠊ目ᶆ
ඣ❺⏕ᚐのࡿな㇟ᑐࡽࡉࠋࡓᣦᑟし࡚࠸ࡘホ౯
ᐇែᢕᥱの᪉ἲࠊ⮬❧άືのලయⓗなෆᐜ࡚࠸ࡘᣦ
ᑟࢆ‽ഛし࡚講₇しࠋࡓ 
 
 

(24)ᥬ㱟ᆅ༊特ูᨭ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ研ಟ講師 
の᪉ἲࡑ⩏㏻ᖖ学⣭の㐃ᦠのព㏻⣭ᣦᑟ教ᐊࠕ
 ࡚ࠖ࠸ࡘ
 ᑐ㇟㸸特ูᨭ教育࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ㸲㸮ྡ 
 ሙᡤ㸸ࡘࡓのᕷ❧ᑠᏯᑠ学ᰯ 
 

ᖹᡂ 29
年 1᭶ 

特ูᨭಀࡿඣ❺⏕ᚐの⮬❧♫ཧ加のࡵࡓの㐃
ᦠのᚲせᛶ࡚࠸ࡘ ㏻⣭ᣦᑟの㛤ጞ⤊ࠊ目ᶆのタ
ᐃホ౯なのពࡸព⩏ࠊ࡚࠸ࡘ学ᰯෆの⌮ゎၨⓎ
の᪉ἲࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆ‽ഛし講₇しࠋࡓ 
 

(25)教職⤒㦂⪅（㸰年次）研ಟయ研ಟ講師 
 の㐃ᦠࠖ⪅ಖㆤࠕ

 ᑐ㇟㸸රᗜ┴特ูᨭ学ᰯ教ဨ㸰年次研ಟᑐ㇟⪅ 
70ྡ 

 ሙᡤ㸸රᗜ┴❧特ูᨭ教育ࢭン࣮ࢱ 

ᖹᡂ 29
年㸳᭶ 

㞀ᐖのあࡿ子ࡶのಖㆤ⪅のᚰ⌮ⓗഃ㠃の⌮ゎࡾࡼࠊ
㈨ᩱࡓࢀධࡾྲྀࢆ᳨ウࠊ࡚࠸ࡘ᪉ࡾ༠ാのあ࠸ࡼ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࠊసᡂしࢆ

(26)රᗜ┴❧ణ㤿㎰業高➼学ᰯ講師 
 ࠖࡣンࢨࢹルࢧ࣮ࣂࢽ授業のࣘࠕ

 ᑐ㇟㸸රᗜ┴❧ణ㤿㎰業高➼学ᰯ教職ဨ 40ྡ 
 ሙ㸸රᗜ┴❧ణ㤿㎰業高➼学ᰯ 
 

ᖹᡂ 29
年 6᭶ 

Ⓨ㐩㞀ᐖのあࡿ⏕ᚐのᇶ本ⓗ⌮ゎࠊの⏕ᚐࢃࡶか
ࠊ࡚࠸ࡘどⅬ࡛の授業ᨵ善のᕤ夫࠺࠸授業࠸すࡸࡾ
ࢆ㈨ᩱ࡚࠸ࡘ᪉の⌮ゎ࠼⪄ンのࢨࢹルࢧ࣮ࣂࢽࣘ
‽ഛし講₇しࠋࡓ 
 

(27)㏻⣭ᣦᑟᢸᙜ教ဨ研ಟ講ᗙ講師 
 άືࠖ❧⮬⛬教育ㄢࠕ
 ᑐ㇟㸸රᗜ┴ᑠ中学ᰯ㏻⣭ᢸᙜ教ဨ 73ྡ 
 ሙ㸸රᗜ┴⚟♴ࢭン࣮ࢱ 

ᖹᡂ 29
年㸴᭶ 

㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのไ度ࠊ目ᶆࠊᣦᑟෆᐜ࡚࠸ࡘ学ࠊࡧ
⮬❧άືࠊ࡚࠸ࡘ༊ศࠊ㡯目ࡈのලయⓗᣦᑟෆᐜ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏సᡂし講ࢆ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘ

(28)⊦ྡᕝ⏫ス࣮ࢡルࢩスࢱンࢺ研ಟ講師 
 ᨭඣ❺・⏕ᚐの⌮ゎࡿせすࢆ特ูなᨭࠕ
ࠥス࣮ࢡルࢩスࢱンࢺし࡚のᨭ Vol.1ࠥࠖ 
 ᑐ㇟㸸⊦ྡᕝ⏫ ス࣮ࢡルࢩスࢱンࢺ 15ྡ 
 ሙ㸸⊦ྡᕝ⏫ᙺሙ 
 

ᖹᡂ 29
年㸶᭶ 

㏻ᖖ学⣭ᅾ⡠すࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࡿඣ❺⏕ᚐ࡚࠸ࡘ
の⌮ゎ・ᨭのあࡾ᪉ࠊ࡚࠸ࡘ学⣭ᢸ任の㐃ᦠの
あࡾ᪉ࡸ大ษࠊ࡚࠸ࡘࡉ㈨ᩱࢆసᡂし࡚講⩏ࡗ⾜ࢆ
 ࠋࡓ

(29)⊦ྡᕝ⏫ึ任⪅研ಟ講師 
 ᨭࠖࠊඣ❺・⏕ᚐのᣦᑟࡿせすࢆ特ูなᨭࠕ
 ᑐ㇟㸸⊦ྡᕝ⏫ᑠ中学ᰯึ任⪅ 11ྡ 
 ሙ㸸⊦ྡᕝ⏫ᙺሙ 

ᖹᡂ 29
年㸶᭶ 

LD➼のᚰ⌮ⓗఝయ㦂ࢆ㏻し࡚ࠊ書ࡅなࠊ࠸ㄞࡵな࠸な
ࡿゎす⌮ࢆඣ❺⏕ᚐのᚰ⌮≧ែࡿのあࡉのᅔ㞴
࠸ࡘ᪉ἲࡿ᥈ࢆの原ᅉࡑࡽඣ❺⏕ᚐの⾜ືかࠊࡶ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩦₇ࠊ࡚

(30)教職⤒㦂⪅（㸰年次）研ಟయ研ಟ講師 
 ඣ❺⏕ᚐ⌮ゎࠖ特ูᨭ学ᰯの学⣭⤒Ⴀࠕ
 ᑐ㇟㸸රᗜ┴特ูᨭ学ᰯ教ဨ㸰年次研ಟᑐ㇟⪅

70ྡ 
 ሙᡤ㸸රᗜ┴❧特ูᨭ教育ࢭン࣮ࢱ 
 

ᖹᡂ 29
年㸶᭶ 

特ูᨭ学ᰯの学⣭ᢸ任し࡚ࠊಶูのᣦᑟࠊᨭのあ
ඣ❺⏕ᚐの⌮ゎࠊࡓࡲࠊ࡚࠸ࡘ学⣭㞟ᅋのᣦᑟ᪉ࡾ
のあࡾ᪉ࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂしࠊ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(31)රᗜ┴☻西ᆅ༊ࢺࢵࢿࢺ࣮࣏ࢧ㆟研ಟ講
師 
 ㄢ㢟ࠖ≦⌧රᗜ┴の㏻⣭ᣦᑟのࠕ
ᑐ㇟㸸☻西ᆅ༊ࢺࢵࢿࢺ࣮࣏ࢧ㆟ဨ 60ྡ 

 ሙ㸸ጲ㊰⥲ྜᗇ⯋ 
 

ᖹᡂ 29
年㸶᭶ 

㏻⣭ࡿࡼᣦᑟ㛵すࠊ≦⌧ࡿ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟࡀඣ❺
⏕ᚐの⮬❧♫ཧ加ᑐし࡚の࠺ࡼなᙺࢆᢸࡗ
┬部⛉学ᩥࡸ学⩦ᣦᑟせ㡿ࠊࢆࡇ࠺࠸ࠊのかࡿ࠸࡚
のㄪᰝ⤖ᯝ➼࡚࠸⏝ࢆ㈨ᩱࢆసᡂしࠊ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(32)රᗜ┴☻西ᆅ༊学⣭⤒Ⴀ（特ูᨭ教育）研
ಟ講師 
 ࠖ⏬ಶูのᣦᑟィ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ࠕ
 ᑐ㇟㸸☻西ᆅ༊ᑠ中学ᰯ特ูᨭ学⣭ᢸ任おࡼ
㏻⣭ᣦᑟ教ᐊᢸᙜ⪅ ⣙ࡧ 170ྡ 
 ሙ㸸あ࣮࣍ࡏࡗࡵ࠸ル 
 

ᖹᡂ 29
年㸶᭶ 

特ูᨭ学⣭の教育ㄢ⛬の⦅ᡂの࣏ンࠊࡸࢺ⮬❧άື
の༊ศ㡯目のᩚ⌮ࠊ特知ⓗ㞀ᐖのあࡿඣ❺⏕ᚐの教
育ㄢ⛬のᵓ㐀ࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂしࠊ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

人間－258



(33)ጲ㊰ᕷ㏻⣭ᢸᙜ⪅研ಟ講師
WAVEWS࡚ࠥ࠸ࡘࢺス࣓ンࢭど知ぬ㛵㐃のࠕ の⤖
ᯝのゎ㔘ࠖ

ᑐ㇟㸸රᗜ┴❧特ูᨭ学ᰯ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥཬ
⪅ጲ㊰ᕷ㏻⣭ᣦᑟ教ᐊᢸᙜࡧ 18ྡ 

ᖹᡂ 29
年㸷᭶ 

ඣ❺⏕ᚐのᐇែࡿのあࡁ㌑ࠖࡁ書ࡳㄞࠕຊࠖࡿぢࠕ
ᇶ本WAVESࠖのෆᐜࠕࢺス࣓ンࢭのࡵࡓࡿᢕᥱすࢆ
ⓗなゎ㔘࡚࠸ࡘの講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
࠸ࡘ᳨ウゎ㔘ࠊのホ౯࡚࠸ࡘの⤖ᯝࡑࠊࡓࡲ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࠊసᡂしࢆ㈨ᩱࠊ࡚

(34)బ⏝⏫࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ研ಟ講師
ඣ❺⏕ᚐのᣦᑟ・ᨭࡿせすࢆ特ูなᨭࠕ
࡚ࠖ࠸ࡘ

ᑐ㇟㸸బ⏝⏫特ูᨭ教育ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㆟ဨ 
35ྡ 

ሙ㸸బ⏝⏫教育ጤဨ 

ᖹᡂ 29
年㸷᭶ 

学⩦ᣦᑟせ㡿のᨵゞの࣏ンࢿࢹ࣮ࢥࠊ࡚࠸ࡘࢺ
の㐃ᦠの㛵ಀᶵ㛵ࠊ᪉ࡾし࡚のᰯෆᨭのあ࣮ࢱ࣮
あࡾ᪉➼ࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂしࠊ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(35)⠛山ᕷ・Ἴᕷ㏻⣭ᣦᑟ教ဨ研ಟ講師
άື❧⮬ࠥࡇࡿࢀࡉᮇᚅᣦᑟࡿࡼ㏻⣭ࠕ
のලయⓗᣦᑟ᪉ἲࠥࠖ
ᑐ㇟㸸Ἴᕷࠊ⠛山ᕷ㏻⣭ᣦᑟ教ᐊᢸᙜ⪅ 
教育ጤဨᣦᑟࠊ特ูᨭ学ᰯ教ㅍ 25ྡ 
ሙᡤ㸸᯽原ఫẸࢭン࣮ࢱ 

ᖹᡂ 29
年 12᭶ 

㏻⣭ࡿࡼᣦᑟおࠊࡿࡅ⌧ሙࡸ高➼学ᰯおࡿࡅ㏻⣭
ඣ❺⏕ᚐࠊ࡚࠸ࡘྥືࡿࡅお┴ᣦᑟのරᗜࡿࡼ
のᐇែᢕᥱࢆ元しࡓ⮬❧άືの㑅ᐃࡸᣦᑟࠊ࡚࠸ࡘ
㈨ᩱࢆసᡂしࠊ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(36)特ูᨭ教育ኈ㛗ᓮᨭ部ဨ研ಟ講師
ࡽかࢺス࣓ンࢭࠥ ᳨ウ࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸࠕ
ᣦᑟィ⏬ࠖࠥ

ᑐ㇟㸸特ูᨭ教育ኈ(S.E.N.S)㛗ᓮᨭ部ဨ 70
ྡ 

ሙ㸸㛗ᓮ大学 

ᖹᡂ 29
年 12᭶ 

学⩦ࡸ⏕άᅔ㞴ࢆ♧すඣ❺⏕ᚐのࢭス࣓ンࢺかࠊࡽ
ᣦᑟィ⏬ࢆసࡾฟすࡵࡓの࣮ࢣࠊス᳨ウࢆしࠋࡓ 
WISC-ϫࠊDTVP2なの࣮࢛ࣇマルࢭス࣓ンࠊࢺඣ❺
⏕ᚐࡸᢸ任ࠊಖㆤ⪅➼かࡽの⪺ࠊࡾྲྀࡁほᐹࢆ⥲ྜⓗ
ࢀࡑ⪅ಖㆤࠊ㏻ᖖ学⣭ࠊ㏻⣭ᣦᑟ教ᐊࠊしࢺス࣓ンࢭ
ࢆ㈨ᩱ࡚࠸ࡘ➼᪉ἲࡿ࠼⪄ࢆᣦᑟ目ᶆࠊ࡚࠸ࡘࢀࡒ
‽ഛし講₇しࡓ

(37)⊦ྡᕝ⏫ス࣮ࢡルࢩスࢱンࢺ研ಟ講師
ᨭඣ❺・⏕ᚐの⌮ゎࡿせすࢆ特ูなᨭࠕ
ࠥス࣮ࢡルࢩスࢱンࢺし࡚のᨭࠥVol.2ࠖ
ᑐ㇟㸸⊦ྡᕝ⏫ ス࣮ࢡルࢩスࢱンࢺ 15ྡ 
ሙ㸸⊦ྡᕝ⏫ᙺሙ 

ᖹᡂ 29
年 12᭶ 

LD➼のᚰ⌮ⓗఝయ㦂ࢆ㏻し࡚ࠊ書ࡅなࠊ࠸ㄞࡵな࠸ᅔ
㞴ࡉのあࡿඣ❺⏕ᚐのᚰ⌮≧ែࢆ⌮ゎすࠊࡶࡿ㸰
学ᮇࡓ࠼⤊ࢆⅬ࡛のࡾ㏉ࡾ㸱学ᮇ࡚ࡅྥの目
ᶆのタᐃࠊࡓࡲࠋࡓ࠼⪄࡚࠸ࡘ⾜ືの⌮由ࢆぢ࣏ࡿ
ンࠊ࡚࠸ࡘࢺ㈨ᩱࢆసᡂしࠊ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

(38)රᗜ┴ῐ㊰教育ົᡤ特ูᨭ学⣭教育ㄢ⛬研
ಟ講師
⏬年間ィࡸ特ูᨭ学⣭の教育ㄢ⛬の⦅ᡂࠕ
࡚ࠖ࠸ࡘ
ᑐ㇟㸸ῐ㊰ᆅ༊ᑠ学ᰯࠊ中学ᰯ特ูᨭ学⣭ᢸ任ࠊ
特ูᨭ教育50ྡ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ 
ሙ㸸ῐ㊰ᕷᙺᡤ 

ᖹᡂ 30
年㸯᭶ 

特ูᨭ学⣭の教育ㄢ⛬のᵓ㐀ࠊ࡚࠸ࡘ⮬❧άືの
目ᶆෆᐜࠊᣦᑟࠊ࡚࠸ࡘ学⩦ᣦᑟせ㡿のᾏᗏの࣏
ンࠊ࡚࠸ࡘࢺ㈨ᩱࢆసᡂし࡚講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

(39)ୖ㒆⏫❧山野㔛ᑠ学ᰯᰯෆ研ಟ講師
特ูの教⛉㐨ᚨࠊඣ❺のࡿせすࢆ特ูなᨭࠕ
のᣦᑟ࡚ࠖ࠸ࡘ
ᑐ㇟㸸ୖ㒆⏫❧山野㔛ᑠ学ᰯ教職ဨ 24ྡ 
ሙ㸸ୖ㒆⏫❧山野㔛ᑠ学ᰯ 

ᖹᡂ 30
年㸰᭶ 

特ูᨭ学⣭ᅾ⡠ඣ❺のࠊὶ学⣭おࡿࡅ特ูの教⛉ 
㐨ᚨࠊ࡚࠸ࡘ特ูᨭ学⣭ᢸ任のᨭࠊࡸ࡚࠸ࡘ
ὶ学⣭ᢸ任の㐃ᦠのあࡾ᪉なࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂ
しࠊ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(40)㏻⣭ᣦᑟᢸᙜ教ဨ研ಟ講ᗙ講師
άືࠖ❧⮬⛬教育ㄢࠕ
ᑐ㇟㸸රᗜ┴ᑠ中学ᰯ㏻⣭ᢸᙜ教ဨ 73ྡ 
ሙ㸸රᗜ┴⚟♴ࢭン࣮ࢱ 

ᖹᡂ 30
年㸴᭶ 

㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのไ度ࠊ目ᶆࠊᣦᑟෆᐜ࡚࠸ࡘ学ࠊࡧ
⮬❧άືࠊ࡚࠸ࡘ༊ศࠊ㡯目ࡈのලయⓗᣦᑟෆᐜ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏సᡂし講ࢆ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘ

(41)᪂任特ูᨭ学⣭ᢸᙜ教ဨ研ಟ講ᗙ講師
άືのᣦ❧⮬教育ㄢ⛬の⦅ᡂࡓࡌᛂ㞀ᐖࠕ

ᑟࠖ 
ᑐ㇟㸸රᗜ┴ᑠ中学ᰯ特ูᨭ学⣭ᢸᙜ教ဨ 

500ྡ 
ሙ㸸රᗜ┴⚟♴ࢭン࣮ࢱ 

⚄ᡞᕷປᕷẸࢭン࣮ࢱ 
 

ᖹᡂ 30
年㸴᭶ 

特ูᨭࠊ㇟教ဨᑐࡿすࢆ特ูᨭ学⣭のᢸᙜ࡚ࡵึ
学⣭の教育ㄢ⛬の⦅ᡂࠊ࡚࠸ࡘ㞀ᐖ特ᛶの⌮ゎࠊᐇ
ែᢕᥱࠊ⮬❧άືのᣦᑟࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂしࠊ講⩏
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

(42)රᗜ┴❧東ᕤ業高➼学ᰯカ࢘ンࣜࢭンࢢマ
ンࢻ研ಟ講師
࡚ࠖ࠸ࡘ᪉ࡾᨭのあ㞀ᐖ特ᛶの⌮ゎࠕ
ᑐ㇟㸸┴❧東ᕤ業高➼学ᰯ教職ဨ 24ྡ 
ሙ㸸┴❧東ᕤሙ高➼学ᰯ 

ᖹᡂ 30
年㸴᭶ 

Ⓨ㐩㞀ᐖのᇶ♏ⓗな⌮ゎఝయ㦂ࢆ㏻࡚ࡌ⏕ᚐのᚰ
⌮≧ែࢆ⌮ゎすࠊࡶࡿຠᯝⓗなᣦᑟࠊᨭのあࡾ
᪉ࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂし講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(43)රᗜ┴☻西ᆅ༊学⣭⤒Ⴀ（特ูᨭ教育）研
ಟ講師
ಶูのᣦᑟィࢺン࣏᪂学⩦ᣦᑟせ㡿⛣⾜ᮇのࠕ
⏬ࠖ 
ᑐ㇟㸸☻西ᆅ༊ᑠ中学ᰯ特ูᨭ学⣭ᢸ任ཬࡧ

㏻⣭ᣦᑟ教ᐊᢸᙜ⪅ 170ྡ 
ሙᡤ㸸ጲ㊰ᕷẸ㤋大࣮࣍ル 

ᖹᡂ 30
年 7᭶ 

特ูᨭ教育㛵すࠊࡿ学⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞの࣏ンࢺ
ࠊ࡚࠸ࡘಶูのᣦᑟィ⏬のసᡂࡿࡅおάື❧⮬ࠊ
㈨ᩱࢆసᡂし講₇しࠋࡓ 

人間－259



(44)㉥✑ᕷ❧㉥✑中学ᰯᰯෆ研ಟ講師
ࠖࡣのྜ⌮ⓗ㓄៖࡚࠸ࡘ特ูᨭ⏕ᚐの㐍㊰ࠕ
ᑐ㇟㸸㉥✑中学ᰯ教ဨཬࡧ⟶⌮職 30ྡ 
ሙᡤ㸸㉥✑ᕷ❧㉥✑中学ᰯ 

ᖹᡂ 30
年 8᭶ 

中学ᰯの㏻ᖖ学⣭ᅾ⡠すࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࡿ⏕ᚐࡘ
࡚ࡅྥ㐍学ࠊ᪉ἲ࠺⾜の⏕ᚐࢆの⌮ゎ・ၨⓎ࡚࠸
のྜ⌮ⓗ㓄៖のᥦ౪㛵す࠼⪄ࡿ᪉ࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࡶࢆ
 ࠋࡓ講₇し

(45)బ⏝⏫教育研究ᡤ研ಟ講師
᪉ࠖࡵ特ูᨭ教育のලయⓗな㐍ࠕ

ᑐ㇟㸸బ⏝⏫教育研究ᡤᡤဨࠊᑠ学ᰯ・中学ᰯ教
職ဨ 30ྡ 

ሙᡤ㸸బ⏝⏫教育ጤဨ 

ᖹᡂ 30
年 8᭶ 

学⩦ᣦᑟせ㡿のᾏᗏの࣏ンࠊྛࢺ 教⛉➼のᣦᑟお
ࠊ࡚࠸ࡘᣦᑟ・ᨭのᕤ夫ࠊࡸのᕤ夫㓄៖㡯なࡿࡅ
ఝయ㦂ࠊࡸスࣜࢺࢵのసᡂなࠊࡸᐇᢏなྲྀࢆ
⩏సᡂし࡚講ࢆ㈨ᩱ࠺ࡼࡿࡵ῝ࢆゎ⌮ࡽࡀなࢀධࡾ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

(46)高➼学ᰯおࡿࡅ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟᐇ㊶研究業

ᰯෆ研ಟ講師

ࠖࡣࡿゎす⌮ࢆ子ࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࠕ

ᑐ㇟㸸රᗜ┴❧西⬥高➼学ᰯ教ဨ 40ྡ 

ሙᡤ㸸රᗜ┴❧西⬥高➼学ᰯ 

令和元

年㸴᭶ 

高➼学ᰯおࡿࡅ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟࡀ㛤ጞࠊࢀࡉ年目

なࠋࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࡿ⏕ᚐのࠊࡶ⮬യ⾜為ࠊ㠀⾜⾜

為➼ᵝࠎなㄢ㢟のあࡿ⏕ᚐᣦᑟ㠃࡛のᑐᛂࠊࡶⓎ

㐩㞀ᐖࢆ⌮ゎしࡑࠊのᣦᑟ࡚࠸ࡘ⌮ゎ࡛ࠊ࠺ࡼࡿࡁ

ఝయ㦂ࡾྲྀࢆධࡿࢀなし࡚講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(47)┦⏕ᕷ特ูᨭ教育研ಟ講ᗙ

ᣦᑟࡿࡼᣦᑟ・ᨭࠥ㏻⣭ࡿࡅお㏻ᖖの学⣭ࠕ

のຠᯝⓗな㐃ᦠࠥࠖ

ᑐ㇟㸸┦⏕ᕷ学ᰯᅬ教職ဨ 45ྡ 

ሙᡤ㸸┦⏕ᕷᩥ㤋 な࣮࣍ࡉࡂル 

令和元

年 7᭶ 

㏻ᖖの学⣭ᅾ⡠すࡿඣ❺⏕ᚐの⾜ື㠃のࡁࡎࡲࡘ

ࡸの原ᅉື⾜ࠊࡶࢆ᪉࠼⪄ᛂ⏝⾜ືศᯒのࠊ࡚࠸ࡘ

ࡿࡀなࡘኚᐜື⾜ࡸのほᐹの᪉ἲ࡚࠸ࡘの⤖ᯝࡑ

ᣦᑟࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࡶࢆ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㏻⣭ࡿࡼ

ᣦᑟࠊࡶ࡚࠸ࡘ⨨ࡸࡅ㏻ᖖ学⣭の㐃ᦠ࡚࠸ࡘ

⌮ゎࢆᅗࠋࡓࡗ 

(48)ጲ㊰ᕷ❧中学ᰯ特ูᨭ教育࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ

研ಟ

のᙺ࣮ࠖࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ特ูᨭ教育ࠕ

ᑐ㇟㸸ጲ㊰ᕷෆ中学ᰯ教ဨࠊ特ูᨭ学ᰯ教ဨ 

70ྡ 

ሙᡤ㸸ጲ㊰ᕷ❧書㣴ㆤ学ᰯ 

令和元

年 7᭶ 

特ูᨭ教育ࡣ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ学ෆ人࡛あࠊࡾᢸᙜ

の業ົࡑࠊࡵࡓのࡑࠋ࠸↓ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉᅛᐃࡀ⪅

のᘬࡀࡂ⥅ࡁ༑ศ࡛なࠊ࠸ࡀ㐍ࢀࡽࡵな࠸な

ෆの特ูᨭ教育の᥎㐍ᰯࡀࢀࡑࠊࡾあࡀなㄢ㢟ࠎᵝ

࠺ࡼのࠋࡿあࡶス࣮ࢣࡿ࠸࡚ࡗなᘢᐖ࡚࠸お

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࠊࢀධࢆ⩦ᐇࠊかࡿࡅ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ業ົ

(49)明▼ᕷ特ูᨭ研ಟ講ᗙ

ࠖ࠺ࢁ知ࡃヲし࡚࠸ࡘWISC-ϫ➼Ⓨ㐩᳨ᰝࠕ

ᑐ㇟㸸あかしᕷ教育研ಟᡤ特ูᨭ教育ᕼᮃ⪅ 12

ྡ

ሙᡤ㸸明▼ᕷ❧明▼㣴ㆤ学ᰯ

令和元

年 8᭶ 

特ูなᨭࢆせすࡿඣ❺⏕ᚐࡑࠊࡀのⓎ㐩のพฝࡲࡘࡸ

✀ྛࡿࢀࡉ་⒪ᶵ㛵➼࡛ᐇࡵࡓࡿ᥈ࢆのせᅉࡁࡎ

の᳨ᰝ⤖ᯝのሗ࿌ࠊ࡚࠸ࡘの࠺ࡼㄞࡾྲྀࡳᨭ

⏕かすかࠊ࡚࠸ࡘࡇ࠺࠸㈨ᩱࡶࢆ講⩏ࡗ⾜ࢆ

ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ῝ࢆゎ⌮࡚࠸ࡘかす᪉ἲ⏕ᨭࠋࡓ

 ࠋࡓ

(50)⚄ᓮ㒆ᑠ中学ᰯ特ูᨭ教育研ಟ

࡚ࠖ࠸ࡘ➼ᨭࡿᑐすADHDのඣ❺⏕ᚐࠊLDࠕ

ᑐ㇟㸸⚄ᓮ㒆ᑠ中学ᰯ特ูᨭ教育ᢸᙜ⪅➼ 㸲

㸮ྡ 

ሙᡤ㸸⚄Ἑ⏫大Ἑෆಖ健⚟♴ࢭン࣮ࢱ 

令和元

年 8᭶ 

Ⓨ㐩㞀ᐖのあࡿඣ❺⏕ᚐのᣦᑟࠊᨭのලయⓗなあࡾ᪉

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࡶࢆ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘ

㞀ᐖ特ᛶの⌮ゎࠊࣘ ンの授業のᇶ本ࢨࢹルࢧ࣮ࣂࢽ

ⓗな⪃࠼᪉➼࡚࠸ࡘ⌮ゎၨⓎࢆᅗࠋࡓࡗ 

(51)బ⏝⏫教育研ಟᡤ特ูᨭ教育研ಟ講ᗙ

ࠖࡿゎす⌮ࠕࢆࡕࡓࡶ子ࡿせすࢆ特ูなᨭࠕ

ࠖ・・ࡣ

ᑐ㇟㸸బ⏝⏫ᑠ中学ᰯ教ဨ 㸯㸵ྡ 

ሙᡤ㸸బ⏝⏫ᙺሙ 

令和元

年 8᭶ 

特ูなᨭࢆせすࡿඣ❺⏕ᚐのⓎ㐩᳨ᰝ➼のᡤぢࡶࢆ

ࠊ࡚࠸ࡘලయⓗなᨭ᪉ἲの⌮ゎࡉのᅔ㞴ࡑࠊ

講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㞀ᐖ⌮ゎࡵࡓࡿ࠼⪄ࢆఝయ㦂➼ྲྀࢆ

ࡶࢆ㈨ᩱ࡚࠸ࡘࡉの大ษࡇࡿゎす⌮ࡃ正しࠊࢀධࡾ

 ࠋࡓしࢆ⩏講

(52)太子⏫教職ဨ研ಟ

ࡓ࠼ࡲࡩࢆの特ูᨭ教育ࡵࡓの教職ဨの࡚すࠕ

授業సࠖࡾ

ᑐ㇟㸸太子⏫❧ᗂᑠ中学ᰯ教職ဨ 240ྡ 

ሙᡤ㸸太子⏫ᩥ㤋 

令和元

年 8᭶ 

㏻ᖖの学⣭ᅾ⡠すࡿ学⩦ࡸ⏕άᅔ㞴ࢆ♧すඣ❺⏕

ᚐࠊ࡚࠸ࡘの࠺ࡼほᐹしࡁࡎࡲࡘࠊの原ᅉࢆ᥈ࡿ

かࠊࡸࡇ࠺࠸㏻ᖖ学⣭の授業సࠊ࡚࠸ࡘࡾࢆ

ࡗ⾜ࢆ⩏講ࡶࢆ㈨ᩱࠊし࡚ᐇ㊶ⓗなෆᐜࡶ

 ࠋࡓ

(53)高➼学ᰯおࡿࡅ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟᐇ㊶研究業

ᰯෆ研ಟ

࡚ࠖ࠸ࡘ㏻⣭ᣦᑟࡿࡅお高➼学ᰯࠕ

ᑐ㇟㸸රᗜ┴❧ᐆሯ西高➼学ᰯ教職ဨࠊಖㆤ⪅ 40

ྡ 

ሙᡤ㸸රᗜ┴❧ᐆሯ西高➼学ᰯ 

令和元

年 8᭶ 

高➼学ᰯおࡿࡅ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟࡀጞࠊࡾࡲᑐ㇟ᰯ࡛ࡶ

年目ࢆ㏄ࡑࠊࡀࡿ࠸࡚࠼のᣦᑟのあࡾ᪉ᰯ࡚࠸ࡘෆ

࡛ඹ㏻⌮ゎࠊࡵࡓࡿࡵ῝ࢆᴫせ࡚࠸ࡘ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

⮬❧άືࡸಶูのᣦᑟィ⏬ᇶ࡙ࡓ࠸ᣦᑟのあࡾ᪉

 ࠋࡓ講⩏しࠊసᡂしࢆ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘ

人間－260



(54)あかし教育ࢭンࠕ࣮ࢱ特ูᨭ教育研ಟ講ᗙࠖ 

ࡘලయⓗᨭࡽⓎ㐩᳨ᰝの⤖ᯝかࠊ➼WISC-ϫࠕ 

なࠖࡵࡓࡿࡆ 

 ᑐ㇟㸸明▼ᕷᑠ中学ᰯ教職ဨ 㸳㸮ྡ 

 ሙᡤ㸸あかし教育研ಟࢭン࣮ࢱ 

令和元

年 10᭶ 

Ⓨ㐩᳨ᰝのᡤぢࠊࡣ特ูなᨭࢆせすࡿඣ❺⏕ᚐのಖㆤ

⪅かࡽሗᥦ౪し࡚ཷࠊࡾྲྀࡅぢࡀࡇࡿከࡃなࡓࡗ

⌧ᅾの学ᰯ⌧ሙ࡛あࢆࢀࡑࠊࡀࡿㄞࡳゎࠊࡁᨭࡘな

本講ࠋ࠸㞴࠸ゝࡣࡓࡁ࡛⏝άࡤࢀࡅなࡁ࡛ࡀࡇࡿࡆ

のᨭ᪉ἲࡑࠊࡸのᇶ本ⓗなゎ㔘の᪉ࡑࠊ࡚࠸お⩏

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࡶࢆ࡚࠸ࡘ

(55)ణ㤿ᆅᇦ特ูᨭ㐃ᦠ༠㆟ ᣦᑟຓゝ 

 ࡚ࠖࡅྥの教育┦ㄯ・ᨭయไのᐇࡽ᪩ᮇかࠕ

 ᑐ㇟㸸ణ㤿ᆅᇦ特ูᨭ㐃ᦠ༠㆟ ጤဨ 26ྡ 

 ሙᡤ㸸රᗜ┴㇏岡⥲ྜᗇ⯋ 

令和元

年 11᭶ 

᪩ᮇかࡽの教育┦ㄯࡸᨭయไࠊྛ࡚࠸ࡘ 㛵ಀᶵ㛵か

ᑵ学๓ࠋࡓࢀࡉなࡀሗඹ᭷ࠊࡾࡼጤဨࡓࢀࡉጤკࡽ

のẁ㝵࡛࠸ࡽࡃࢀࠊಖㆤ⪅ሗࢆⓎಙしࡾࡼࠊ㐺ษ

なᨭࡿࢀࡽࡅཷࢆ㛵ಀᶵ㛵㐃ᦠࡿࢆか࠺࠸ㄢ

㢟࡚࠸ࡘ大ษ࡚࠸ࡘࡉ特ูᨭ学ᰯの㐃ᦠな

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆຓゝࠊ➼࡚࠸ࡘ⏝スのά࣮ࢯࣜ

 
(56)特ูᨭ教育ኈ㈨᱁ㄆᐃ༠➨㸯㸱ᅇ S.E.N.S

㣴ᡂ࣮ࢼ࣑ࢭᣦᑟᐇ⩦ 

 ᑐ㇟㸸特ูᨭ教育ኈ㣴ᡂ࣮ࢼ࣑ࢭཧ加⪅ 70ྡ 

 ሙᡤ㸸ス࣮࣌スルࣇ⚄ᡞ 

 

令和元

年 12᭶ 

特ูᨭ教育ኈ㈨᱁ྲྀᚓのࡵࡓのࠊ㸰Ἡ㸱᪥の研ಟ講ᗙ

のᢸᙜ講師し࡚㐠Ⴀࠊ講⩏➼ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

ಶูのᣦᑟィ⏬సࡸゎ㔘ࢺス࣓ンࢭෆ࡛のࣉル࣮ࢢ

ᡂ㛵しࠊ㐺ᐅຓゝ᭱ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ⤊ヨ㦂࡚ࡅྥ

のಶࠎのㄢ㢟࡚࠸ࡘのຓゝ➼ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(57)西☻ᆅ༊高➼学ᰯおࡿࡅ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟྜ

ྠ研究 

 ㏻⣭のᣦᑟࠖࡓࡌᛂⓎ㐩ẁ㝵ࠕ

 ᑐ㇟㸸රᗜ┴西☻ᆅ༊ᑠ中高➼学ᰯ教職ဨࠊ⚟

♴㛵ಀᢸᙜ⪅➼  㸵㸶ྡ 

 ሙᡤ㸸රᗜ┴❧太子高➼学ᰯ 

令和 2

年 1᭶ 

ྛ学ᰯ✀ูࠊࡈ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ

学ᰯのඛࡿ࠸ᅾ⡠し࡚ࠊゎし⌮ࢆのⓎ㐩ẁ㝵ࢀࡒࢀ

࡚ࡅྥᑗ᮶の♫ཧ加ࠊのかࡿࢀࡉᒎ㛤ࡀな教育ࢇ

ࡶࢆ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘのかなࡿなᚲせࡀなຊࢇ

講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

(58)රᗜ┴高➼学ᰯ⏕ᚐᣦᑟ༠㆟㜰⚄ᨭ部༠㆟ 

 ࡚ࠖ࠸ࡘのᑐᛂᚲせな⏕ᚐࡀ特ูなᨭࠕ

 ᑐ㇟㸸㜰⚄ᆅ༊⏕ᚐᣦᑟᢸᙜ教ဨ 60ྡ 

 ሙᡤ㸸රᗜ┴❧ᐆሯ西高➼学ᰯ 

令和 2

年 2᭶ 

ၥ㢟⾜ື➼ࠊ⏕ᚐᣦᑟୖㄢ㢟なࡿ⏕ᚐの⾜ືの原ᅉ

なࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗあࡿⓎ㐩㞀ᐖࠊ࡚࠸ࡘの࠺ࡼ⌮

ゎしࠊᑐᛂす࠸ࡼࡤࢀかࠊ࡚࠸ࡘࡇ࠸㈨ᩱࡶࢆ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講

 
(59)高➼学ᰯおࡿࡅ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟᰯෆ研ಟ 

 ⓗ㓄៖ࠖ⌮ྜ教育ࣈࢩル࣮ࢡンࠕ

ᑐ㇟㸸රᗜ┴❧西⬥高➼学ᰯ教職ဨ 40ྡ 

ሙᡤ㸸රᗜ┴❧西⬥高➼学ᰯ 

令和元

年 2᭶ 

年度ෆのᰯෆ研ಟの 2ᅇ目࡛あࠋࡿ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのᑐ

ࢆ᪉࠼⪄ᛂ⏝⾜ືศᯒのࠊ࡚࠸ࡘᚐの⌮ゎ⏕ࡿな㇟

ࢃ㛵࠸なࡣの࡛ࡿすࢆ㈐ྏࡸᑐし࡚ὀព㇟ࠊࡶ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࡶࢆ㈨ᩱ࡚࠸ࡘ᪉ࡾ

 
(60)⚄ᓮ㒆中学ᰯ特ูᨭ教育研ಟ 

࠸ࡘ㏻ᖖ学⣭のຠᯝⓗな㐃ᦠ㏻⣭ᣦᑟ教ᐊࠕ

࡚ࠖ 

 ᑐ㇟㸸⚄ᓮ㒆中学ᰯ㏻⣭ᣦᑟᢸᙜ⪅➼ 20ྡ 

 ሙᡤ㸸රᗜ┴⚟ᓮ⏫❧⚟ᓮ西中学ᰯ 

 

令和 2

年 2᭶ 

中学ᰯおࡿࡅ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのあࡾ᪉ࡲࠊ࡚࠸ࡘ

ලయⓗᣦᑟࡸ⩏のពࡑ࡚࠸ࡘの㐃ᦠ㏻ᖖ学⣭ࠊࡓ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࡶࢆ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘ

(61)➨ 4ᅇ特ูᨭ教育西☻ᆅᇦ㐃ᦠ研ಟᣦᑟ

ຓゝ 

 ᑐ㇟㸸රᗜ┴西☻ᆅᇦ㏻⣭ᣦᑟᢸᙜ教ဨࠊ特ู

ᨭ学ᰯ教ဨ 30ྡ 

 ሙᡤ㸸රᗜ┴❧西ࡲࡾࡣ特ูᨭ学ᰯ 

令和 2

年 2᭶ 

㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのᐇ㊶ሗ࿌ࡀᑠ学ᰯࠊ中学ᰯのᢸᙜ教ဨ

かࡽなࠋࡓࢀࡉᑗ᮶の⮬❧ࡓࡅྥどⅬࢆᣢࡇࡘの㔜

せᛶࠊ㏻⣭ᣦᑟࡀ㏻⣭ᣦᑟ࡛ࡅࡔᐇすࡿの࡛ࡣなࠊࡃ

㏻ᖖ学⣭の㐃ᦠࡀྍḞなࡇࡿなࠊ࡚࠸ࡘຓ

ゝࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

㸳 ࡑの  特なし 

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁ࠊචチ 
ᑠ学ᰯ教ㅍ㸯✀චチ≧ 
 
ᗂ⛶ᅬ教ㅍ㸰✀චチ≧ 
 
特ูᨭ学ᰯ㸯✀චチ≧（知・⫥・） 
 
特ูᨭ教育ኈス࣮࣮ࢨࣂ࣮ࣃ 

 
ᖹᡂ 5
年 3᭶ 
ᖹ ᡂ㸳
年 3᭶ 
ᖹᡂ 26
年 3᭶ 
ᖹᡂ 30
年 4᭶ 

 
ᖹ㸲ᑠ一➨㸯㸳㸱㸵ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 
 
ᖹ㸲ᗂ➨㸲㸵㸳㸯ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 
 
ᖹ㸰㸳特ᨭ➨㸯㸶㸱ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 
 
SV㸯㸶㸫㸮㸯㸮（一⯡㈈ᅋἲ人 特ูᨭ教育ኈ㈨᱁ㄆ
ᐃ༠） 
 

㸰 特チ➼  なし 

人間－261



㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿ特記㡯 
（1）රᗜ┴教育ጤဨ 特ูᨭ教育特ูࢹ࣮ࢥ

  し࡚の業ົ࣮ࢱ࣮ࢿ
 

 
ᖹᡂ 19
年 4 ᭶
㹼27 年
3᭶ 
 

 
特ูᨭ教育特ู࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥし࡚講₇の講
師ࢆẖ年年間㸱ᅇົࡓࡲࠋࡓࡵಖ育ᅬࠊ中学ᰯゼၥࠊ⒪
育ᶵ㛵ゼၥなྛࠊ㛵ಀᶵ㛵の㐃ᦠࢆᅗࠊࡾࡓࡗPTA
研ಟの❧ࠊᐇなࠋࡓࡗ⾜ࡶ特ูᨭ学⣭の᪂タ
の༠ಖ育ᡤࠊの㠃ㄯ⪅ಖㆤࠊ書㢮のసᡂࠊࡾࡓあ
㆟ࠊ学⣭のഛရ➼の㉎ධ⏦ㄳ➼の業ົࢆᢸᙜしࠋࡓ 
年間㸱ᅇࠊᐃᮇⓗᰯෆ㐺正ᑵ学ᣦᑟጤဨࢆ㛤ദしࠊ
ᰯෆの特ูなᨭࢆせすࡿඣ❺࡚࠸ࡘのඹ㏻⌮ゎ
特ูᨭ教育࡚࠸ࡘのၨⓎࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆࡼ
㛵ಀᶵ㛵ࡸ࡚࠸ࡘᙜ㠃のᑐฎࠊ㝶㛤ദしࠊࡣ࡚ࡗ
の㐃⤡ㄪᩚᰯࠊෆのయไのᩚഛなࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 
 （2）特ูᨭ学⣭のᢸ任し࡚の業ົ ᖹᡂ 23

年 㸲᭶
ࠥ ᖹᡂ
26 年㸱
᭶ 
 

⮬㛢・⥴㞀ᐖ特ูᨭ学⣭ࡀ᪂タあࠊࡾࡓ᪂㸯年
⏕ධ学๓かࡽ‽ഛࢆしࠊᢸ任なࠋࡓࡗ教育ᐇ⩦⏕ཷࢆ
ಖࡽᑵ学๓かࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏特ูᨭのᇶ♏の講ࠊࢀධࡅ
ㆤ⪅ࡸヱᙜඣ㠃ㄯࢆしࠊ特ูᨭ学⣭ࢇࡣな学⣭
なのかࢆඣ❺⌮ゎ・ၨⓎすࡵࡓࡿの職ဨのඹ㏻⌮
ゎࢆᅗࡿなࠊᢸ任し࡚学⣭㐠Ⴀࡼࡿࡁ࡛ࡀ
 ࠋࡓᕤ夫しࠊ࠺
ᢸ任な࡚ࡗかࠊࡣࡽᅾ⡠ඣ❺࡚࠸ࡘの᥋し᪉ࡸᣦ
ᑟ・ᨭ࡚࠸ࡘの職ဨ研ಟࢆᐇしࠊὶཬࡧඹྠ学
ࠊᩘ࠸⾜ᴟⓗ✚ࢆ⩦ 年ᚋの目ᶆࢆぢᤣࡓ࠼学⣭㐠Ⴀࢆ
♏特ูᨭのᇶࠊࢀධࡅཷࢆ⏕⩦教育ᐇࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜
ⓗ㡯ࢆᣦᑟしࠋࡓ 
 
 （3）特ูᨭ教育かかࡿ教ဨ㛗ᮇ研ಟὴ㐵業

おࡿࡅ㛗ᮇὴ㐵研ಟཧ加 
 

ᖹᡂ 25
年 4 ᭶
ࠥ26 年
3᭶ 
 

රᗜ┴教育ጤဨかࡽ大㜰教育大学特ูᨭ教育特ู
ᑓᨷ⛉ὴ㐵ࠋࡿࢀࡉ特ูᨭ学ᰯ教ㅍ㸯✀චチ≧
（知・⫥・）ྲྀࢆᚓしࠋࡓ特ูᨭ教育ᴫㄽࠊ知ⓗ㞀
ᐖ教育ࠊ⫥య⮬由教育ࠊᙅ教育ࠊどぬ㞀ᐖ教育ࠊ⫈
ぬ㞀ᐖ教育ࠊゝㄒ㞀ᐖ教育ࠊࡵࡌࡣࢆㄞࡳ書ࡁ㛵すࡿ
どぬᶵ⬟࡚࠸ࡘの研究ࠊࡓࡲࠊᐇᆅ研ಟし࡚ࠊ特ู
ᨭ学ᰯ࡛の教育ᐇ⩦ࠊ大㜰ᗓෆの特ูᨭ学ᰯゼၥࠊ
㏻⣭ᣦᑟ教ᐊゼၥࠊ大㜰་⛉大学 LD 研究༠ຊ࣮ࢱンࢭ
ᚰ⌮᳨ᰝのᐇなࠊࢺス࣓ンࢭࡿ㛵すࡳし࡚ㄞ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
 

（4）රᗜ┴教育ጤဨົᒁ☻西教育ົᡤ 
教育⯆ㄢ任ᣦᑟ特ูᨭ教育ᢸᙜし
࡚の業ົ 

 

ᖹᡂ 27
年 4 ᭶
㹼 
29 年 3
᭶ 
 

 特ูᨭ教育ᢸᙜ۔
・රᗜ┴┴ෆྛᆅの特ูᨭ教育㛵すࡿᣦᑟ研ಟ講ᗙ

の講師ࡿࡵົࢆ 
・西☻教育ົᡤ⟶ෆの特ูᨭ教育㛵すࡿ研ಟ講

ᗙ講師㛤ദཬࡧ㐠Ⴀ 
・特ูᨭ学⣭⦅ᡂཬࡧ教育ㄢ⛬⦅ᡂಀࡿᣦᑟົ     
・特ูᨭ学⣭⦅ᡂのᐇែㄪᰝཬࡾྲྀࡁ⪺ࡧ 
・特ูᨭ学⣭タ⨨ᰯࠊ学ᰯ⏕ά教ဨ㓄⨨ᰯゼၥㄪᰝ

ᣦᑟ 
・特ูᨭ教育యไᩚഛ≧ἣㄪᰝのᐇᣦᑟ 
・☻西ᆅ༊（学⣭⤒Ⴀ）研究のᐇᣦᑟ 
  任⪅研ಟᢸᙜึ۔
・ᆅ༊ูึ任⪅研ಟࠊ一⯡研ಟのᐇ 
・ึ任⪅研ಟかかࡿ㠀ᖖკクဨのጤკົࠊὴ 
 㐵 
 ᑠ中一㈏教育（⩏ົ教育学ᰯ）ᢸᙜ۔
・ᑠ中一㈏教育ᆅ༊ู研ಟの㛤ദ 
 ᑠ学ᰯእᅜㄒ教育ᢸᙜ۔
・ⱥㄒ教育ᆅ༊ู研ಟのᐇ 
 （ྵࢆ特ูᨭ教育のᗂඣ）ᗂඣ教育ᢸᙜ۔
・ᗂඣ教育研ಟのᐇ 
・ᗂඣ教育研究業かかࡿᐇ㊶研究 
・ᗂඣ教育⌮ゎ᥎㐍研ಟのᐇ 
・ᗂ⛶ᅬ教ㅍึ任⪅研ಟのᐇ 
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（5）රᗜ┴❧特ูᨭ教育ࢭン࣮ࢱ 
任ᣦᑟし࡚の業ົ 

 

ᖹᡂ 29
年 4 ᭶
㹼 
ᖹᡂ 31
年 3᭶ 
 
 

 業ົࡿಀ研ಟࡿ㛵す特ูᨭ教育۔
・特ูᨭ学ᰯ㸰年次研ಟ講師 
・᪂任特ูᨭ学⣭ᢸᙜ教ဨ➼研ಟ講師 
・㏻⣭ᣦᑟ教ᐊᢸᙜ教ဨ➼研ಟ講師 
・講師ὴ㐵研ಟ講師 
 教育┦ㄯࡿ㛵す特ูᨭ教育۔
・㹊㹂㸪㸿㹂㹆㹂➼Ⓨ㐩ࡁࡎࡲࡘのあࡿᗂඣ・ඣ❺・
⏕ᚐのಖㆤ⪅ࠊ本人の教育┦ㄯ 

 ጤク研究ဨࡿ㛵す特ูᨭ教育۔
の教育ࡶ子ࡿ㞀ᐖのあࠊࡿᑐす㏻ᖖ学⣭の教ဨࠕ 
ⓗᨭ࡚࠸ࡘの⌮ゎ・ၨⓎࠖ㛵すࡿ研究 

（⊂❧⾜ᨻἲ人ᅜ❧特ูᨭ教育研究ᡤᆅᇦᐇ㊶研究） 
ࢡࢵࣈࢻンࣁの特ูᨭ教育ࡵࡓᑠ中学ᰯのඛ⏕の۔
సᡂ 

 
学⩦㞀ᐖ┦ㄯᐊᑓ㛛┦ㄯဨ ᖹᡂࡈ࠺ࡻࡦ(6) 31

年 4 ᭶

ࠥ ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

රᗜ┴の LDࠊADHD ᭷ࢆ⬟ᢏࡸᑓ㛛ⓗな知㆑ࡿ㛵す➼

すࡿ┦ㄯဨࠊࡀ本人ࠊಖㆤ⪅ࠊ教育㛵ಀ⪅┦ㄯᨭࢆ

ᐊ㛗ࠋࡿᥦ౪すࢆ㐺ษなሗࡿ㛵す➼ADHDࠊLDࠊ࠸⾜

㸯ྡࠊᑓ㛛┦ㄯဨ㸷ྡ࡛ᵓᡂࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᗂඣඣ❺⏕ᚐ

ࠊ࡚ࡗࡼሙྜࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ಶูࢆㄯ業ົ┦ࡿ㛵す

⥅⥆ⓗ┦ㄯあࡀࡇࡿࡓあࠋࡿ 

 

(7)ణ㤿ᆅᇦ特ูᨭ教育㐃ᦠ༠㆟ጤဨ 令 和元

年 10᭶

ࠥ ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

රᗜ┴ణ㤿ᆅᇦの特ูᨭ教育㐃ᦠ༠㆟の学㆑⤒㦂

ᆅᇦෆのྛᕷ⏫教育ጤဨࠊࡣጤဨࠋࡿࡵົࢆጤဨ㛗ࠊ⪅

ࠊ学ᰯ㛵ಀ⪅ࠊ⚟♴㛵ಀ⪅ࠊ┴Ẹᒁ㛵ಀ⪅ࠊ㛵ಀᶵ㛵

ᢸᙜ⪅ࠊົᒁ࡛ᵓᡂࠊࢀࡉテ࣮マᇶ࡙࡚࠸༠㆟ࡀ⾜

ሗのඹ᭷のࡸのな㐃ᦠ学ᰯ㛵ಀᶵ㛵ࠋࡿࢀࢃ

㈗㔜なᶵ࡛あࠊࡾㄢ㢟のあࡿࠊ࡚࠸ࡘ㐺ᐅຓゝ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

 
㸲 ࡑの  なし 

研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

㸯 ⮬๓ࣛスࡗࡇࡻࡕ࡛ࢺ

SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹⴭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ25年㸴᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明治ᅗ書ฟ∧ ➨㸯㸳㸲ྕ  

 

特ูࠕ ᨭ教育のᐇ㊶ሗ

6-7᭶ྕ  ࠖ

 

 

 

 

特ู ᨭ教育࠸࡚ࡘ のᐇ㊶ࢆᥖ載しࡓⴭ書 

㹀㸳ุ   73㡫 

ඹⴭ⪅㸸太田⠜ᚿࠊ高山恵子ࠊ安⸨㝯⏨ࠊ岡野由美

子ࠊ 

    㸱㸱ྡ   

ᢸᙜ部ศ㸸（㹮㸲㸮㹼㹮㸲㸯）どぬ㞀ᐖඣᨭ࠸⾜ࢆ

なࠊࡽࡀSST ྀྲ ࡛㊶ᐇࡔࢇ⤌ࡾ あࠋࡿ⮬㛢のあ

間ࡳఇࡸ⩦ὶ学ࡿࡅお㏻ᖖの学⣭ࠊࡀ❺ඣࡿ

す中࡛ࡈ㐣ࢆ ࢺなࣛࢁ࠸ࢁ࠸ ⤒࠺ฟᅔ㞴ࡸルࣈ

㦂ࡀࡇࡴ✚ࢆከࡀ࠸βࠊ ࢯ࣮ࡓᐃしࢆなሙ㠃ࠎ

ࢺルࣞ࢟ャルスࢩ ࢆලయⓗなᨭࡓࡗ⾜ࢆࢢンࢽ࣮

㏙ࠋࡓ 

 

 㸰 間㐪࠸᥈しࣛ スࡘࢆࢺかࡗ

㹼࡚ࡓのしࡃおࡣなし࣑ࣗࢥ ࢣࢽ

ࢩ࣮ࣙ ン㹼 

 

ඹⴭ ᖹᡂ27年㸵᭶ 明治ᅗ書ฟ∧ ➨㸯㸴㸶ྕ  

 

特ูࠕ ᨭ教育のᐇ㊶ሗ

10-11᭶ྕ  ࠖ

特ู ᨭ教育࠸࡚ࡘ のලయⓗᣦᑟ᪉ἲᐇ㊶ࢆᥖ載

しࡓⴭ書 

B㸳∧  72㡫 

ඹⴭ⪅㸸大ሯ ࠊᵽ口一᐀ࠊἙ村 久 ࠊ岡野由

美子 

    㸱㸯ྡ  

・ᢸᙜ部ศ㸸（p㸲㸵）人のかか࠸࡚ࡘࡾࢃ 㡰ࠊ

ᗎᛶのあࣛࡿ スࢆࢺ࡚ࡗ ヰ࣑ࣗࢥࡸ ࢣ࣮ࢽ ࢩ

ンࣙࢆ高ࡿࡵᐇ㊶࠸࡚ࡘ 㸲ᯛのࣛ ス࠸⏝ࢆࢺ

中࡛ࡿ࠼⪄ࢆの㡰ᗎࡑࠊ࡚ ࢺࣛࢡ࣌㛢ス⮬ࠊ の࣒

あࡿඣ❺ࠊࡀ≀の㇟の๓ᚋࠊࡸࡇࡿ࠼⪄ࢆ୪

࠸࡚ࡘ᪉ ㄝ明ࢆすࡿなのヰ㏻し࡚ ࣑ࢥࠊ

ࢣ࣮ࢽࣗ ࢩࣙ ンのྥ ࠸࡚ࡘ㊶ᐇࡓ目ᣦしୖࢆ ㏙

 ࠋࡓ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸱 ᑠ中学ᰯのඛ⏕のࡓ
ࢻンࣁの特ูᨭ教育ࡵ
 ࢡࢵࣈ

ඹⴭ ᖹᡂ30年12᭶ රᗜ┴❧特ูᨭ教

育ࢭン࣮ࢱ 

ᑠ中学ᰯのඛ⏕のࡵࡓのࠊ特ูᨭ教育

教師ࡓࡵࡲࢆᇶ本ⓗなෆᐜࡿ㛵す

㛵す特ูᨭ教育ࠋࡿのⴭ書࡛あࡁྥ

特ูᨭ学⣭ࠊἲⓗな㡯ࡸᅜのືྥࡿ

ᢸ任のࡵࡓのࡈู✀ࠊの㞀ᐖ特ᛶࡑ

のᣦᑟ・ᨭࠊ教⛉書㑅ᐃࠊ教育ㄢ⛬の

教育ㄢࠊᣦᑟのไ度ࡿࡼ㏻⣭ࠊ᪉ࡳ⤌

⛬の⦅ᡂᣦᑟ᪉ἲࠊ⮬❧άືのあࡾ

᪉ࠊಶูの教育ᨭィ⏬ࠊಶูのᣦᑟィ

⏬の❧࡚᪉なࢆᣦᑟし࡚ࡲ

 ࠋࡓࡵ

A㸲ุ  96㡫 

ඹⴭ⪅㸸ἈộᏲᙪࠊ松本Ṋࠊᇼ井美బࠊ

⸨原しࠊࡾࢆὸ野 ᑦెࠊ岡野由美

子  

ᢸᙜ部ศ㸸 P11ࠥ 26,P45ࠥ 50,P73ࠥ

78,P83ࠥ88,P90ࠥ91࡚࠸ࡘඹⴭࠊᢳฟ

ྍ 

 㸲 特ูᨭ教育⥲ㄽ ඹⴭ ᖹᡂ31年3᭶ 

 

ERPฟ∧ᰴᘧ♫ 

 70㡫 

ᑠ中学ᰯの特ูᨭのྛ㞀ᐖ࡚࠸ࡘ

の特ᚩのㄝ明ࠋ㞀ᐖのᛂࡓࡌ教育ㄢ⛬⦅

ᡂࡑのᣦᑟἲ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 

A6ุ   㡫 

ඹⴭ⪅㸸中島栄之介 

ᢸᙜ部ศ㸸   ᢳฟྍ 

 

（学⾡ㄽᩥ）     

㸯㸬ㄞࡳ書ࡁࡎࡲࡘࡁのあࡿඣ

のᨭࡽのከឤぬά⏝のどⅬか❺

㹼ゐぬ教ᮦ࠸࡚⏝ࢆ 㹼 

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ25年3᭶ 大㜰教育大学特ู ᨭ教育

特ู ᑓᨷ⛉ಟㄽᩥ 㞟 

㸿4ุ26㡫 

ㄞࡳ書ࡁࡎࡲࡘࡁのあࡿඣ❺のどぬㄆ知ࢆຓࡿࡅ

ࡓかしᩥ⏕ࢆゐぬࠊࡵࡓ Ꮠᣦᑟ࠸࡚ࡘ ᐹし⪄ࠊ

༊ษࡈࡾࡲࡲのࡳㄞࠊ教ᮦࡳ㏻ᖖのㄞࠋࡓ

ࡳࡽࡃࡩ⥺のୗࡑࠊのࡶࡓࡅࡘࢆ⥺ୗࡿのあࡾ

ࡳのㄞࢀࡒࢀࡑࠊពし⏝ࢆのの㸱✀㢮ࡶࡓࡏࡓࡶࢆ

㏿度ࢆィ しࠊゐぬ教ᮦの᭷ຠᛶ࠸࡚ࡘ ウ᳨しࠋࡓ 

 

2䠊Ⓨ㐩㞀ᐖ䛾ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛

ඣ❺䜈䛾ㄞ䜏᭩䛝䛾䛴䜎䛪

䛝䛻ᑐ䛩䜛 

ከឤぬά⏝䛾どⅬ䛛䜙䛾ᨭ

䛻㛵䛩䜛୍⪃ᐹ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ30年㸶᭶ 人間教育➨㸯ᕳ➨㸵ྕ

（ P199ࠥ 210） 

㏻ᖖᏛ⣭䛻在⡠䛩䜛Ⓨ㐩㞀ᐖ䛾ྍ⬟ᛶ䛾

䛒䜛ඣ❺䛾䚸ㄞ䜏᭩䛝䛾䛴䜎䛪䛝䛻ᑐ䛩䜛

ᨭ᪉ἲ䛻䛴䛔䛶⪃ᐹ䛧䛯䚹どぬධຊ䜢

⿵ຓ䛩䜛ᡭẁ䛸䛧䛶䚸ゐぬᩍᮦ䜢⏝䛔䛶ㄞ

䜏䛾ᅔ㞴䛥䜢㍍ῶ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸ゐぬᩍ

ᮦ䛿䚸ㄞ䜏䛾㏿ᗘ䜢㐜䛟䛩䜛ഴྥ䛜䛒䜛

䛜䚸ㄞ䜏䜔䛩䛥䜢ឤ䛨䛥䛫䜛ഴྥ䜒䛒䜚䚸ὀ

ព䜢ᣢ⥆䛧䛺䛜䜙ㄞ䜐䛣䛸䛷ㄞ䜏ㄗ䜚䛜ῶ

䜚䚸Ꮫ⩦ຠ⋡䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ䛜♧

၀䛥䜜䛯䚹 

 

 

 

 

3. ▱ⓗ㞀ᐖ䛾䛒䜛ඣ❺⏕

ᚐ䛾ᩍ⫱ㄢ⛬䛸ᣦᑟἲ䛻䛴

䛔䛶 

䇷 ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾ᨵゞ

䛻どⅬ䜢ᙜ䛶䛶 䇷  

 

༢ⴭ ᖹᡂ30年9᭶ ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部

ャ࣮ࢪ 人間教育ࠖࠕルࢼ  

➨㸯ᕳ➨㸶ྕ  

（ p249ࠥ 260） 

ᩍ⫱ㄢ⛬䛾⦅成䛻䛴䛔䛶䚸≉ูᨭᩍ⫱

䜢ᕠ䜛Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿䛾ືྥ䜢䚸☜ㄆ䛧䚸ᩍ

⫱ㄢ⛬⦅成䛾ᇶᮏⓗ䛺⌮ᛕ䚸⦅成䛾ᡭ㡰

䛻䛴䛔䛶ලయⓗ䛻ㄽ䛨䜛䚹ᮏ✏䛿≉ูᨭ

䛾▱ⓗ㞀ᐖ䛻䛴䛔䛶䛾ᩍ⫱ㄢ⛬䛻䛴䛔

䛶䚸ලయⓗ䛺ᣦᑟ᪉ἲ䛻䛚䛡䜛㓄៖㡯

䛻䜒ゝཬ䛩䜛䚹䛭䛾୰䛷䜒䚸⮬❧άື䛾ᨭ

䛸ホ౯䛻䛴䛔䛶䚸ලయⓗ䛺䜢ᣲ䛢

䛶䚸➹⪅䛜ከ䛟䛾Ꮫᰯ䜢ཧほ䛧䚸ᩍ⫱ㄢ⛬

䛸ᣦᑟἲ䜢⾲୍య䛸䛧䛶ᣦᑟ䜢䛧䛶䛝䛯䚸

᪂䛯䛺どⅬ䜢ຍ䛧ㄽ䛨䛯䚹 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

4. 学⩦㞀ᐖࡸὀពḞ㝗ከ

ືᛶ㞀ᐖのྍ⬟ᛶのあࡿ

ඣ❺のㄞࡳᨭの一⪃

ᐹࠥὀពࠊ㞟中ຊのࣉ

ロ࣮チどⅬࢆあ࡚࡚ࠥ 

༢ⴭ ᖹᡂ30年10᭶ ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部

ャ࣮ࢪ 人間教育ࠖࠕルࢼ  

➨㸯ᕳ➨㸷ྕ  

（ p281ࠥ 287） 

ㄞࡳ㌑ࡁのあࡿඣ❺の中ࠊࡣὀពḞ

㝗・ከືᛶ㞀ᐖなのὀព・㞟中ㄢ㢟

のあࡿሙྜࡀあࠋࡿゐぬ教ᮦࠊ࡚ࡗࡼ

ㄞࡳ教ᮦ㞟中ࢆしなࡽࡀㄞࠊ࡛ࡇࡴ

ෆᐜの⌮ゎࡀ㐍ྍࡴ⬟ᛶࡀあࢆࡇࡿ

ᐇ㦂ࡾࡼ⪃ᐹしࠋࡓ 

 

5. 特ูᨭ教育のどⅬか

学⩦ᣦᑟせ㡿のᨵࡓぢࡽ

ゞの࣏ンࢺձ 

ࢩ教育ࣈࢩル࣮ࢡンࠥ

ステ࣒ᵓ⠏のࠥࡵࡓ 
 

ඹⴭ ᖹᡂ30年10᭶ ERPฟ∧ᰴᘧ♫ 

㹮14㹼p15 

ᨵゞࡓࢀࢃ⾜ࡀᑠ学ᰯ・中学ᰯ学⩦ᣦᑟ

せ㡿おࠊࡿࡅ特ูᨭ教育㛵すࡿෆ

ᐜᩚ࡚࠸ࡘ⌮しࡑࠊのୖ࡛ᚋྲྀࡾ⤌

 ࠋࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘ㔜せ㡯ㄢ㢟ࡁࡴ

 

6.特ูᨭ教育のどⅬか

ᑠ中学ᰯ学⩦ᣦᑟࡓぢࡽ

せ㡿のᨵゞの࣏ンࢺղ 

ࠥ教育ㄢ⛬⮬❧άືࠥ 
 

ඹⴭ ᖹᡂ30年11᭶ ERPฟ∧ᰴᘧ♫ 

P14㹼15 

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿おࠊࡿࡅ特ูᨭ学

⣭ࠊ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟの中࡛ࠊᚲせᛂࡌ

࡚ᣦᑟすࡇࡿなࠕࡿ࠸࡚ࡗ⮬❧ά

ᣦࢆලయⓗなᨵゞෆᐜࠊ࡚࠸ࡘࠖື

ᑟ・ᨭ⏕かすࡵࡓのຠᯝⓗなな⪃࠼

᪉ࡸᣦᑟ᪉ἲ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 

 

࠸ᇶ࡙ࢺス࣓ンࢭ .7

特ูの教育ㄢ⛬タᐃࡓ

の一⪃ᐹࠥ特ูᨭ࡚࠸ࡘ

学⣭おࠊࡿࡅಶูのᣦ

ᑟィ⏬ࢆ⏕かす᪥ࠎの教

育άືࠥ 

༢ⴭ ᖹᡂ30年11᭶ ዉⰋ学ᅬ大学人間教

育学部ࢪャ࣮ࢼルࠕ人

間教育ࠖ➨㸯ᕳ➨㸯㸮

ྕ(p299ࠥ308) 

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿おࠊࡣ࡚࠸特ูᨭ学

⣭の教育ㄢ⛬の⦅ᡂࡑࠊ࡚࠸ࡘのᡭ㡰

ࡑࠋࡓࢀࡉつᐃࡀෆᐜなࡁᣦᑟすࡸ

のᐇែᢕᥱࠊಶูのᣦᑟィ⏬ࡑࠊし࡚特

ูの教育ㄢ⛬ࢆᐦ᥋㛵㐃ࡓࡏࡉ

 ࠋࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘ᪉ࡾのあࡑࠊᥦ♧しࢆ

 

8. 特ู ᨭ学⣭ᢸ任の研ಟయ

ไ㛵すࡿ一⪃ᐹ 

特ูࠥ ᨭ教育ࢭン࣮ࢱ 研ಟ講ᗙ

のᐇ࠸࡚ࡘ  ࠥ

༢ⴭ ᖹᡂ30年12᭶ ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部

ャ࣮ࢪ 人間教育ࠖࠕルࢼ ➨㸰

ᕳ➨㸯ྕ (p1ࠥ 10) 

特ูᨭ学⣭のᢸ任特ูᨭ学⣭ᢸᙜ

教ဨ➼研ಟ講ᗙのᐇࡾྲྀࡓࡅྥ⤌

ᐹし⪄࡚࠸ࡘᚋのㄢ㢟≦⌧のࡳ

ࡿᑐす᪂任特ูᨭ学⣭ᢸᙜ教ဨࠋࡓ

研ಟෆᐜࢆᐇすࠊࡵࡓࡿ教職ဨのࢽ

講ᗙࠊᐇしࢆࢺ࣮ࢣン࡚࠸ࡘࢬ࣮

のෆᐜࢆᐇᫎしࡓᐇ㊶ࡸ研ಟ

のあࡾ᪉ࡶ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 

9. 知ⓗ㞀ᐖのあࡿඣ❺⏕ᚐの教

ྜࢆ➼⛉ ⪄一ࡿ㛵すᣦᑟࡓࡏࢃ

ᐹ̿ 㞀ᐖ特ᛶのᙉࢆࡳ⏕かしࡓᣦ

ᑟのᅾࡾ᪉̿  

༢ⴭ ᖹᡂ31年1᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨㸯

㸮㞟 

知ⓗ㞀ᐖのあࡿඣ❺⏕ᚐᑐすࠊࡿຠᯝ

ⓗな教⛉➼ࡓࡏࢃྜࢆᣦᑟのあࡾ᪉

ຠᯝⓗなࠊࡸලయⓗなᣦᑟෆᐜࠊ࡚࠸ࡘ

ᣦᑟのあࡾ᪉ࡣの࠺ࡼなࡶのかࠊල

యⓗᣦᑟࢆᣲࠊࡆㄽࠋࡓࡌ 

10. 㞀ᐖ特ᛶᛂࡓࡌᣦᑟ᪉ἲの

ᕤ夫ࠥ ⮬㛢スࢺࣛࢡ࣌ ࡿのあ࣒

ඣ❺⏕ᚐの⮬❧άື ࠸࡚ࡘ  ࠥ

ඹⴭ ᖹᡂ31年1᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨㸯

㸮㞟 

㞀ᐖ特ᛶᛂࡓࡌᣦᑟ᪉ἲのᕤ夫し

ඣ❺⏕ᚐࡿのあ࣒ࣛࢺࢡ࣌㛢ス⮬ࠊ࡚

ලయⓗᣦᑟࠊ࡚࠸ࡘの⮬❧άື

ࡿࡼ㏻⣭ࡧࡼ特ูᨭ学⣭おࠊࡆᣲࢆ

ᣦᑟおࠊࡿࡅᐇែᢕᥱࡸ目ᶆのタᐃࠊ

⮬❧άືのᣦᑟෆᐜの㑅ᐃ࡚࠸ࡘㄽ

 ࠋࡓࡌ

ඹⴭ⪅㸸松田智子 

 

 11. ㏻ᖖの学⣭おࡿࡅ᪥ᖖάື

し࡚ のࢪࣙࣅ ンࣞࢺ  ࢢンࢽ࣮

ࠖࡿぢࠕࠥ ຊの高ࡾࡲかࠊࡽㄞࡳ

書ࡁ⬟ຊのྥ ࠥୖ  

 

ඹⴭ ᖹᡂ30年12᭶ ᪥本LD学➨㸰ᅇ研究㞟 

ᢒ㘓p 3ࠥ 4 

㏻ᖖ学⣭おࣙࢪࣅࡿࡅンࢽ࣮ࣞࢺン
なࠎᵝࠊ࡚࠸ࡘのຠᯝࡳ⤌ࡾのྲྀࢢ
し学⣭㞟ᅋࠋࡓドし᳨ࡽかࢺス࣓ンࢭ
࡚のྲྀࡀࡳ⤌ࡾ学⣭యཬࡰすຠᯝ
ศᯒࡽかࢱ࣮ࢹࠊ࡚࠸ࡘಶのኚᐜࠊ
Ⓨ⾲し࡚࠸ࡘࡇࡓᐹし⪄ࠊ࠸⾜ࢆ
 ࠋࡓ
ඹⴭ⪅㸸奥村智人 ቑ本ಙ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

12. 特ู ᨭ教育おࡿࡅICT ά

 一⪃ᐹࡿ㛵す⏝

㞀ࠥᐖのあࡿඣ❺⏕ᚐのᨭ࣮ࢶ

ルし࡚ のICTࠥ  

༢ⴭ ᖹᡂ31年㸴᭶ ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部

ャ࣮ࢪ 人間教育ࠖࠕルࢼ ➨㸰

ᕳ➨㸳ྕ (p135ࠥ 143) 

特ูᨭ教育おࡿࡅ ICTά⏝の᭷ຠᛶ

学⩦ᣦᑟせ㡿ࡸἲᨵ正ࠊࡽかࡇࡿあࡀ

のᨵゞお࡚࠸の࠺ࡼ㌿ࢃ⾜ࡀ

ຠᯝⓗなࠊࡓࡲࠊかࡿ࠸࡚ࢀ ICTά⏝

 ࠋࡓࡌㄽ࡚ࡆあࢆᐇ㊶࡚࠸ࡘ

 
13.㏻ᖖの学⣭おࠊࡿࡅ㞀ᐖ⌮ゎ

教育㛵すࡿ授業ᐇ㊶ࠥ Ⓨ㐩㞀ᐖ

のあࡿඣ❺⏕ᚐ⌮ゎࢆᅗࡿ授業ᐇ

㊶ࢆ㏻し࡚  ࠥ

༢ⴭ 令和元年7᭶ ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部

ャ࣮ࢪ 人間教育ࠖࠕルࢼ ➨㸰

ᕳ➨6 （ྕp145ࠥ 153） 

㏻ᖖの学⣭おࠊ࡚࠸Ⓨ㐩㞀ᐖのあࡿඣ

❺⏕ᚐ࡚࠸ࡘの㞀ᐖ⪅⌮ゎ教育のᐇ

ࡸのᐇ㊶᪉ἲࡑࠊࡆᣲࢆࡓࡗ⾜ࢆ㊶

ᡂᯝࠊㄢ㢟ࠊⓎ㐩㞀ᐖ࡚࠸ࡘの㞀ᐖ⌮

ゎ教育の㔜せᛶ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 

 

14.知ⓗⓎ㐩ࢢࣞࡀ ࢰ࣮࣮ ン

⨨しࠊ⮬㛢スࢺࣛࢡ࣌ ၀♧ࡶ࣒

ࠊࡿᑐす❺ඣࡾධᐊࠊࡿࢀࡉ

⯡ᛶᙉ่ ᨭのᐇࡓά⏝し⃭ࢆ

㊶ 

ඹⴭ 令和元年8᭶ ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部

ャ࣮ࢪ 人間教育ࠖࠕルࢼ ➨㸰

ᕳ➨7 （ྕp165ࠥ 173） 

ᅾ⡠教ᐊのධᐊࢆࡾぢࡿࡏ 4年⏕⏨

ඣࠊ㏻⣭ᣦᑟ教ᐊお࡚࠸教ᐊᖐの

࣮ࢺࠊタᐃしࢆ目ᶆࠊ࠸⾜ࢆのᨭࡵࡓ

ື⾜ࠊᐇしࢆ࣒ステࢩ࣮࣑ࣀࢥンエࢡ

ᨵ善ࡀᅗࡓࢀ᳨ࠊ࡚࠸ࡘウࡗ⾜ࢆ

 ࠋࡓ

ඹⴭ⪅㸸ቑ本ಙ 

 

15.特ู ᨭ学⣭お࢟ࡿࡅャࣜ

一⪃ᐹࠥࡿ㛵す教育 ᆅᇦの特

Ⰽࢆ⏕かしࡓ᪥ࠎの教育άື かࡽ

 ࠥ

༢ⴭ 令和元年7᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨㸯

㸯㞟 

ᑠ学ᰯの特ูᨭ学⣭ᅾ⡠すࡿ知ⓗ

㞀ᐖのあࡿඣ❺の࢟ャࣜ教育のᐇ㊶

ά❧⮬ࠊ⩦ᐇ㝿の⏕ά༢元学ࠊ࡚࠸ࡘ

ືのᣦᑟࡑࡶࢆの᥎㐍᪉ἲ

 ࠋࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘ

 

16.㏻⣭ࡿࡼᣦᑟᢸᙜ教ဨの研

ಟయไ㛵すࡿ一⪃ᐹࠥ 特ู ᨭ

教育ࢭン࣮ࢱ の研ಟ講ᗙのᐇ㊶か

ࠥࡽ  

༢ⴭ 令和2年3᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨㸯

㸰㞟 

㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのᢸᙜ教ဨのス࢟ルྥ

ࡘ㊶ᢸᙜ教ဨᜳⓙ研ಟのᐇ࠺ᢸࢆୖ

のࡑࡶࢆࢺ࣮ࢣン講⪅のཷࠊ࡚࠸

講ᗙのෆࠊウし᳨࡚࠸ࡘㄢ㢟ࡸࢬ࣮ࢽ

ᐜᫎしࡓ研ಟのあࡾ᪉࡚࠸ࡘㄽ

 ࠋࡓࡌ

 
     （のࡑ）

教ᮦసᡂࠖࠕ  

㸯 特ูᨭ教育ᰯෆ研ಟ

㈨ᩱ 

 

 

 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ23年㸵᭶ 

 

රᗜ┴బ⏝㒆బ⏝⏫❧ୖ ᭶

ᑠ学ᰯ  

A4ุ10㡫 

 
知ⓗ㞀ᐖࠊ⫥య⮬由ࠊ⮬㛢のあࡿඣ
❺のᇶ本ⓗな≧ែの⌮ゎᐇែᢕᥱの
᪉ἲࠊᣦᑟ・ᨭのᕤ夫࡚࠸ࡘᣦᑟし
特ࡿࢀࢃゝの㞀ᐖ⤌ࡘ㛢の㸱⮬ࠋࡓ
ᛶの⌮ゎලయⓗᨭのᰯࠊ࡚࠸ࡘ
ෆ࡛のᨭのあࡾ᪉࡚࠸ࡘᣦᑟしࠋࡓ
特ูᨭ学⣭ᅾ⡠のඣ❺ࠊࡀὶ学⣭࡛
㐣ࡈすࡁのᨭの᪉ἲࠊࡸ㛵ࡾࢃ᪉の
ᇶ♏ⓗなෆᐜ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 

 

2 教育ᐇ⩦のᡭᘬࡁ 

 

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 23年 8

᭶ 

රᗜ┴❧బ⏝㒆ୖ ᭶ᑠ学ᰯ  

特ู ᨭ教育部 

A4ุ10㡫 

教育ᐇ⩦⏕ࡀ特ูᨭ学⣭࡛ఱ᪥かᐇ
⩦すࡑࠋࡿのᐇ⩦⏕ࢆᑐ㇟ࠕࠊ特ูᨭ
教育ࡣఱか ⛬知ⓗ㞀ᐖの教育ㄢࠕࠖ
ᣦᑟἲ ⛬య⮬由ඣの教育ㄢ⊫ࠕࠖ
ᣦᑟἲ ࡚࠸ࡘఱかࠖࡣⓎ㐩㞀ᐖࠕࠖ
ᣦᑟしࡓ教ᮦ㈨ᩱࠋ 
 

ᣦᑟຓゝࠕ ・講ヰ㈨ᩱࠖ  

1 ⾜ື の⌮由ࡶࢆ 

 

༢ⴭ 

 

ᖹᡂ24年㸶᭶ 

 

㛗ᓮ┴༡島原ᕷ♫⚟♴ἲ

人ࢥスࣔ ス 

A4ุ15㡫 

 
㛗ᓮ┴のඣ❺Ⓨ㐩ᨭࢭン࣮ࢱ職ဨ
ಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟ࠊ⮬㛢ス࣒ࣛࢺࢡ࣌な
࣏のᨭのࡕࡓࡶ子ࡿの㞀ᐖのあ
ゎㄝしࠊ࡚࠸ࡘࢺス࣓ンࢭࡸࢺン
 ࠋࡓ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

2 教ᐊ࡛ ᐙ࡛ࠊ ࢪࣙࣅࡿࡁ࡛ ンࢺ

࣮ࣞ  ࢢンࢽ

༢ⴭ ᖹᡂ25年㸯᭶ 加ྂ ᕝᕷ広ỗᛶⓎ㐩㞀࠸ࡀ

ぶの 

A4ุ16㡫 

ᰯෆおࣙࢪࣅࠊࡿࡅンࢽ࣮ࣞࢺンࢢの
᪉ἲࡑのຠᯝࠊ࡚࠸ࡘᨺㄢᚋのᨭ
࡚࠸ࡘ子ࡶのጼ࡛ゎㄝしࠋࡓ 
 

3 ㏻ᖖ学⣭おࡿࡅⓎ㐩㞀ᐖの

あࡿඣ❺のᨭのᐇែ 

༢ⴭ ᖹᡂ25年㸶᭶ 加ྂ ᕝᕷ広ỗᛶⓎ㐩㞀࠸ࡀ

ぶの 

A4ุ9㡫 

㏻ᖖ学⣭おࠊࡿࡅⓎ㐩㌑ࡁのあࡿඣ
❺のࠊㄞࡳ書ࡁのྥୖࢆᅗࡾྲྀࡵࡓࡿ
࣮ࣞࢺンࣙࢪࣅࢺス࣓ンࢭࠊࡔࢇ⤌
ホ౯ᣦᑟ࡚࠸ࡘᨭの᪉ἲࠊࢢンࢽ
 ࠋࡓࡌㄽ࡚ࡅ㛵㐃ࢆ
 

4 特ู なᨭࢆせすࡿඣ❺⏕ᚐの

⌮ゎᨭ࠸࡚ࡘ  

༢ⴭ ᖹᡂ26年㸵᭶ 大和㒆山ᕷ教育ጤဨ 

A4ุ10㡫 

ዉⰋ┴の教ㅍ 30 ㏻ᖖの学ࠊ㇟ᑐࢆྡ
⣭ᅾ⡠すࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࡿඣ❺⏕ᚐ
のᇶ本ⓗ⌮ゎࡑのලయⓗなᣦᑟ・ᨭ
の᪉ἲ࡚࠸ࡘㄞࡳ書ࡁの㌑ࡁのせᅉ
のࡑᣦᑟࡓしࡶࢆࠊ࡚࠸ࡘ
ຠᯝ࡚࠸ࡘศᯒし᪉ྥᛶࢆᥦ♧しࠋࡓ 
 

ࠖࡿぢࠕ 5 ス࣓ࢭ ンࢺかࡽᨭ

 ࡿ࠼⪄ࢆ

༢ⴭ ᖹᡂ26年㸶᭶ 一⯡♫ᅋἲ人࠺ࡺあ࡚ࡾ  ࠷

A4ุ15㡫 

Ⓨ㐩ࡁࡎࡲࡘのあࡿඣ❺のࠕぢࠖࡿຊ
ࠊ᪉ἲのពࢺス࣓ンࢭの࡚࠸ࡘ
ゎ㔘࡚࠸ࡘලయࢆ♧し࡚ࠋࡓࡵࡲ 
 

6 Ⓨ㐩㞀ᐖのあࡿඣ❺のࠕぢࠖࡿ

ス࣓ࢭ ンࢺかࡽᨭࠋࡿ࠼⪄ࢆ 

༢ⴭ ᖹᡂ27年㸴᭶ ☻Ⓨ㐩ᨭ研究 

A4ุ12㡫 

の一㐃ࡇࠖࡴㄞࠕࡽかࡇࠖࡿぢࠕ
の࣓カࡑ࣒ࢬࢽのࠊ࡚࠸ࡘࡁࡎࡲࡘ
࡚࠸ࡘのᨭࡑの᪉ἲࢺス࣓ンࢭ
なࠊලయⓗなࢆ♧しࠊᕤ夫し࡚ࡲ
 ࠋࡓࡵ
 

7 特ูなᨭࢆせすࡿඣ❺
⏕ᚐのᣦᑟࠖ㹼⮬❧άືの
あࡾ᪉㹼ࠖ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 27 年 7
᭶ 
 

රᗜ┴బ⏝⏫特ูᨭ
教育研ಟ 
A4ุ8㡫 

රᗜ┴⟶⌮職ཬࡧ教ㅍ 20 特㇟ᑐࢆྡ
ูᨭ学⣭の教育ㄢ⛬のἲⓗ根ᣐࠊ教
育ㄢ⛬の⦅ᡂ⌮ᛕࠊ知ⓗ㞀ᐖཬࡧ⫥య
⮬由のあࡿඣ❺⏕ᚐの教育ㄢ⛬のᵓ㐀
άືの❧⮬ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘᣦᑟ᪉ἲ
༊ศࠊ㡯目のヲ⣽のㄝ明ලయⓗなᣦᑟ
ෆᐜのࢆᣲࠊ࡚ࡆ㈨ᩱ‽ഛし࡚ຓゝ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
 

8 Ⓨ㐩㞀ᐖのあࡿ子ࡶの⌮ゎ

ᨭࠥ 子ࡶのࠕぢࠖࡿ ຊの

ス࣓ࢭ ンࠥࢺ  

 

༢ⴭ ᖹᡂ27年㸶᭶ ኳ⌮ᕷ教育ጤဨ 

A4ุ10㡫 
 

ኳ⌮ᕷ❧井ᡞᇽᑠ学ᰯ⟶⌮職ཬࡧ教ㅍ
ࠖࡁ書ࡳㄞࠕࡸຊࠖࡿぢࠕࠊ㇟ᑐࢆ12ྡ
学⩦㞀ᐖのඣ❺⏕ᚐࡿのあࡁࡎࡲࡘ
のᐇែࢆᢕᥱすࡵࡓࡿのࢭス࣓ンࢺ
ᇶ本ⓗなゎ㔘の᪉ࠊWAVESࠖのෆᐜࠕ
ἲࠋࡓࡵࡲࢆ 
 

9 ど知ぬ㛵㐃のࢭス࣓ ンࢺ

࠸࡚ࡘ WࠥAVESの⤖ᯝのゎ㔘ࠥ  

 

༢ⴭ ᖹᡂ27年㸴᭶ ጲ㊰ᕷ教育ጤဨ 

A4ุ10㡫 

රᗜ┴❧特ูᨭ学ᰯ教ㅍཬࡧ特ูᨭ
ᢸᙜ教ㅍ ㌑ࡁ書ࡳㄞࠊ㇟ᑐࢆ14ྡ
࡚࠸ࡘඣ❺⏕ᚐのᣦᑟ・ᨭࡿのあࡁ
ࠊㄆ知⬟ຊࠊᚲせなど知ぬࡵࡓࠖࡴㄞࠕ
ሗฎ⌮㐣⛬の⌮ゎࠕࠊぢࠖࡿຊのࢭ
ス࣓ンࢺの᪉ἲࡑࠊࡓࡲࠊ࡚࠸ࡘのල
యⓗなᨭࠋࡓࡵࡲࠊ࡚࠸ࡘ 
 

10 ྜ⌮ⓗ㓄៖のᥦ౪ࣘ

ࡼンࢨࢹルࢧ࣮ࣂࢽ

 ࡚࠸ࡘ授業ࡿ

 

༢ⴭ ᖹᡂ 27 年 7
᭶ 
 
 

රᗜ┴教育ጤဨ 
特ูᨭㄢ 
A4ุ10㡫 
 

රᗜ┴⮫ⓗ任⏝教ဨ 60 ࠊ㇟ᑐࢆྡ
㏻ᖖの学⣭ᅾ⡠すࡿ学⩦ࡸ⏕άࡘ
のᣦࡑࠊඣ❺⏕ᚐの⌮ゎࡿのあࡁࡎࡲ
ᑟ・ᨭ᪉ἲࢧ࣮ࣂࢽ࡚ࣘ࠸ࡘルࢨࢹ
⩦学ࠊࡾࡃ学⣭࡙ࡃᇶ࡙᪉࠼⪄ンの
ᣦᑟの᪉ἲのᕤ夫ࠊಶู㓄៖のᚲせ
なඣ❺⏕ᚐの⾜ືࠊ学⩦㠃のᅔ㞴ࡉの⌮
ゎࡵࡓࡿࡵ῝ࢆ㈨ᩱࢆ‽ഛし࡚ᣦᑟ
しࠋࡓ 
 

人間－267



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

11 特ูなᨭࢆせすࡿඣ

❺⏕ᚐの⮬❧άືのあࡾ

᪉ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ28年㸶᭶ රᗜ┴ࡘࡓのᕷ教育ጤ

ဨ 

A4ุ16㡫 

රᗜ┴ࡘࡓのᕷ❧ᑠ中学ᰯ特ูᨭ学
⣭ᢸ任 30 特ูᨭ学⣭の教㇟ᑐࢆྡ
育ㄢ⛬のἲⓗ根ᣐࠊ教育ㄢ⛬の⤌ࡳ᪉ࠊ
知ⓗ㞀ᐖཬࡧ⫥య⮬由のあࡿඣ❺⏕ᚐ
の教育ㄢ⛬のᵓ㐀ᣦᑟἲ࡚࠸ࡘ㏙
࠸ࡘᣦᑟࠖのලయⓗෆᐜࡓࡏࢃྜࠕࠋࡓ
㡯目のヲ⣽のㄝࠊάືࠖの༊ศ❧⮬ࠕ࡚
明ලయⓗなᣦᑟෆᐜのࢆᣲࡲ࡚ࡆ
 ࠋࡓࡵ
 

12 Ⓨ㐩㞀ᐖのあࡿඣ❺⏕

ᚐの⌮ゎ学⣭࡙ࡾࡃ 

༢ⴭ ᖹᡂ28年㸶᭶ රᗜ┴⚄Ἑ⏫教育ጤဨ

 

A4ุ23㡫 

⚄Ἑ⏫ᑠ中学ᰯ教職ဨࠊ教育ጤဨࠊ教
育ጤဨᢸᙜ⪅⣙㸶㸮ྡࢆᑐ㇟ࠊ㏻ᖖ
の学⣭のᢸ任ᚲせな特ูᨭඣ❺⏕
ᚐ⌮ゎのあࡾ᪉ࢭࡸス࣓ン࠸ࡘࢺ
࡚ㄽࠋࡓࡌඣ❺⏕ᚐのၥ㢟⾜ືの⫼ᬒ
あࡿ原ᅉ࡚࠸ࡘの⌮ゎࡑࠊのୖࡓ
ࡲ࡚࠸ࡘ᪉ࡾᣦᑟἲ・ᨭのあࡓࡗ
 ࠋࡓࡵ
 
 13 ㏻⣭ᣦᑟのあࡾ᪉㹼教

育ㄢ⛬⮬❧άືのあࡾ

᪉㹼 

༢ⴭ ᖹᡂ 28 年 9 ᭶ 
 
 
   

රᗜ┴西☻ᆅ༊教
育ົᡤ 
A4ุ23㡫 

රᗜ┴西☻ᆅ༊ᑠ中学ᰯ⏕άᨭ教
ဨཬࡧ特ูᨭ学ᰯ教ဨࢆᑐ㇟ࠊ㏻⣭
㇟ᑐࠊの目ⓗࡑࠊ࡚࠸ࡘᣦᑟࡿࡼ
なࡿඣ❺⏕ᚐࠊᣦᑟ間➼のἲⓗ根ᣐ
ᇶ࡙ࡓ࠸ไ度の⌮ゎࠊ目ᶆホ౯࠸ࡘ
࡚ᣦᑟしࡽࡉࠋࡓᑐ㇟なࡿඣ❺⏕ᚐ
のᐇែᢕᥱの᪉ἲࠊ⮬❧άືのලయⓗ
なෆᐜ࡚࠸ࡘᣦᑟࢆ‽ഛし࡚講₇
しࠋࡓ 
 

14 ㏻⣭ᣦᑟ教ᐊ㏻ᖖ学

⣭の㐃ᦠのព⩏ࡑの᪉

ἲ࡚࠸ࡘ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ29年㸯᭶ රᗜ┴ᥬ㱟ᆅ༊教育

ጤဨ 

A4ุ17㡫 

特ูᨭ教育40࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ ࢆྡ
ᑐ㇟ 
㏻⣭ࡿࡼᣦᑟࡑࠊ࡚࠸ࡘの目ⓗࠊᑐ
ᣦᑟ間➼のἲⓗ根ࠊඣ❺⏕ᚐࡿな㇟
ᣐᇶ࡙ࡓ࠸ไ度の⌮ゎࠊ目ᶆホ౯
❺ඣࡿな㇟ᑐࡽࡉࠋࡓᣦᑟし࡚࠸ࡘ
⏕ᚐのᐇែᢕᥱの᪉ἲࠊ⮬❧άືのල
యⓗなෆᐜ࡚࠸ࡘᣦᑟࢆあࡲ࡚ࡆ
 ࠋࡓࡵ
 

15  ಖㆤ⪅の㐃ᦠ ༢ⴭ ᖹᡂ29年㸴᭶ රᗜ┴❧特ูᨭ教

育ࢭン࣮ࢱ 

ࢺン࣏࣮࣡ࣃ 15ᯛ 

特ูᨭ学ᰯ教職⤒㦂㸰年目の教ဨ 70
⪅のಖㆤࡶ子ࡿ㞀ᐖのあࠊ㇟ᑐࢆྡ
のᚰ⌮ⓗഃ㠃の⌮ゎ࠸ࡼࡾࡼࠊ༠ാの
あࡾ᪉ࠊ࡚࠸ࡘࢆあࠊࡆಖㆤ⪅
の㐃ᦠࡀ教育ཬࡰすᙺࢆㄽࠋࡓࡌ 
 

16 授業のࣘ ࣂ࣮ࢽ ンࢨࢹルࢧ

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ29年㸴᭶ රᗜ┴❧ణ㤿㎰業高

➼学ᰯ 

A4ุ8㡫 

රᗜ┴❧ణ㤿㎰業高➼学ᰯの教ဨ➼⣙
ᚐのᇶ⏕ࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࠊ㇟ᑐࢆ40ྡ
本ⓗ⌮ゎࠊの⏕ᚐࢃࡶかࡸࡾす࠸
授業࠺࠸どⅬ࡛の授業ᨵ善のᕤ夫
᪉࠼⪄ンのࢨࢹルࢧ࣮ࣂࢽࣘࠊ࡚࠸ࡘ
 ࠋࡓࡌㄽලయⓗ࡚࠸ࡘ
 
 17教育ㄢ⛬⮬❧άື ༢ⴭ ᖹᡂ 29 年 6

᭶ 

රᗜ┴❧特ูᨭ教

育ࢭン࣮ࢱ 

A4ุ 11㡫 

㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのไ度ࠊ目ᶆࠊᣦᑟෆᐜ
ࠊ༊ศࠊ࡚࠸ࡘάື❧⮬ࠊࡧ学࡚࠸ࡘ
㡯目ࡈのලయⓗᣦᑟෆᐜࠊ࡚࠸ࡘ㈨
ᩱࢆసᡂし講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

18 特ูなᨭࢆせすࡿඣ
❺・⏕ᚐの⌮ゎᨭࠥス
しࢺンࢱスࢩル࣮ࢡ
࡚のᨭ Vol.1ࠥ 
  

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年㸶

᭶ 

⊦ྡᕝ⏫教育ጤဨ 

A4ุ 12㡫 

⊦ྡᕝ⏫ス࣮ࢡルࢩスࢱンࢺ 15 ࢆྡ
ᑐ㇟ࠊ㏻ᖖ学⣭ᅾ⡠すࡿⓎ㐩㞀ᐖの
あࡿඣ❺⏕ᚐ࡚࠸ࡘの⌮ゎ・ᨭのあ
の㐃ᦠのあ学⣭ᢸ任ࠊ࡚࠸ࡘ᪉ࡾ
ࡵࡲ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘࡉ大ษࡸ᪉ࡾ
 ࠋࡓ
 
 

人間－268



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

19 特ูなᨭࢆせすࡿඣ
❺・⏕ᚐのᣦᑟࠊᨭ 
  
 

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年㸶

᭶ 

⊦ྡᕝ⏫教育ጤဨ 

A4ุ 13㡫 

⊦ྡᕝ⏫ᑠ中学ᰯึ任教ဨࢆᑐ㇟ࠊLD
➼のᚰ⌮ⓗఝయ㦂ࢆ㏻し࡚ࠊ書ࡅな
⏕❺ඣࡿのあࡉのᅔ㞴な࠸なࡵㄞࠊ࠸
ᚐのᚰ⌮≧ែࢆ⌮ゎすࠊࡶࡿඣ❺
⏕ᚐの⾜ືかࡑࡽの原ᅉࢆ᥈ࡿ᪉ἲ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩦₇ࠊ࡚࠸ࡘ
 

20 特ูᨭ学ᰯの学⣭⤒
Ⴀඣ❺⏕ᚐ⌮ゎ 
  
 

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年㸶

᭶ 

රᗜ┴❧特ูᨭ教

育ࢭン࣮ࢱ 

A4ุ 11㡫 

特ูᨭ学ᰯ教職⤒㦂㸰年目の教ဨ 70
特ูᨭ学ᰯの学⣭ᢸ任ࠊ㇟ᑐࢆྡ
し࡚ࠊಶูのᣦᑟࠊᨭのあࡾ᪉学⣭
㞟ᅋのᣦᑟࠊࡓࡲࠊ࡚࠸ࡘඣ❺⏕ᚐの
⌮ゎのあࡾ᪉ࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂし
 ࠋࡓ
 

21 රᗜ┴の㏻⣭ᣦᑟの⌧
 ㄢ㢟≦

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年㸶

᭶ 

☻西ᆅ༊ࢺ࣮࣏ࢧ

 ㆟ࢺࢵࢿ

A4ุ 15㡫 

☻西ᆅ༊の特ูᨭ学ᰯࠊ高➼学ᰯࠊ
ᑠ中学ᰯの⟶⌮職ࠊ特ูᨭ教育ࢹ࣮ࢥ
㆟のࢺࢵࢿࢺ࣮࣏ࢧ➼࣮ࢱ࣮ࢿ
ဨࢆᑐ㇟㏻⣭ࡿࡼᣦᑟ㛵すࡿ⌧
❧⮬ඣ❺⏕ᚐのࡀᣦᑟࡿࡼ㏻⣭ࠊ≦
ࢆなᙺ࠺ࡼのᑐし࡚ཧ加♫
ᢸࡿ࠸࡚ࡗのかࠊࢆࡇ࠺࠸ࠊ学⩦ᣦ
ᑟせ㡿ᩥࡸ部⛉学┬のㄪᰝ⤖ᯝ➼ࢆ♧
しࠋࡓ 
 

22 ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ಶู
のᣦᑟィ⏬ 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年㸶

᭶ 

රᗜ┴教育ጤဨ

☻西教育ົᡤ 

A4ุ 15㡫 

☻西ᆅ༊の特ูᨭ学⣭ᢸᙜ教ဨࠊ㏻
⣭ᣦᑟ教ᐊᢸᙜ教ဨ 特ࠊ㇟ᑐࢆ170ྡ
ูᨭ学⣭の教育ㄢ⛬の⦅ᡂの࣏ン
特ࠊ⌮㡯目のᩚάືの༊ศ❧⮬ࠊࡸࢺ
⛬ඣ❺⏕ᚐの教育ㄢࡿ知ⓗ㞀ᐖのあ
のᵓ㐀ࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂしࠋࡓ 
 

23 ど知ぬ㛵㐃のࢭス࣓
ン࡚࠸ࡘࢺ 
ࠥWAVEWSの⤖ᯝのゎ㔘 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年㸷

᭶ 

ጲ㊰ᕷ教育ጤဨ 

A4ุ 24㡫 

රᗜ┴❧特ูᨭ学ᰯの࣮ࢿࢹ࣮ࢥ
⪅ጲ㊰ᕷ❧のᑠ中学ᰯの㏻⣭ᢸᙜࠊ࣮ࢱ
ࠖࡁ書ࡳㄞࠕຊࠖࡿぢࠕࠊ㇟ᑐࢆ18ྡ
ᢕᥱすࢆඣ❺⏕ᚐのᐇែࡿのあࡁ㌑
WAVESࠖのෆᐜࠕࢺス࣓ンࢭのࡵࡓࡿ
ࡗ⾜ࢆ⩏の講࡚࠸ࡘᇶ本ⓗなゎ㔘
ゎࠊのホ౯࡚࠸ࡘの⤖ᯝࡑࠊࡓࡲࠋࡓ
㔘᳨ウࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂしࠊ
講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

24 特ูなᨭࢆせすࡿඣ
❺⏕ᚐのᣦᑟ・ᨭ࠸ࡘ
࡚ 

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年㸷

᭶ 

బ⏝⏫教育ጤဨ 

A4ุ 17㡫 

රᗜ┴బ⏝⏫のᑠ中学ᰯ特ูᨭ教育
㛵♴⚟ࠊ教育ጤဨࠊ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ
ಀ➼ྛ㛵ಀᶵ㛵の 35 ⩦学ࠊ㇟ᑐࢆྡ
ᣦᑟせ㡿のᨵゞの࣏ンࠊ࡚࠸ࡘࢺ
し࡚のᰯෆᨭの࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ
あࡾ᪉ࠊ㛵ಀᶵ㛵の㐃ᦠのあࡾ᪉➼
 ࠋࡓࡵࡲ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘ
 

25 ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟᮇᚅ
άືの❧⮬ࠥࡇࡿࢀࡉ
ලయⓗᣦᑟ᪉ἲࠥ 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年 12

᭶ 

Ἴᕷ教育ጤဨ・⠛

山ᕷ教育ጤဨ 

A4ุ 21㡫 

⠛山ᕷࠊἼᕷの㏻⣭ᣦᑟ教ᐊᢸᙜ⪅ࠊ
教育ጤဨᣦᑟࠊ特ูᨭ学ᰯ࣮ࢥ
ࡿࡼ㏻⣭ࠊ㇟ᑐࢆ25ྡ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ
ᣦᑟおࠊࡿࡅ⌧ሙࡸ高➼学ᰯおࡿࡅ
㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのරᗜ┴おྥືࡿࡅ
元ࢆඣ❺⏕ᚐのᐇែᢕᥱࠊ࡚࠸ࡘ
しࡓ⮬❧άືの㑅ᐃࡸᣦᑟࠊ࡚࠸ࡘ㈨
ᩱࢆసᡂしࠋࡓ 
 
 

人間－269



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

26  ᳨ウ࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸ
ᣦᑟࡽかࢺス࣓ンࢭࠥ
ィ⏬ࠥ 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年 12

᭶ 

特ูᨭ教育ኈ㛗ᓮ

ᨭ部 

A4ุ 11㡫 

特ูᨭ教育ኈ㛗ᓮᨭ部ဨ 70 ᑐࢆྡ
すඣ❺⏕ᚐ♧ࢆᅔ㞴ά⏕ࡸ⩦学ࠊ㇟
のࢭス࣓ンࢺかࠊࡽᣦᑟィ⏬ࢆసࡾฟ
すࡵࡓの࣮ࢣࠊス᳨ウࠊ 
WISC-ϫࠊDTVP2なの࣮࢛ࣇマルࢭス
࣓ンࠊࢺඣ❺⏕ᚐࡸᢸ任ࠊಖㆤ⪅➼か
ス࣓ࢭⓗྜ⥲ࢆほᐹࠊࡾྲྀࡁ⪺のࡽ
ンࢺしࠊ㏻⣭ᣦᑟ教ᐊࠊ㏻ᖖ学⣭ࠊಖㆤ
ࡿ࠼⪄ࢆᣦᑟ目ᶆࠊ࡚࠸ࡘࢀࡒࢀࡑ⪅
᪉ἲ➼࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂしࠋࡓ 
 

27 特ูなᨭࢆせすࡿඣ
❺・⏕ᚐの⌮ゎᨭࠥス
しࢺンࢱスࢩル࣮ࢡ
࡚のᨭࠥVol.2  
 

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年 12

᭶ 

⊦ྡᕝ⏫教育ጤဨ 
A4ุ 10㡫 

⊦ྡᕝ⏫ス࣮ࢡルࢩスࢱンࢺ 15 ࢆྡ
ᑐ㇟ࠊLD ➼のᚰ⌮ⓗఝయ㦂ࢆ㏻し
ඣࡿのあࡉᅔ㞴࠸なࡵㄞࠊ࠸なࡅ書ࠊ࡚
❺⏕ᚐのᚰ⌮≧ែࢆ⌮ゎすࠊࡶࡿ
㸰学ᮇࡓ࠼⤊ࢆⅬ࡛のࡾ㏉ࡾ㸱
学ᮇ࡚ࡅྥの目ᶆのタᐃ࡚࠸ࡘ⪃
ࢺン࣏ࡿぢࢆの⌮由ື⾜ࠊࡓࡲࠋࡓ࠼
 ࠋࡓసᡂしࢆ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘ
 

28 特ูᨭ学⣭の教育ㄢ
⛬の⦅ᡂࡸ年間ィ⏬ࡘ
 ࡚࠸
 

༢ⴭ ᖹᡂ 30 年㸯

᭶ 

රᗜ┴教育ጤဨ
ົᒁῐ㊰教育ົᡤ 
A4ุ 15㡫 

ῐ㊰ᆅ༊ᑠ中学ᰯ特ูᨭ学⣭ᢸ任ࠊ特
ูᨭ教育50࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮ࢥ ᑐࢆྡ
特ูᨭ学⣭の教育ㄢ⛬のᵓ㐀ࠊ㇟
ᣦᑟࠊෆᐜάືの目ᶆ❧⮬ࠊ࡚࠸ࡘ
ン࣏学⩦ᣦᑟせ㡿のᾏᗏのࠊ࡚࠸ࡘ
 ࠋࡓసᡂしࢆ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘࢺ
 

29 特ูなᨭࢆせすࡿඣ
❺のࠊ特ูの教⛉ 㐨ᚨの
ᣦᑟ࡚࠸ࡘ 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 30 年㸰

᭶ 

රᗜ┴㉥✑㒆ୖ㒆⏫
❧山野㔛ᑠ学ᰯ 
A4ุ 11㡫 

ୖ㒆⏫❧山野㔛ᑠ学ᰯの教職ဨ 24 ࢆྡ
ᑐ㇟ࠊ特ูᨭ学⣭ᅾ⡠ඣ❺のࠊὶ
学⣭おࠕࡿࡅ特ูの教⛉ 㐨ᚨࠖࡘ
࡚࠸ࡘ特ูᨭ学⣭ᢸ任のᨭࠊ࡚࠸
᪉なࡾの㐃ᦠのあὶ学⣭ᢸ任ࠊࡸ
 ࠋࡓࡵࡲ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘ
 

30教育ㄢ⛬⮬❧άື 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 30 年㸴

᭶ 

රᗜ┴❧特ูᨭ教
育ࢭン࣮ࢱ 
A4ุ 11㡫 

රᗜ┴ෆのᑠ中学ᰯ㏻⣭ᣦᑟ教ᐊᢸᙜ
教ဨ 73 ᣦᑟのࡿࡼ㏻⣭ࠊ㇟ᑐࢆྡ
ไ度ࠊ目ᶆࠊᣦᑟෆᐜ࡚࠸ࡘ学ࠊࡧ⮬
❧άືࠊ࡚࠸ࡘ༊ศࠊ㡯目ࡈのලయ
ⓗᣦᑟෆᐜࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂしࠋࡓ 
 

31 㞀ᐖᛂࡓࡌ教育ㄢ⛬
の⦅ᡂ⮬❧άືのᣦᑟ 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 30 年㸴

᭶ 

රᗜ┴❧特ูᨭ教
育ࢭン࣮ࢱ 
A4ุ 15㡫 

රᗜ┴ෆのᑠ中学ᰯ࡛࡚ࡵึࠊ特ูᨭ
学⣭のᢸᙜࢆすࡿ教ဨ ࠊ㇟ᑐࢆ500ྡ
特ูᨭ学⣭の教育ㄢ⛬の⦅ᡂ࠸ࡘ
❧⮬ࠊᐇែᢕᥱࠊ㞀ᐖ特ᛶの⌮ゎࠊ࡚
άືのᣦᑟࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂし教育
ㄢ⛬の⌮ゎࠋࡓࡵ῝ࢆ 
 

32 㞀ᐖ特ᛶの⌮ゎᨭ
のあࡾ᪉࡚࠸ࡘ 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 30 年㸴

᭶ 

රᗜ┴❧東ᕤ業高
➼学ᰯ 
A4ุ 15㡫 

රᗜ┴❧東ᕤ業高➼学ᰯの教職ဨ 24
Ⓨ㐩㞀ᐖのᇶ♏ⓗな⌮ゎࠊ㇟ᑐࢆྡ
ఝయ㦂ࢆ㏻࡚ࡌ⏕ᚐのᚰ⌮≧ែࢆ⌮
ゎすࠊࡶࡿຠᯝⓗなᣦᑟࠊᨭの
あࡾ᪉ࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂし₇⩦ࡶ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࡓ࠼
 

33 学⩦ᣦᑟせ㡿⛣⾜ᮇの࣏ン

ಶูࢺ のᣦᑟィ⏬ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ30年7᭶ 
 

රᗜ┴教育ጤဨ
☻西教育ົᡤ 

ࢺン࣏࣮࣡ࣃ 20ᯛ 
A4ุ 10㡫 

රᗜ┴西☻ᆅ༊ᑠ中学ᰯ特ูᨭ学
⣭ᢸ任ཬࡧ㏻⣭ᣦᑟ教ᐊᢸᙜ⪅ ࢆ170ྡ
ᑐ㇟特ูᨭ教育㛵すࠊࡿ学⩦ᣦᑟ
せ㡿ᨵゞἢࡓࡗ教育ㄢ⛬⦅ᡂの࣏
ンࠊࢺ⮬❧άືおࡿࡅಶูのᣦᑟィ
⏬のసᡂࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂしᐇ㝿の
教育ㄢ⛬ࢆẚ㍑ศᯒし講₇しࠋࡓ 
 

人間－270



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

34 㐍㊰࡚࠸ࡘのྜ⌮ⓗ

㓄៖ 

 

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ30年㸶᭶ ㉥✑ᕷ❧㉥✑中学ᰯ 

A4ุ 10㡫 

㉥✑中学ᰯ教ဨཬࡧ⟶⌮職 30 ㇟ᑐࢆྡ
Ⓨ㐩㞀ࡿᅾ⡠す中学ᰯの㏻ᖖ学⣭ࠊ
ᐖのあࡿ⏕ᚐ࡚࠸ࡘの⌮ゎ・ၨⓎࢆ
の⏕ᚐ࠺⾜᪉ἲࠊ㐍学࡚ࡅྥのྜ⌮
ⓗ㓄៖のᥦ౪㛵すࡿ㐺ษな⪃࠼᪉
 ࠋࡓࡵࡲ࡚࠸ࡘ

35 特ูᨭ教育のලయⓗ

な㐍ࡵ᪉ 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年 8 

᭶ 

బ⏝⏫教育ጤဨ 

A4ุ 16㡫 

బ⏝⏫教育研究ᡤᡤဨࠊᑠ学ᰯ・中学ᰯ
教職ဨ 30ྡࢆᑐ㇟ࠊ学⩦ᣦᑟせ㡿の
ᨵゞの࣏ンྛࠊࢺ教⛉➼のᣦᑟお
ᣦᑟ・ᨭࠊࡸのᕤ夫㓄៖㡯なࡿࡅ
のᕤ夫ࠊ࡚࠸ࡘఝయ㦂ࠊࡸスࣜࢺࢵ
のసᡂなࠊࡸᐇᢏなࡾྲྀࢆධࢀ
なࡽࡀ⌮ゎ࠺ࡼࡿࡵ῝ࢆ㈨ᩱࢆసᡂ
し࡚講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

36 高➼学ᰯおࡿࡅⓎ㐩

㞀ᐖのあࡿ子の⌮ゎ 

  

 

༢ⴭ 令和元年㸴

᭶ 
රᗜ┴❧西⬥高➼

学ᰯ 

A4ุ 19㡫 

රᗜ┴❧西⬥高➼学ᰯ教ဨ⣙ ࢆ40ྡ

ᑐ㇟රᗜ┴教育ጤဨ業の一㈏࡛

あࠕࡿ高➼学ᰯおࡿࡅ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟ

ᐇ㊶研究業ࠖのᰯෆ研ಟ࡛㈨ᩱࢆᇶ

ࠊയ⾜為⮬ࠊᚐの⏕ࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࠊ

㠀⾜⾜為➼ᵝࠎなㄢ㢟のあࡿ⏕ᚐᣦᑟ

㠃࡛のᑐᛂࠊࡶⓎ㐩㞀ᐖࢆ⌮ゎ

しࡑࠊのᣦᑟ࡚࠸ࡘ⌮ゎ࡛ࠊ࠺ࡼࡿࡁ

ఝయ㦂ࡾྲྀࢆධࡿࢀなし࡚講⩏ࢆ

 ࠋࡓࡗ⾜

 
37 ㏻ᖖの学⣭おࡿࡅᣦ

ᑟ・ᨭ࡚ࠥ࠸ࡘ㏻⣭

のຠᯝⓗな㐃ᣦᑟࡿࡼ

ᦠࠥ 

  

༢ⴭ 令和元年 7᭶ ┦⏕ᕷ特ูᨭ教育

研ಟ講ᗙ(┦⏕ᕷẸ

㤋) 

A4ุ 24㡫 

┦⏕ᕷ学ᰯᅬ教職ဨ 45ྡࢆᑐ㇟ࠊ 

㏻ᖖの学⣭ᅾ⡠すࡿඣ❺⏕ᚐの⾜ື

㠃のࠊ࡚࠸ࡘࡁࡎࡲࡘᛂ⏝⾜ືศᯒの

の⤖ᯝࡑࡸの原ᅉື⾜ࡶࢆ᪉࠼⪄

なࡘኚᐜື⾜ࠊのほᐹの᪉ἲ࡚࠸ࡘ

ࢆ⩏講ࡶࢆ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘᣦᑟࡿࡀ

ࠊࡶ࡚࠸ࡘᣦᑟࡿࡼ㏻⣭ࠋࡓࡗ⾜

⨨ࡸࡅ㏻ᖖ学⣭の㐃ᦠ࡚࠸ࡘ⌮

ゎࢆᅗࠋࡓࡗ 

 
38 特ูᨭ教育ࢹ࣮ࢥ

 ࡣのᙺ࣮ࢱ࣮ࢿ

  

༢ⴭ 令和元年 7᭶ ጲ㊰ᕷ❧中学ᰯ特ู

ᨭ教育ࢿࢹ࣮ࢥ

 研ಟ࣮ࢱ࣮

A4ุ 19㡫 

ጲ㊰ᕷෆ中学ᰯ教ဨࠊ特ูᨭ学ᰯ教ဨ

ࢥ㓄布し࡚特ูᨭ教育ࢆ㈨ᩱࠊ70ྡ

༑ࡀࡂ⥅ࡁの業ົのᘬ࣮ࢱ࣮ࢿࢹ࣮

ศ࡛なࠊ࠸ࡀ㐍ࢀࡽࡵな࠸な

ෆの特ᰯࠋࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘなㄢ㢟ࠎᵝ

ูᨭ教育の᥎㐍おࡑࠊࡣ࡚࠸のᘬࡁ

ࢣࡿ࠸࡚ࡗなᘢᐖࡀࡉの༑ศࡂ⥅

࣮スࡶあࠋࡿの࠺ࡼ業ົࢆ㐍

ࢆ⩏講ࠊࢀධࢆ⩦ᐇࠊか࠸Ⰻࡤࡅ࠸࡚ࡵ

 ࠋࡓࡗ⾜

 

 39 WISC-ϫ➼Ⓨ㐩᳨ᰝࡘ

 ࠺ࢁ知ࡃヲし࡚࠸

 

༢ⴭ 令和元年 8᭶ 明▼ᕷ特ูᨭ研ಟ

講ᗙ 

A4ุ 19㡫 

あかしᕷ教育研ಟᡤ特ูᨭ教育ཷ講

⪅ ⏕❺ඣࡿせすࢆ特ูなᨭࠊ12ྡ

ᚐࡑࠊࡀのⓎ㐩のพฝࡁࡎࡲࡘࡸのせᅉ

ࡿࢀࡉ་⒪ᶵ㛵➼࡛ᐇࡵࡓࡿ᥈ࢆ

ྛ✀の᳨ᰝ⤖ᯝのሗ࿌ࠊ࡚࠸ࡘのࡼ

ࡇ࠺࠸かすか⏕ᨭࡾྲྀࡳㄞ࠺

ࡗ⾜ࢆ⩏講ࡶࢆ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘ

῝ࢆゎ⌮࡚࠸ࡘかす᪉ἲ⏕ᨭࠋࡓ

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ

 

人間－271



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

40  LDࠊADHDのඣ❺⏕ᚐ

ᑐすࡿᨭ➼࡚࠸ࡘ 

  

༢ⴭ 令和元年 8᭶ ⚄ᓮ㒆ᑠ中学ᰯ特ู

ᨭ教育研ಟ 

A4ุ 25㡫 

⚄ᓮ㒆ᑠ中学ᰯ特ูᨭ教育ᢸᙜ⪅➼ 

ඣ❺⏕ᚐࡿⓎ㐩㞀ᐖのあࠊ㇟ᑐࢆ40ྡ

のᣦᑟࠊᨭのලయⓗなあࡾ᪉࠸ࡘ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࡶࢆ㈨ᩱࠊ࡚

㞀ᐖ特ᛶの⌮ゎࢧ࣮ࣂࢽࣘࠊルࢨࢹ

ンの授業のᇶ本ⓗな⪃࠼᪉➼࡚࠸ࡘ

⌮ゎၨⓎࢆᅗࠋࡓࡗ 

 

41 特ูなᨭࢆせすࡿ子

ࠖࡿゎす⌮ࠕࢆࡕࡓࡶ

 ࡣ

  

༢ⴭ 令和元年 8᭶ బ⏝⏫教育研ಟᡤ特

ูᨭ教育研ಟ講ᗙ 

A4ุ 20㡫 

బ⏝⏫ᑠ中学ᰯ教ဨ 特ูࠊᑐし17ྡ

なᨭࢆせすࡿඣ❺⏕ᚐのⓎ㐩᳨ᰝ➼

のᡤぢࡑࠊࡶࢆのᅔ㞴ࡉの⌮ゎල

యⓗなᨭ᪉ἲࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂ

しࠊ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㞀ᐖ⌮ゎࡓࡿ࠼⪄ࢆ

ゎ⌮ࡃ正しࠊࢀධࡾྲྀࢆ➼ఝయ㦂ࡵ

すࡇࡿの大ษ࡚࠸ࡘࡉ㈨ᩱࡶࢆ

 ࠋࡓしࢆ⩏講

 

42 す࡚の教職ဨのࡵࡓ

の特ูᨭ教育࠼ࡲࡩࢆ

 ࡾ授業సࡓ

  

༢ⴭ 令和元年 8᭶ 太子⏫教職ဨ研ಟ 

A4ุ 19㡫 

太子⏫❧ᗂᑠ中学ᰯ教職ဨ ㇟ᑐࢆ240ྡ

ά⏕ࡸ⩦学ࡿᅾ⡠す㏻ᖖの学⣭ࠊ

ᅔ㞴ࢆ♧すඣ❺⏕ᚐࠊ࡚࠸ࡘの࠺ࡼ

࠸かࡿ᥈ࢆの原ᅉࡁࡎࡲࡘࠊほᐹし

࠸ࡘࡾ㏻ᖖ学⣭の授業సࠊࡸࡇ࠺

ࠊし࡚ᐇ㊶ⓗなෆᐜࡶࢆࠊ࡚

㈨ᩱࡶࢆㄽࠋࡓࡌ 

 
43 高➼学ᰯおࡿࡅ㏻⣭

ᣦᑟ࡚࠸ࡘ 

  

༢ⴭ 令和元年 8᭶ 高➼学ᰯおࡿࡅ㏻

⣭ࡿࡼᣦᑟᐇ㊶研

究業ᰯෆ研ಟ 

（රᗜ┴❧ᐆሯ西高

➼学ᰯ） 

A4ุ 19㡫 

රᗜ┴❧ᐆሯ西高➼学ᰯ教職ဨࠊಖㆤ⪅ 

ࡅお高➼学ᰯࡓ࠼㏄ࢆ㸰年目ࠊ40ྡ

᪉ࡾのᣦᑟのあࡑࠊᣦᑟのࡿࡼ㏻⣭ࡿ

ࠊࡵࡓࡿࡵ῝ࢆෆ࡛ඹ㏻⌮ゎᰯ࡚࠸ࡘ

ᴫせ࡚࠸ࡘ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⮬❧άືࡸ

ಶูのᣦᑟィ⏬ᇶ࡙ࡓ࠸ᣦᑟのあࡾ

᪉ࠊ࡚࠸ࡘ㈨ᩱࢆసᡂしㄝ明しࠋࡓ高

➼学ᰯの特Ⰽࠊࡾࡼㄢ㢟ࡣ␗なࡶࡿの

のྠࡶ࡛ࡇࠊᵝⓎ㐩㞀ᐖのあࡿ⏕ᚐ

のᏑᅾࡸᑐᛂの㔜せᛶࡀあࡘࡇࡿ

 ࠋࡓᣦし࡚࠸

 
44 WISC-ϫ➼ࠊⓎ㐩᳨ᰝの

⤖ᯝかࡽලయⓗᨭࡘ

なࡵࡓࡿࡆ 

  

༢ⴭ 令和元年 10

᭶ 
あかし教育ࢭン࣮ࢱ

特ูᨭ教育研ಟ講

ᗙ 

A4ุ 18㡫 

明▼ᕷᑠ中学ᰯ教職ဨ⣙  ࠊ㇟ᑐࢆ50ྡ

Ⓨ㐩᳨ᰝの⌮ゎ࡚࠸ࡘの講⩏ࡗ⾜ࢆ

ࡿせすࢆ特ูなᨭࠊࡣᰝのᡤぢ᳨ࠋࡓ

ඣ❺⏕ᚐのಖㆤ⪅かࡽሗᥦ౪し࡚

⌧ࡓࡗなࡃከࡀᶵࡿす目ࠊࡾྲྀࡅཷ

ᅾの学ᰯ⌧ሙ࡛あࢆࢀࡑࠊࡀࡿㄞࡳゎ

ࡤࢀࡅなࡁ࡛ࡀࡇࡿࡆなࡘᨭࠊࡁ

ά⏝࡛ࡣࡓࡁゝ࠸㞴ࡑࠋ࠸のᇶ本ⓗな

ゎ㔘の᪉ࡑࠊࡸのᨭ᪉ἲ࡚࠸ࡘ

ࡶࢆㄝ明しࠋࡓ 

 
45 ᪩ᮇかࡽの教育┦ㄯ・

ᨭయไのᐇ࡚ࡅྥ 

  

 

༢ⴭ 令和元年 11

᭶ 

ణ㤿ᆅᇦ特ูᨭ㐃

ᦠ༠㆟ ᣦᑟຓゝ 

 

A4ุ 2㡫 

ణ㤿ᆅᇦ特ูᨭ㐃ᦠ༠㆟ጤဨ 26ྡ

ࡘᨭయไࡸの教育┦ㄯࡽ᪩ᮇかࠊ࡛

ጤဨࡓࢀࡉጤკࡽ㛵ಀᶵ㛵かྛࠊ࡚࠸

ᑵ学๓のẁࠋࡓࢀࡉなࡀሗඹ᭷ࠊࡾࡼ

㝵࡛࠸ࡽࡃࢀࠊಖㆤ⪅ሗࢆⓎಙ

しࡾࡼࠊ㐺ษなᨭࡿࢀࡽࡅཷࢆ㛵ಀᶵ

㛵㐃ᦠࡿࢆか࠺࠸ㄢ㢟ࠊ㐃ᦠඛ

スの࣮ࢯのࣜ特ูᨭ学ᰯなࠊし࡚

ά⏝ࠊ➼࡚࠸ࡘຓゝࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

人間－272



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

46 Ⓨ㐩ẁ㝵ᛂࡓࡌ㏻⣭

のᣦᑟ 

  

 

༢ⴭ 令和 2年 1᭶ 西☻ᆅ༊高➼学ᰯ

ࡿࡼ㏻⣭ࡿࡅお

ᣦᑟྜྠ研究（රᗜ

┴❧太子高➼学ᰯ） 

A4ุ 19㡫 

රᗜ┴西☻ᆅ༊ᑠ中高➼学ᰯ教職ဨࠊ

⚟♴㛵ಀᢸᙜ⪅➼ Ⓨ㐩ẁࠊᑐし78ྡ

㝵ᛂࡓࡌ㏻⣭ᣦᑟのあࡾ᪉࡚࠸ࡘ

ㄝ明しྛࠋࡓ学ᰯ✀ูࠊࡈ㏻⣭ࡼ

のⓎ㐩ࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀᣦᑟࡿ

ẁ㝵ࢆ⌮ゎしࠊᅾ⡠し࡚ࡿ࠸学ᰯのඛ

ᑗ᮶のࠊのかࡿࢀࡉᒎ㛤ࡀな教育ࢇ

♫ཧ加ࢇ࡚ࡅྥなຊࡀᚲせな

సᡂし࡚ㄽࢆ㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘのかなࡿ

 ࠋࡓࡌ

47 特ูなᨭࡀᚲせな⏕

ᚐのᑐᛂ࡚࠸ࡘ 

  

༢ⴭ 令和 2年 2᭶ රᗜ┴高➼学ᰯ⏕ᚐ

ᣦᑟ༠㆟㜰⚄ᨭ部

༠㆟（රᗜ┴❧ᐆሯ

西高➼学ᰯ） 

A4ุ 19㡫 

㜰⚄ᆅ༊⏕ᚐᣦᑟᢸᙜ教ဨ ㇟ᑐࢆ60ྡ

ࡿなᚐᣦᑟୖㄢ㢟⏕ࠊ➼ື⾜ၥ㢟ࠊ

⏕ᚐの⾜ືの原ᅉなࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗ

あࡿⓎ㐩㞀ᐖࠊ࡚࠸ࡘの࠺ࡼ⌮ゎ

しࠊᑐᛂす࠸ࡼࡤࢀか࠸ࡘࡇ࠸

 ࠋࡓࡌㄽࡶࢆ㈨ᩱࠊ࡚

 

教育ࣈࢩル࣮ࢡン 48

ྜ⌮ⓗ㓄៖ 

 

༢ⴭ 令和元年 2᭶ 高➼学ᰯおࡿࡅ㏻

⣭ࡿࡼᣦᑟᐇ㊶

業 ᰯෆ研ಟ（රᗜ

┴❧西⬥高➼学ᰯ） 

A4ุ 13㡫 

 

රᗜ┴❧西⬥高➼学ᰯ教職ဨ  ࠊ40ྡ

年度ෆのᰯෆ研ಟの 2ᅇ目ࢆᐇしࠋࡓ

㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのᑐ㇟なࡿ⏕ᚐの⌮

ゎࠊ࡚࠸ࡘᛂ⏝⾜ືศᯒの⪃࠼᪉ࡶࢆ

のࡿすࢆ㈐ྏࡸᑐし࡚ὀព㇟ࠊ

ࡶࢆ㈨ᩱ࡚࠸ࡘ᪉ࡾࢃ㛵࠸なࡣ࡛

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講

 
49 ㏻⣭ᣦᑟ教ᐊ㏻ᖖ学

⣭のຠᯝⓗな㐃ᦠ࠸ࡘ

࡚ 

  

༢ⴭ 令和 2年 2᭶ ⚄ᓮ㒆中学ᰯ特ูᨭ

教育研ಟ 

A4ุ 15㡫 

⚄ᓮ㒆中学ᰯ㏻⣭ᣦᑟᢸᙜ⪅➼⣙ 20ྡ

ᣦࡿࡼ㏻⣭ࡿࡅお中学ᰯࠊ㇟ᑐࢆ

ᑟのあࡾ᪉࡚࠸ࡘ講⩏ࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ

⩏のពࡑ࡚࠸ࡘの㐃ᦠ㏻ᖖ学⣭ࠊࡓ

࠼⪄άືの❧⮬ࠊ࡚࠸ࡘලయⓗᣦᑟࡸ

᪉ࡸᑗ᮶の⮬❧♫ཧ加࡛のࡘなࠊࡂ

高➼学ᰯおࡿࡅ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのㄝ

明なࢆ㈨ᩱࠋࡓࡗ⾜ࡶࢆ 

 

ࠖ➼⾲学Ⓨࠕ  
 
㸯ࠕ㏻ᖖ学⣭࡛ྲྀࡔࢇ⤌ࡾ
ඣ❺のࠕぢࡿຊࠖのࣉ
ロ࣮チ㹼᪥ᖖάືし࡚
ࣞࢺ・ンࣙࢪࣅࡔࢇ⤌ࡾྲྀ
ࢺス࣓ンࢭࢢンࢽ࣮
㹼ࠖ 

 

 

 

 ̿

 
 
ᖹᡂ 23 年 10
᭶ 

 

 
 
᪥本 LD学➨ 20ᅇ大
 
㊧ぢ学ᅬዪ子大学 
 ⾲Ⓨ࣮ࢱス࣏

ᢒ㘓p268-269 

 

 
 
ẖᮅ⣙㸳ศ間のࣙࢪࣅンࢽ࣮ࣞࢺンࢢ
⌫║㏻ᖖ学⣭のඣ❺のࡓࡗ⾜᭶ࣨᩘࢆ
㐠ືのྥୖの᭷↓᳨ࢆド⣙㸰ࣨ᭶間ࣅࠊ
ࢽ࣮ࣞࢺࡓࡗ⾜ࢆࢢンࢽ࣮ࣞࢺンࣙࢪ
ンࢢᐇ⩌ࢽ࣮ࣞࢺࠊンࢢ㠀ᐇ⩌
ࢺス࣓ンࢭࡿࢃ㛵㐠ື⌫║ࠊ࡚࠸ࡘ
のຠᯝࡑࠊ࠸⾜の๓ᚋ࡛ࢢンࢽ࣮ࣞࢺࢆ
 ࠋࡓᥦし࡚࠸ࡘ

 

㸰ࠕ㏻ᖖ学⣭࡛ྲྀࡔࢇ⤌ࡾ
ඣ❺のࠕぢࡿຊࠖのࣉ
ロ࣮チ㸰㹼᪥ᖖάືし
ࢺ・ンࣙࢪࣅࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡚
ス࣓ンࢭࢢンࢽ࣮ࣞ
 㹼ࠖࢺ

 

 ̿ ᖹᡂ 24 年 10
᭶ 

 

᪥本 LD学➨ 21ᅇ大

 

（ᐑᇛ教育大学） 

 ⾲Ⓨ࣮ࢱス࣏

ᢒ㘓p432-433 

 

๓年度のඣ❺の║⌫㐠ືのྥୖの᭷↓
࠸⣽かࡽࡉࠊᇶࢆド研究⤖ᯝ᳨ࢆ
ンࢽ࣮ࣞࢺンࣙࢪࣅࠊ࠸⾜ࢆࢺス࣓ンࢭ
⏕㸳年ࠋࡓࡗ⾜ࢆド᳨࡚࠸ࡘのຠᯝࢢ
⩌㠀ᐇ⩌ᐇࠊ࡚࠸お⏕㸴年
おࠊ࡚࠸⣙㸳ࣨ᭶のࣙࢪࣅンࢽ࣮ࣞࢺン
ࡓ᪂࡚࠸ࡘ௬ㄝのຠᯝࡑࠊ࠸⾜ࢆࢢ
なᥦࢆしࠋࡓ 
  

㸱ࠕ㏻ᖖ学⣭࡛ྲྀࡔࢇ⤌ࡾ

ඣ❺のࠕぢࡿຊࠖのࣉ

ロ࣮チ㸱㹼᪥ᖖάືし

ࢺ・ンࣙࢪࣅࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡚

ス࣓ンࢭࢢンࢽ࣮ࣞ

 㹼ࠖࢺ
 

 ̿ ᖹᡂ 25 年 11
᭶ 
 

᪥本 LD学➨ 22ᅇ大
（ࢥࣇࢩࣃᶓ） 
 ⾲Ⓨ࣮ࢱス࣏
ᢒ㘓 p474-475 

 

๓年度かࡽ⥅⥆し࡚⣙㸯年間ࠊඣ❺の║
⌫㐠ືのྥୖの᭷↓᳨ࢆドࢽ࣮ࣞࢺン
⤌ࡾྲྀࠋࡓドし᳨ᯝのศᯒ⤖ࡓしࢆࢢ
᭷ពࠊ࡚࠸ࡘ㐲ぢど᳨ᰝࠊの⤖ᯝࡳ
ᕪࡀㄆࢽ࣮ࣞࢺࠊࢀࡽࡵンࢢの᭷⏝ᛶࡀ
ぢࢆࡇࡓࢀࡽᥦしࠋࡓ 
 

人間－273



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

のࡁࡎࡲࡘࡁ書ࡳㄞࠕ4

あࡿඣ❺のࢭス࣓ンࢺ

スࣜࢺ࣓ࢺࣉᣦᑟ㹼オ

㏻ᖖ学⣭㸱⪅のࠊ㏻⣭ࠊࢺ

❧ሙかࡽ㹼 

 

 ̿ ᖹᡂ 28 年 11
᭶ 
 

᪥本 LD学➨ 25ᅇ大
 

 （ᶓࢥࣇࢩࣃ）

⮬ࢩン࣒࢘ࢪ࣏ 

JE㸯 
WEB ㄽᩥ㞟のࡵࡓ子
㈨ᩱなし 

ㄞࡳ書ࡁ㌑ࡁのあࡿඣ❺⏕ᚐのࢭ
ス࣓ンࢺᣦᑟࠊ࡚࠸ࡘ㏻ᖖの学⣭の
教ဨの❧ሙかࡽⓎ⾲しࠋࡓẖᮅのࣙࢪࣅ
ンࢽ࣮ࣞࢺンࢢの⤖ᯝࠊ㏻ᖖの学⣭࡛
ᣦᑟࡿࡼ㏻⣭ࠊ࡚࠸ࡘᣦᑟࡿࡁ࡛
の㐃ᦠࠊ࡚࠸ࡘᥦゝࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
ࠊ奥村智人ࠊ㸸 岩Ọ❳一㑻ࢺスࢪ࣏ンࢩ
ቑ本ಙࠊ岡野由美子 
 
 

㸳 ࠕ特ูᨭ教育おࡅ

㹼ㄞࡳㄞゎຊྥୖのヨࡿ

ࠊどぬ㞀ᐖࡽᅔ㞴かࡁ書ࡳ

⫈ぬ㞀ᐖ࡛ࠥࡲࡿ⮳ 

 

 ̿ ᖹᡂ 30 年 10
᭶ 
 

᪥本特Ṧ教育学 56
ᅇ大⮬ࢩンࢪ࣏
 ࣒࢘
大ࣈ࣮ࣗ࢟ンࣛࢢ）
㜰） 
子㈨ᩱ㹮44 

 ㄞࡳ書ࡁ㌑ࡁのあࡿඣ❺のࢭ
ス࣓ンࢺᣦᑟࠊ࡚࠸ࡘᐇ㊶Ⓨ⾲ࠋⓎ
㐩ẁ㝵ࢆ㋃ࠊࡓ࠼ࡲಶࠎのඣ❺のᣦ
ᑟ・ᨭのあࡾ᪉ࠋࡓࡵࡲ࡚࠸ࡘ 
奥ࠊ加⸨ဴ則ࠊ㸸ᕝᓮ聡大ࢺスࢪ࣏ンࢩ
村智人ࠊ安⸨明ఙ̀̔ࠊ ㇂ᆂຓࠊᵽ口一᐀ࠊ
荻布優子ࠊ松ᓮὈ 
 
 㸴ࠕ㏻⣭ᣦᑟ教ᐊのࡲࢀࡇ

 ࠖࡽかࢀࡇ࡛
㹼ᑠ学ᰯࠊ中学ᰯࠊ高➼学
ᰯの LD㏻⣭ᢸᙜ⪅ࠊࡿࡼ
⌧ሙかࡽのᥦゝ㹼 

 

 ̿ ᖹᡂ 30 年 11
᭶ 
 

᪥本 LD学➨ 27ᅇ大
⮬ࢩン࣒࢘ࢪ࣏
（᪂₲ࢥン࣋ンࣙࢩ
ンࢭン࣮ࢱ） 
子㈨ᩱ㹮59㸫60 
 
 

高➼学ᰯおࡿࡅ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟࠊࡀᖹ
ᡂ 30 年度かࡽጞࢆࡇࡓࡗࡲ㋃ࠊ࠼ࡲ
㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのᢸ࠺ᙺຠᯝⓗな
ᣦᑟ࡚࠸ࡘのᥦゝࠋあࡿ⛬度㌶㐨
ルࢹࣔࠊᣦᑟࡿࡼᑠ中学ᰯの㏻⣭ࡓࡗ
高➼学ᰯの㏻ࡔࢇ⤌ࡾし࡚ᩘ年ྲྀᰯ
⣭ᣦᑟ教ᐊᢸᙜ⪅かࠊࡽ⌧ሙおࡿࡅᐇ
ࡸㄢ㢟ࢆᥦしࠊ⥲ᣓすࠋࡿ 
高ࠊቑ本ಙࠊ㸸ୖ野一ᙪࢺスࢪ࣏ンࢩ
橋⠊ࠊ᱇ᚿಖࠊ岡野由美子 
 

㸵ࠕ㏻⣭ᣦᑟ教ᐊのࡲࢀࡇ

㸰ᙎࠖࠥᑠ➨ࡽかࢀࡇ࡛

学ᰯࠊ中学ᰯࠊ高➼学ᰯの

LD㏻⣭ᢸᙜ⪅ࠊࡿࡼ⌧ሙ

かࡽのᥦゝࠥ 

Ѹ ᖹᡂ 31 年 11
᭶ 

᪥本 LD学➨ 28ᅇ大
⮬ࢩン࣒࢘ࢪ࣏
 （ᶓࢥࣇࢩࣃ）
子㈨ᩱ p67-68 

㏻⣭ࡿࡼᣦᑟのไ度ࡀᑠ学ᰯかࡽ高

➼学ᰯࠊࡾࡼࢀࡇࠋࡓࡗᩚ࡛ࡲⓎ㐩ẁ

㝵ࢆ㋃ࡓ࠼ࡲ㏻⣭ࡿࡼᣦᑟの㔜せᛶ

の㏻⣭ᣦᑟ教ᐊࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠸ቑし࡚ࡀ

ᢸᙜ⪅かࠊࡽ⌧ᅾのㄢ㢟ࡸᚋのᅾࡾ᪉

 ࠋࡿᣓす⥲ࠊしࢆᥦゝ࡚࠸ࡘ

ࠊቑ本ಙࠊ㸸岩Ọ❳一㑻ࢺスࢪ࣏ンࢩ

高橋⠊ࠊⲨ木弘⾜ࠊ岡野由美子 

     

 
 
 

人間－274



 

 

教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2 年 3᭶ 31 ᪥ 

Ặྡ  岡 村 季 光  

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

ᚰ⌮学 青年ᚰ⌮学㸪教育ᚰ⌮学㸪ᒃሙᡤ㸪ᑐ人㛵ಀ㸪⮬ᕫ 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

教育のᐇ㊶ ᖹᡂャࣜ࢟.1 16

年 㸲᭶

㹼 ᖹᡂ

26 年 3

᭶ 

ዉⰋಖ育学㝔࡚㐍㊰ᣦᑟࢆ⥅⥆ⓗࡵࡓ࠺⾜㸪ᖖ教

ဨဨࡀオࣂࢽ࣒スᢸᙜすࠕࡿㄢ㢟研究 ࠋࡓ㛤講しࠖࢆ

授業࡛ࡣ㸪学⏕のᇶ♏⬟ຊྥୖのࡵࡓᒚṔ書సᡂ（ྵ㸬

⮬ᕫ㹎㹐㸪ᚿᮃືᶵ）㸪業⪅ῧ๐ࡿࡼᑠㄽᩥᣦᑟ㸪₎

Ꮠの学⩦ࢆᢸᙜしࠋࡓ㸯ᅇ⏕ᚋᮇ㹼㸰ᅇ⏕๓ᮇ⮳

ࡇࡿႏ㉳すࢆࡅのព㆑࡙㸪学⏕の㐍㊰࠸⾜ࢆ㛤講ࡿ

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ

2.㞀࠸ࡀの⌮ゎཬࡧ㹇㹒ᢏ⬟ྥୖのᐇ㊶ ᖹᡂ 23

年 㸲᭶

㹼 ᖹᡂ

26 年 3

᭶ 

ዉⰋಖ育学㝔の学⏕ࢆᑐ㇟㞀࠸ࡀの⌮ゎཬࡧ㹇㹒

ᢏ⬟ྥୖࢆ目ⓗし ሗฎ⌮ἲࠕ࡚ ᢸࠖᙜ教ဨ㐃ᦠし㸪

⥅ಖ育・教職ᐇ㊶₇⩦ࠖ授業ෆ࡛ࠕࡧ⢭⚄ಖ健ࠖ୪ࠕ

⥆ⓗ㹎㹁୪ࡧ Word㸪Web࣓࣮ル㸪PowerPointࢆ⏝

書⡠ࡿ㛵す࠸ࡀし࡚Ⓨ㐩㞀ㄢ㢟ࡣලయⓗࠋࡓࡏࡉ

ࡧのෆᐜཬࡑ㸪ࡳ㸱௨ୖㄞࡶࡃ᥈し࡚ᑡな࡛ࡽ⮬ࢆ

ᡤᐃᵝᘧのࢆࢺン࣓ࢥ Word ࡛ධຊし㸪ࣇルࢆ Web

࣓࣮ル࡚ῧし㏦す࠺ࡼࡿồྠࡽࡉࠋࡓࡵ✀の

書⡠ࢆㄞࡔࢇ⪅ྠኈࡏࡲ⤌ࢆ࣌㸪PowerPointࢆసᡂ・

Ⓨ⾲ࢆồࠋࡓࡵ知ⓗ㞀࠸ࡀඣ・⪅タᐇ⩦の๓ᚋᙜヱ

ᐇ㊶ࡓࡗ⾜ࢆ⤖ᯝ㸪学⏕の㞀࠸ࡀᑐすࡿ⌮ゎࡀ㐍ࡳ㸪

ル㸪࢟ルのసᡂス࣮࣓ࡧཬࢺ࣮࣏ࣞࡓ࠸⏝ࢆ㹎㹁ࡽࡉ

 ࠋࡓしୖྥࡀル࢟ンスࣙࢩンテ࣮ࢮࣞࣉ

 

ᑐ⟇講ᗙのᢸᙜ ᖹᡂ࣮ࣃル࣊ࣆ.3 23

年 10᭶

㹼 ᖹᡂ

26 年 3

᭶ 

ዉⰋಖ育学㝔࡚ᖹᡂ 23 年度ᚋᮇࡾࡼ㸱年間࣊ࣆル

⾜ࢆᑐ⟇講ᗙのᢸᙜࡧ㈨᱁ྲྀᚓᚿᮃ⪅のເ㞟୪࣮ࣃ

ル・青年࢟スࢢンࣜࢭン࢘ᴫㄽ・カࢢンࣜࢭン࢘㸪カ࠸

ᮇのㄢ㢟࣊ࣆル࣮ࣃの␃ពⅬ࡚࠸ࡘ授業ࡗ⾜ࢆ

⪅の⤖ᯝ㸪㸱年間࡛ᚿ㢪ࡑࠋࡓ 83ྡ中 66ྡのྜ᱁⪅㸪

ྜ᱁⋡⣙ 80㸣のᐇ績ࢆฟしࠋࡓ 

 

4.ึṌのᚰ⌮⤫ィ学ࢱ࣮ࢹࡓ࠸⏝ࢆศᯒฎ⌮のᐇ㊶ ᖹᡂ 28

年 4 ᭶

㹼 ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

ዉⰋ学ᅬ大学࡚ᖹᡂ 28 年度ࡾࡼ㛤講しࠕࡓ人間教育

学࣮ࢼ࣑ࢮルϨ（ᇶ♏）ࠖ 㸪高ᰯのᩘ学Ϩの知㆑࡚࠸お

㏻しࢆᐇ㦂ࡸ㸪ㄪᰝ࠸⏝ࢆṌのᚰ⌮⤫ィ学ึࡓ⏝しࢆ

࡚ྲྀᚓしࢆࢱ࣮ࢹࡓศᯒす࡛ࡇࡿ㸪ᚰ⌮学研究ἲࢆ学

࣮ࢹࡿ࠸࡚ࢀࡉ記載の⤖ᯝ㸪ᚰ⌮学研究ㄽᩥࡑࠋࡔࢇ

ᚲせなᩥ⊩㉎ㄞのึṌⓗゎし㸪༞業研究⌮ࢆのពࢱ

ス࢟ルୖྥࡀしࠋࡓ 

 

5.ㄪᰝཬࡧ⤫ィゎᯒᇶ࡙ࡃ༞業ㄽᩥのᣦᑟ ᖹᡂ 29

年 4 ᭶

㹼 ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

ዉⰋ学ᅬ大学࡚ᖹᡂ 29 年度ࡾࡼ㛤講しࠕࡓ人間教育

学࣮ࢼ࣑ࢮルϩ（ᛂ⏝）ࠖࠕ༞業研究ࠖお࡚࠸㸪ᩥ⊩

ᐇ㦂のᐇ㸪ࡸㄪᰝࡃᇶ࡙ඛ⾜研究のᴫほ㸪௬ㄝࡿࡼ

⤫ィゎᯒおࡿࡅᐇドⓗ᳨ウཬࡧ⪃ᐹࢆ㏻し࡚༞業ㄽ

ᩥのᇳ➹ᣦᑟࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの⤖ᯝ㸪ᖹᡂ 29年度ࡣ 4ྡ㸪

ᖹᡂ 30年度ࡣ 3 ྡ㸪ᖹᡂ 31（令和元）年度ࡣ 1ྡの学

ࡁᇶ࡙ࢱ࣮ࢹࡶ⏕の学ࢀࡎ࠸ᡂし㸪ࢆ༞業ㄽᩥࡀ⏕

⌧㇟のᢕᥱཬࡧ⪃ᐹ࠺⾜ࢆカࢡࢵ࣑ࢹス࢟ルの育ᡂ

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆ
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㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

1.教育ᚰ⌮学テ࢟スࢺඹྠᇳ➹ 

ࠗᨵゞ∧ 教育ᚰ⌮学ධ㛛㸫ᚰ⌮学ࡿࡼ教育᪉ἲ

のᐇ㸫 （࠘ᥖ） 

ᖹᡂ 21

年 10᭶

㹼 ᖹᡂ

28 年㸷

᭶ 

ࠗᨵゞ∧ 教育ᚰ⌮学ධ㛛㸫ᚰ⌮学ࡿࡼ教育᪉ἲの

ᐇ㸫࠘ࢆඹྠᇳ➹しࠋࡓᖇ㷁山大学࡛ᢸᙜすࠕࡿ教育ᚰ

⌮学 （ࠖ教職⛉目㸪㸰年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪ᚲಟ㸰༢）࡚

ᙜヱ教⛉書ࢆ⏝しࠋࡓ 

2.Ⓨ㐩ᚰ⌮学テ࢟スࢺඹྠᇳ➹ 

のᚰ⌮学ࢀู࠸Ⓨ㐩ᚰ⌮学㸫ฟ㐂ࡪ学ࡃしࡉࡸࠗ

㸫 （࠘ᥖ） 

ᖹᡂ 23

年 10᭶

㹼 ᖹᡂ

26 年㸱

᭶ 

のᚰ⌮学㸫࠘ࢀู࠸Ⓨ㐩ᚰ⌮学㸫ฟ㐂ࡪ学ࡃしࡉࡸࠗ

⌮ಖ育のᚰࠕࡿዉⰋಖ育学㝔࡛ᢸᙜすࠋࡓඹྠᇳ➹しࢆ

学Ϩ （ࠖᑓ㛛⛉目㸪㸯年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪ᚲಟ㸰༢）࡚

ᙜヱ教⛉書ࢆ⏝しࠋࡓ 

3.教育ᚰ⌮学テ࢟スࢺඹྠᇳ➹ 

教育ᚰ⌮学 ࢬࢧࢧࢡ㸟教職エࡿかࢃࡃࡼࠗ （࠘

ᥖ） 

ᖹᡂ 30

年 4᭶ 

教育ᚰ⌮学 ࢬࢧࢧࢡ㸟教職エࡿかࢃࡃࡼࠗ ඹྠ࠘ࢆ

ᇳ➹しࠋࡓ 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

1.ዉⰋ学ᅬ大学おࡿࡅ授業満㊊度ンࢺ࣮ࢣ⤖ᯝ ᖹᡂ 29

年度 

๓ᮇࡣ講⩏ෆᐜ・᪉ἲ㛵し࡚యᖹ均 3.25 ẚしᙜ

ヱ教ဨのᖹ均ࡣ 3.38㹼3.41 ࡛あࡾ㸪満㊊度㛵し࡚

యᖹ均 ẚし3.38 3.39㹼3.55࡛あࠋࡓࡗ 

๓ᮇࡣ講⩏ෆᐜ・᪉ἲ㛵し࡚యᖹ均 3.30 ẚしᙜ

ヱ教ဨのᖹ均ࡣ 3.35㹼3.58 ࡛あࡾ㸪満㊊度㛵し࡚

యᖹ均 ẚし3.41 3.38㹼3.80࡛あࠋࡓࡗ 

 

2.ᖇ㷁山大学おࡿࡅ授業満㊊度ンࢺ࣮ࢣ⤖ᯝ ᖹᡂ 31

（ 令和

元 ）年

度 

教ဨの授業㐠Ⴀ࡚࠸ࡘの㡯目（㸵㡯目㸪㸲௳ἲ）ࡣ㸪

๓ᮇお࡚࠸教ဨయのᖹ均 3.29 ẚしᙜヱ教ဨのᖹ

均ࡣ 3.34 ࡛あࡾ㸪10 㡯目࡚ࡀ教ဨయのᖹ均ࡾࡼ

0.01㹼0.22࣏ンୖࢺᅇࠋࡓࡗ 

ᚋᮇお࡚࠸教ဨయのᖹ均 3.33 ẚしᙜヱ教ဨのᖹ

均ࡣ 3.63 ࡛あࡾ㸪10 㡯目࡚ࡀ教ဨయのᖹ均ࡾࡼ

0.19㹼0.43࣏ンୖࢺᅇࠋࡓࡗ 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

1.ዉⰋಖ育学㝔おࡿࡅ教育┦ㄯ業ົ ᖹᡂ 13

年 㸲᭶

㹼 ᖹᡂ

26 年 3

᭶ 

ዉⰋಖ育学㝔࡚学業ᡂ績⪅本人ཬࡧಖㆤ⪅ࢆ

ࠋࡓࡗ⾜ࢆ学業ᣦᑟࡃᇶ࡙ฟし㸪学ᰯᚰ⌮学のぢᆅࡧ

㸪࠸⾜㝶ࢆ学⏕の┦ㄯ業ົࡿ࠼ッࢆ㸪学ᰯ㐺ᛂࡓࡲ

ྠண㜵ⓗ教育┦ㄯ業ົし࡚㐜้・Ḟᖍࡀ目❧ࡘ学

⏕➼㸪͆ࡿࡺࢃ࠸Ẽな͇ࡿ学⏕のᢕᥱཬࡧᑐᛂࢆᖖ

教職ဨྠኈ࡛㐃ᦠࢆᅗࡾなࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡽࡀ 

 

2.ዉⰋዪ子高➼学ᰯのฟ講 ᖹᡂ 21

年 㸲᭶

㹼 ᖹᡂ

26 年 3

᭶ 

学ᰯἲ人ⓑ⸨学ᅬの⣔ิ࡛あࡿዉⰋዪ子高➼学ᰯಖ育

㸯間ᢸ㐌学年ྛࢆಖ育₇⩦ࠖの授業ࠕ࡚ス࣮ࢥ

ᙜすࢆࡇࡿᣏしࠋࡓ㸯・㸰年⏕ࡣⓎ㐩ᚰ⌮学ཬࡧ

教育ᚰ⌮学のᇶ♏ⓗෆᐜࢆ教授し㸪㸱年⏕ࡣ教育ᐇ⩦

ཬࢆ♴⚟ࡧᑓ㛛すࡿ教ဨ㐃ᦠし㸪ྛ ⮬のᑓ㛛ᛶᛂ

 ࠋࡿ࠸⏬・ᐇ㊶し࡚ࢆ授業のᒎ㛤ࡓࡌ

 

3.ዉⰋ学ᅬ大学おࡿࡅ学⏕ᨭࢭン࣮ࢱの࣮ࢣス

㆟ཧ加 

ᖹᡂ 26

年 㸲᭶

㹼 ᖹᡂ

31 年 3

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学࡛ࠊ高ᰯかࡽの⎔ቃの⃭ኚࡸⓎ㐩㞀ᐖ➼

ࠊ㐃ᦠし࡚་⒪ᶵ㛵ࠊᑐし࡚㇟学⏕ၥ㢟⾜ືࡿࡼ

学⏕のカ࢘ンࣜࢭンࢆࢢ⥅⥆ⓗᐃᮇⓗᢸᙜしࡓࡲࠋࡓ

ヱᙜ学⏕かかࡿࢃ教ဨဨᑐしࠕ学⏕ᣦᑟୖの㓄៖

のᡭ⣬ࠖࢆⓎ⾜すࡿなし࡚ࠊカ࢘ンࣜࢭンࢢຠᯝࢆ⤌

⧊ⓗᐇຠあࡶࡿのす࠺ࡼࡿᣦᑟⓗᙺࢆᯝࡓしࠋࡓ

ス࣮ࢣࡿㄽ㆟すࡁࡘ⏕ヱᙜ学ࡾࡲ㞟ࡀ⪅㛵ಀࠊࡓࡲ

㆟ࢆ᭶ 1ᅇのྜ࡛ᐃᮇⓗദしࠋࡓ 
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㸳 ࡑの   

1.ዉⰋಖ育学㝔 教育ಖ育ᑓ㛛ㄢ⛬ ಖ育⛉おࡿࡅ

教育ᐇ績 

ᖹᡂ 12

年 㸲᭶

㹼 ᖹᡂ

26 年 3

᭶ 

  

ዉⰋಖ育学㝔 教育ಖ育ᑓ㛛ㄢ⛬ ಖ育⛉࡚（ᖹᡂ 12

年㸲᭶㹼㠀ᖖ講師㸪ᖹᡂ 13年㸲᭶㹼ᖹᡂ 26年㸱᭶教

育職ဨし࡚）㸪௨ୗの⛉目ࢆᢸᙜしࠋࡓ 

 

Ⓨ㐩ᚰ⌮学（⌧㸬ಖ育のᚰ⌮学Ϩ）ࠖ（ᖹᡂࠕ   12 年㸲᭶

㹼ᖹᡂ 26年㸱᭶ࠋᖹᡂ 23年 10᭶㹼⛉目ྡኚ᭦） 

ዉⰋಖ育学㝔 教育ಖ育ᑓ㛛ㄢ⛬ ಖ育⛉のࠕⓎ㐩ᚰ⌮学

（⌧㸬ಖ育のᚰ⌮学Ϩ）ࠖ（ᑓ㛛⛉目㸪㸯年次㓄ᙜ㸪༙ ᮇ㸪

ᚲಟ㸰༢）お࡚࠸人間のᵝࠎなㅖഃ㠃の⏕ᾭⓎ㐩

㛵すࡿෆᐜの授業࠸⾜ࢆ㸪࡚ࡗࡼࢀࡑ㸪学⏕人間の

ゎ⌮࡚࠸ࡘⓎ㐩ㄢ㢟ࡧⓎ㐩ẁ㝵ཬࡸルࢡࢧࣇࣛ

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࡏࡉ

 
教育ᚰ⌮学ࠕ     （ࠖᖹᡂ 12年 10᭶㹼ᖹᡂ 26年㸱᭶） 

ዉⰋಖ育学㝔 教育ಖ育ᑓ㛛ㄢ⛬ ಖ育⛉のࠕ教育ᚰ⌮

学 （ࠖᑓ㛛⛉目㸪㸯年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪ᚲಟ㸰༢）お࠸

࡚教育・ಖ育⌧ሙ࡛㉳ࡿࡇฟ᮶ࢆᚰ⌮学のどⅬかࡽゎ

ㄝ・ᤊ࠼┤しࢆすࡿᇶ♏ⓗなෆᐜの授業࠸⾜ࢆ㸪ࢀࡑ

ࡅ࡙⨨ᚰ⌮学のࡿࡅお教育・ಖ育⏕㸪学࡚ࡗࡼ

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࡏࡉゎ⌮࡚࠸ࡘ

 

ಖ育⮫ᗋᚰ⌮学Ϩ（⌧㸬ಖ育のᚰ⌮学ϩ）ࠖ（ᖹᡂࠕ     13年

㸲᭶㹼ᖹᡂ 26年㸱᭶ࠋᖹᡂ 23年㸲᭶㹼⛉目ྡኚ᭦） 

ዉⰋಖ育学㝔 教育ಖ育ᑓ㛛ㄢ⛬ ಖ育⛉のࠕಖ育⮫ᗋᚰ

⌮学Ϩ（⌧㸬ಖ育のᚰ⌮学ϩ）ࠖ（ᑓ㛛⛉目㸪㸯年次㓄ᙜ㸪

༙ᮇ㸪ᚲಟ㸯༢）お࡚࠸ᗂඣのᚰⓗ⌮ゎの᪉ἲ㛵

すࡿෆᐜの授業࠸⾜ࢆ㸪࡚ࡗࡼࢀࡑ㸪学⏕子ࡶの

Ⓨ㐩ࡸ知ⓗ⬟ຊ㸪ᛶ᱁㛵すࢭࡿス࣓ンࢺཬࡧಖ育

の㈉⊩࡚࠸ࡘ⌮ゎࡿࡏࡉ教育ຠᯝࡀあࠋࡓࡗ 

 
⢭⚄ಖ健ࠕ     （ࠖᖹᡂ 13年㸲᭶㹼ᖹᡂ 23年㸷᭶） 

ዉⰋಖ育学㝔 教育ಖ育ᑓ㛛ㄢ⛬ ಖ育⛉のࠕ⢭⚄ಖ健ࠖ

（ᑓ㛛⛉目㸪㸰年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪ᚲಟ㸰༢）お࡚࠸

子ࡶの࣓ンࢱル࣊ルス㛵すࡿ授業࠸⾜ࢆ㸪ࡼࢀࡑ

ࡀ教育ຠᯝࡿࡏࡉゎ⌮࡚࠸ࡘ࠸ࡀⓎ㐩㞀⏕㸪学࡚ࡗ

あࠋࡓࡗ 

 

ᖹᡂ）ࠖ（ᴫㄽࢢンࣜࢭン࢘㸬カ⌧）ಖ育⮫ᗋᚰ⌮学ϩࠕ    

13 年 10 ᭶㹼ᖹᡂ 26 年㸱᭶ࠋᖹᡂ 24 年 10 ᭶㹼⛉目ྡ

ኚ᭦ணᐃ） 

ዉⰋಖ育学㝔 教育ಖ育ᑓ㛛ㄢ⛬ ಖ育⛉のࠕಖ育⮫ᗋᚰ

⌮学ϩ（⌧㸬カ࢘ンࣜࢭンࢢᴫㄽ）（ᑓ㛛⛉目㸪㸰年次㓄

ᙜ㸪༙ᮇ㸪ᚲಟ㸯༢）お࡚࠸カ࢘ンࣜࢭンࢢの⌮ㄽ

ཬࡧᐇ㊶㛵すࡿෆᐜの授業࠸⾜ࢆ㸪࡚ࡗࡼࢀࡑ㸪学

あࡀ教育ຠᯝࡿ育ᡂすࢆࢻンマ・ࢢンࣜࢭン࢘カ⏕

 ࠋࡓࡗ

 

2.ᖇ㷁山大学⤒Ⴀሗ学部⤒Ⴀሗ学⛉おࡿࡅ教

育ᐇ績 

ᖹᡂ 17

年 10᭶

㹼 ᖹᡂ

24 年 3

᭶࡛ࡲ 

  

ᖇ㷁山大学 ⤒Ⴀሗ学部⤒Ⴀሗ学⛉の㠀ᖖ講師

し࡚㸪௨ୗの⛉目ࢆᢸᙜしࠋࡓ 

教育ᚰ⌮学ࠕ   （ࠖᖹᡂ 17年 10᭶㹼ᖹᡂ 24年㸱᭶࡛ࡲ） 

ᖇ㷁山大学 ⤒Ⴀሗ学部のࠕ教育ᚰ⌮学 （ࠖ教職⛉目㸪

㸰年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪ᚲಟ㸰༢）お࡚࠸教育⌧ሙ࡛㉳

ᇶࡿすࢆし┤࠼ゎㄝ・ᤊࡽᚰ⌮学のどⅬかࢆฟ᮶ࡿࡇ

♏ⓗなෆᐜの授業࠸⾜ࢆ㸪࡚ࡗࡼࢀࡑ㸪学⏕教育

おࡿࡅᚰ⌮学の⨨࡙࡚࠸ࡘࡅ⌮ゎࡿࡏࡉ教育ຠᯝ

 ࠋࡓࡗあࡀ
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 ᖇ㷁山大学⤒Ⴀሗ学部⤒Ⴀሗ学⛉おࡿࡅ教

育ᐇ績（⥆ࡁ） 
ᚐ・㐍㊰ᣦᑟㄽ⏕ࠕ   （ࠖᪧ㸬教育ᚰ⌮学ϩ）（ᖹᡂ 18 年

㸲᭶㹼ᖹᡂ 23年㸷᭶࡛ࡲ） 

ᖇ㷁山大学 ⤒Ⴀሗ学部のࠕ⏕ᚐ・㐍㊰ᣦᑟㄽ （ࠖᪧ㸬

教育ᚰ⌮学ϩ）（教職⛉目㸪㸱年次㓄ᙜ㸪༙ ᮇ㸪ᚲಟ㸰༢

）お࡚࠸教育⌧ሙおࡿࡅ⏕ᚐ・㐍㊰ᣦᑟの⌮ㄽ

ᐇ㝿の⌧ሙのᵝ子ࢆ⤂介すࡿ授業࠸⾜ࢆ㸪ࡗࡼࢀࡑ

࡚㸪学⏕教育おࡿࡅ⏕ᚐ・㐍㊰ᣦᑟのあࡾ᪉࠸ࡘ

࡚⌮ゎࡿࡏࡉ教育ຠᯝࡀあࠋࡓࡗ 

 

教育┦ㄯࠕ     （ࠖᖹᡂ 18年 10᭶㹼ᖹᡂ 24年㸱᭶࡛ࡲ） 

ᖇ㷁山大学 ⤒Ⴀሗ学部⤒Ⴀሗ学⛉のࠕ教育┦ㄯࠖ

（教職⛉目㸪㸱年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪ᚲಟ㸰༢）お࡚࠸

教育┦ㄯ㛵すࡿ⌮ㄽཬࡧᐇ㊶㛵すࡿෆᐜの授業ࢆ

ࢭン࢘カ⩏教育┦ㄯのព⏕㸪学࡚ࡗࡼࢀࡑ㸪࠸⾜

ࣜンࢢ・マンࢻのᚲせᛶ࡚࠸ࡘ⌮ゎࡿࡏࡉ教育ຠᯝ

 ࠋࡓࡗあࡀ

 

3.ᖇ㷁山大学⌧௦⏕ά学部ᒃఫ✵間ࢨࢹン学⛉

おࡿࡅ教育ᐇ績 

ᖹᡂ 22

年 㸲᭶

㹼 ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

教育ᚰ⌮学ࠕ （ࠖᖹᡂ 22年㸲᭶㹼⌧ᅾࡿ⮳） 

ᖇ㷁山大学 ⌧௦⏕ά学部ᒃఫ✵間ࢨࢹン学⛉のࠕ教

育ᚰ⌮学 （ࠖ教職⛉目㸪㸰年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪ᚲಟ㸰༢）

ࡽᚰ⌮学のどⅬかࢆฟ᮶ࡿࡇ教育⌧ሙ࡛㉳࡚࠸お

ゎㄝ・ᤊ࠼┤しࢆすࡿᇶ♏ⓗなෆᐜの授業࠸⾜ࢆ㸪ࢀࡑ

࠸ࡘࡅ࡙⨨ᚰ⌮学のࡿࡅお教育⏕㸪学࡚ࡗࡼ

࡚⌮ゎࡿࡏࡉ教育ຠᯝࡀあࠋࡓࡗ 

 

教育┦ㄯࠕ     （ࠖᖹᡂ 22年 10᭶㹼⌧ᅾࡿ⮳） 

ᖇ㷁山大学 ⌧௦⏕ά学部ᒃఫ✵間ࢨࢹン学⛉のࠕ教

育┦ㄯ （ࠖ教職⛉目㸪㸱年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪ᚲಟ㸰༢）

お࡚࠸教育┦ㄯ㛵すࡿ⌮ㄽཬࡧᐇ㊶㛵すࡿෆᐜの

授業࠸⾜ࢆ㸪࡚ࡗࡼࢀࡑ㸪学⏕教育┦ㄯのព⩏カ

教ࡿࡏࡉゎ⌮࡚࠸ࡘのᚲせᛶࢻンマ・ࢢンࣜࢭン࢘

育ຠᯝࡀあࠋࡓࡗ 

 

4.ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉おࡿࡅ

教育ᐇ績 

ᖹᡂ 26

年 㸲᭶

㹼 ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

教職⾲⌧ຊ₇⩦Ϩࠕ （ࠖᖹᡂ 26 年㸲᭶㹼ᖹᡂ 29 年㸱᭶

 （࡛ࡲ

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕ教職⾲⌧

ຊ₇⩦Ϩ （ࠖᑓ㛛⛉目㸪㸯年次㓄ᙜ㸪㏻年㸪ᚲಟ㸰༢）

講ࡣ࠸ࡿ㸪あࡿཧ↷すࢆ➼ホㄽᩥࡸ㸪᪂⪺記࡚࠸お

ヰᩥࡁ⫈ࢆ章ࢆసᡂすࡿ授業ࢆᒎ㛤しࡗࡼࢀࡑࠋࡓ

࡚㸪学⏕ゝㄒάືの⫈ࡃ・ㄞࡴ・ヰす・書ࡃ⬟ຊの࠺

ࡘ㌟ࢆ♏章⾲⌧ຊࠖのᇶᩥࠕࡿຊ࡛ࠖあࡃ書ࠕ特ࡕ

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࡅ

 

教職⾲⌧ຊ₇⩦ϩࠕ    （ࠖᖹᡂ 27 年㸲᭶㹼ᖹᡂ 29 年㸱᭶

 （࡛ࡲ

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕ教職⾲⌧

ຊ₇⩦ϩ （ࠖᑓ㛛⛉目㸪㸰年次㓄ᙜ㸪㏻年㸪ᚲಟ㸰༢）

ࣞࢺのࡵࡓࡃ㸪書ࡳㄞࢆなᩥ章ࢡࢵ࣑ࢹカ㸪࡚࠸お

㸪ᩥ章のㄽ⌮ᛶの⌮ゎ㸪ࡣලయⓗࠋࡓࡗ⾜ࢆࢢンࢽ࣮

ࢵスカࢹࡧࡼ᪉㸪書⡠㍯ㄞ㸪ෆᐜⓎ⾲おࡳのㄞࢱ࣮ࢹ

ゝㄒ⏕㸪学࡚ࡗࡼࡳ⤌ࡾのྲྀࡽࢀࡑࠋࡿン࡛あࣙࢩ

άືの⫈ࡃ・ㄞࡴ・ヰす・書ࡃ⬟ຊࡀ㣴ࢀࢃ㸪特ࠕ書

あࡀ教育ຠᯝࡿࡅࡘ㌟ࢆ章⾲⌧ຊࠖᩥࠕࡿຊ࡛ࠖあࡃ

 ࠋࡓࡗ

 

人間－278



 ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉おࡿࡅ

教育ᐇ績（⥆ࡁ） 
教育ᚰ⌮学㸿（ึ➼）ࠖ（ᖹᡂࠕ   27年㸲᭶㹼⌧ᅾࡿ⮳） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕ教育ᚰ⌮

学㸿（ึ➼）ࠖ（ᑓ㛛⛉目㸪㸰年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪ᚲಟ㸰༢

）お࡚࠸㸪ᑵ学๓・ึ➼教育⌧ሙ࡛㉳ࡿࡇฟ᮶ࢆ

ᚰ⌮学のどⅬかࡽゎㄝ・ᤊ࠼┤しࢆすࡿᇶ♏ⓗなෆᐜの

授業࠸⾜ࢆ㸪࡚ࡗࡼࢀࡑ㸪学⏕ᑵ学๓・ึ➼教育

おࡿࡅᚰ⌮学の⨨࡙࡚࠸ࡘࡅ⌮ゎࡿࡏࡉ教育ຠᯝ

 ࠋࡓࡗあࡀ

 

教育ᚰ⌮学㹀（中➼）ࠖ（ᖹᡂࠕ     27年㸲᭶㹼⌧ᅾࡿ⮳） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕ教育ᚰ⌮

学㹀（中➼）ࠖ（ᑓ㛛⛉目㸪㸰年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪㑅ᢥ㸰༢

）お࡚࠸㸪中➼教育⌧ሙ࡛㉳ࡿࡇฟ᮶ࢆᚰ⌮学の

どⅬかࡽゎㄝ・ᤊ࠼┤しࢆすࡿᇶ♏ⓗなෆᐜの授業ࢆ⾜

ᚰ⌮学のࡿࡅお中➼教育⏕㸪学࡚ࡗࡼࢀࡑ㸪࠸

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࡏࡉゎ⌮࡚࠸ࡘࡅ࡙⨨

 

ルϨ（ᇶ♏）ࠖ（ᖹᡂ࣮ࢼ࣑ࢮ人間教育学ࠕ     28 年㸲᭶㹼

⌧ᅾࡿ⮳） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕ人間教育

学࣮ࢼ࣑ࢮルϨ（ᇶ♏）ࠖ（ᑓ㛛⛉目㸪㸱年次㓄ᙜ㸪㏻年㸪

㑅ᢥ㸲༢）お࡚࠸㸪ࣛࣇステ࣮ࢪお࡚࠸特㔜

せどࡿ࠸࡚ࢀࡉ青年ᮇࢆ中ᚰしࡓⓎ㐩の⌮ㄽࢆ学⩦

すࡶࡿ㸪青年ᮇのㅖഃ㠃࡚࠸ࡘᚰ⌮学のどⅬか

ࢯࣃ㸪ࢀධど野ࢆ㸪༞業ㄽᩥࡓࡲࠋࡓࡿࡵ῝ࢆゎ⌮ࡽ

ࢇ⤌ࡾྲྀࡶィのᇶ♏ⓗ知㆑⩦ᚓ⤫ࡧン᧯సᢏ⬟ཬࢥ

ࢱ࣮ࢹࡿ࠸࡚ࢀࡉ記載の⤖ᯝ㸪ᚰ⌮学研究ㄽᩥࡑࠋࡔ

のពࢆ⌮ゎし㸪༞業研究ᚲせなᩥ⊩㉎ㄞのึṌⓗス

 ࠋࡓしୖྥࡀル࢟

 

᪉ἲ㸿（ึ➼）ࠖ（ᖹᡂ教育┦ㄯの⌮ㄽࠕ     28年 10᭶㹼

⌧ᅾࡿ⮳） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕ教育┦ㄯ

の⌮ㄽ᪉ἲ㸿（ึ➼）ࠖ（ᑓ㛛⛉目㸪㸱年次㓄ᙜ㸪༙ ᮇ㸪

ᚲಟ㸰༢）お࡚࠸㸪ึ➼教育⌧ሙおࡿࡅ教育┦ㄯ

のάື୪ࡧカ࢘ンࣜࢭンࢢ㛵すࡿᇶ♏ⓗな知㆑ࢆ

学࡚ࡗࡼࢀࡑࠋࡔࢇ㸪学⏕ึ➼教育おࡿࡅ教育┦

ㄯの⌮ㄽ᪉ἲ࡚࠸ࡘ⌮ゎࡿࡏࡉ教育ຠᯝࡀあࠋࡓࡗ 

 
᪉ἲ㹀（中➼）ࠖ（ᖹᡂ教育┦ㄯの⌮ㄽࠕ    28年 10᭶㹼

⌧ᅾࡿ⮳） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕ教育┦ㄯ

の⌮ㄽ᪉ἲ㹀（中➼）ࠖ（ᑓ㛛⛉目㸪㸱年次㓄ᙜ㸪༙ ᮇ㸪

㑅ᢥ㸰༢）お࡚࠸㸪中➼教育⌧ሙおࡿࡅ教育┦ㄯ

のάື୪ࡧカ࢘ンࣜࢭンࢢཬࡧᚰ⌮教育㛵すࡿᇶ

♏ⓗな知㆑ࢆ学࡚ࡗࡼࢀࡑࠋࡔࢇ㸪学⏕中➼教育

おࡿࡅ教育┦ㄯの⌮ㄽ᪉ἲ࡚࠸ࡘ⌮ゎࡿࡏࡉ教育

ຠᯝࡀあࠋࡓࡗ 

 

ಖ育┦ㄯᨭࠕ    （ࠖᖹᡂ 28年 10᭶㹼ᖹᡂ 31年㸱᭶） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕಖ育┦ㄯ

ᨭ （ࠖᑓ㛛⛉目㸪㸱年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪㑅ᢥ㸰༢）お

࢘カࡧಖ育┦ㄯのάື୪ࡿࡅお㸪ᗂඣ教育⌧ሙ࡚࠸

ンࣜࢭンࢢ㛵すࡿᇶ♏ⓗな知㆑ࢆ学ࡗࡼࢀࡑࠋࡔࢇ

࡚㸪学⏕ึ➼教育おࡿࡅಖ育┦ㄯの⌮ㄽ᪉ἲࡘ

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࡏࡉゎ⌮࡚࠸
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 ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉おࡿࡅ

教育ᐇ績（⥆ࡁ） 

ルϩ（ᛂ⏝）ࠖ（ᖹᡂ࣮ࢼ࣑ࢮ人間教育学ࠕ   29 年㸲᭶㹼

⌧ᅾࡿ⮳） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕ人間教育

学࣮ࢼ࣑ࢮルϩ（ᛂ⏝）ࠖ（ᑓ㛛⛉目㸪㸲年次㓄ᙜ㸪㏻年㸪

㑅ᢥ㸲༢）お࡚࠸㸪༞業ㄽᩥᇳ➹ࡓࡅྥඛ⾜研究

の΅⊟ཬᩥࡧ⊩のㄞゎࡑࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀの⤖ᯝ㸪༞業ㄽ

ᩥᇳ➹ᚲせなᗎㄽᵓᡂࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆຊࢆ㣴࠺教育ຠ

ᯝࡀあࠋࡓࡗ 

 

༞業研究ࠕ    （ࠖᖹᡂ 29年 10᭶㹼⌧ᅾࡿ⮳） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕ人間教育

学࣮ࢼ࣑ࢮルϩ（ᛂ⏝）ࠖ（ᑓ㛛⛉目㸪㸲年次㓄ᙜ㸪㏻年㸪

㑅ᢥ㸲༢）お࡚࠸㸪௬ㄝᇶ࡙ࡃㄪᰝࡸᐇ㦂のᐇ㸪

⤫ィゎᯒおࡿࡅᐇドⓗ᳨ウཬࡧ⪃ᐹࢆ㏻し࡚༞業ㄽ

ᩥのᇳ➹ᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆᖹᡂ 29年度ࡣ 4ྡ㸪ᖹᡂ 30年

度ࡣ 3ྡ㸪ᖹᡂ 31（令和元）年度ࡣ 1ྡの学⏕ࡀ༞業ㄽ

のᢕᥱ㇟⌧ࡁᇶ࡙ࢱ࣮ࢹࡶ⏕の学ࢀࡎ࠸ᡂし㸪ࢆᩥ

ཬࡧ⪃ᐹ࠺⾜ࢆカࢡࢵ࣑ࢹス࢟ルの育ᡂࡇ࠺⾜ࢆ

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ

 

ルϨ࣮ࢼ࣑ࢮ♏ᇶࠕ   ルϩ࣮ࢼ࣑ࢮ♏ᇶࠕࠖ （ࠖᖹᡂ 29 年

㸲᭶㹼ᖹᡂ 31年㸱᭶） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕᇶ♏࣑ࢮ

ルϨ࣮ࢼ ルϩ࣮ࢼ࣑ࢮ♏ᇶࠕࠖ ᑓ㛛⛉目㸪㸯ࡶࢀࡎ࠸ࠖ）

㹼㸰年次㓄ᙜ㸪㏻年㸪ᚲಟ㸰༢）お࡚࠸㸪大学⏕

し࡚ࠊ高度なᑓ㛛知㆑☜かな学ኈຊࢆ㌟ࡵࡓࡿࡅࡘ

のカࢡࢵ࣑ࢹス࢟ルࢆ㌟ࢆࡇࡿࡅࡘ目ᣦし㸪ୖ ㏙

のス࢟ルのᇶ♏なᩥࡿ⊩研究の᪉ἲࢺ࣮࣏ࣞࡸసᡂ

ἲなࢆ教授し㸪ス࢟ル育ᡂの教育ຠᯝࡀあࠋࡓࡗ 

 

人間教育ᐇ㊶ຊ㛤Ⓨ₇⩦Ϩ（ࠖᖹᡂࠕ   30年㸲᭶㹼ᖹᡂ 31

年㸱᭶） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕ人間教育

ᐇ㊶ຊ㛤Ⓨ₇⩦Ϩ （ࠖᑓ㛛⛉目㸪㸯年次㓄ᙜ㸪㏻年㸪㑅ᢥ

㸰༢）お࡚࠸㸪教育・ಖ育ᐇ㊶ຊࢆ高ࡵࡓࡿࡵ㸪

ᆅᇦᅬ・学ᰯのࣛ࣎ンテཧ加すࡵࡓࡿの๓学

᪥ⓗࡿࡅお㏻し࡚㸪ᗂඣ教育・ಖ育ࢆཧ加⾜ࡸ⩦

ㄢ㢟࡚࠸ࡘ⌮ゎࡵ῝ࢆ㸪ࣛ࣎ンテཧ加す࡛ࡲࡿ

のㄢ㢟ࡀ⮬ྛࢆ明☜すࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 

 

人間教育ᐇ㊶ຊ㛤Ⓨ₇⩦ϩ（ࠖᖹᡂࠕ   30年㸲᭶㹼ᖹᡂ 31

年㸱᭶） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕ人間教育

ᐇ㊶ຊ㛤Ⓨ₇⩦ϩ （ࠖᑓ㛛⛉目㸪㸰年次㓄ᙜ㸪㏻年㸪㑅ᢥ

㸯༢）お࡚࠸㸪教育・ಖ育ᐇ㊶ຊࢆ高ࡵࡓࡿࡵ㸪

ᆅᇦᅬ・学ᰯのࣛ࣎ンテ㐌㸯ᅇ⥅⥆ⓗཧ加す

࡚࠸ࡘ᪥ⓗㄢ㢟ࡿࡅお㸪ᗂඣ教育・ಖ育࡛ࡇࡿ

⌮ゎࡵ῝ࢆ㸪教育・ಖ育ᐇ⩦ࡓࡅྥㄢ㢟ࡀ⮬ྛࢆ明☜

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿす

 

ಖ育のᚰ⌮学Ϩࠕ   （ࠖᖹᡂ 30年㸲᭶㹼ᖹᡂ 30年㸷᭶） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕಖ育のᚰ

⌮学Ϩ （ࠖᑓ㛛⛉目㸪㸱年次㓄ᙜ㸪༙ ᮇ㸪ಖ育ኈ㈨᱁ᚲಟ

㸰༢）お࡚࠸人間のᵝࠎなㅖഃ㠃の⏕ᾭⓎ㐩㛵す

人間のࣛ⏕㸪学࡚ࡗࡼࢀࡑ㸪࠸⾜ࢆෆᐜの授業ࡿ

ࡏࡉゎ⌮࡚࠸ࡘⓎ㐩ㄢ㢟ࡧⓎ㐩ẁ㝵ཬࡸルࢡࢧࣇ

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿ

 

人間－280



 ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉おࡿࡅ

教育ᐇ績（⥆ࡁ） 

ಖ育のᚰ⌮学ϩࠕ  （ࠖᖹᡂ 30年 10᭶㹼ᖹᡂ 31年㸱᭶） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕಖ育のᚰ

⌮学ϩ （ࠖᑓ㛛⛉目㸪㸱年次㓄ᙜ㸪༙ ᮇ㸪ಖ育ኈ㈨᱁ᚲಟ

㸯༢）お࡚࠸ᗂඣのᚰⓗ⌮ゎの᪉ἲ㛵すࡿෆᐜの

授業࠸⾜ࢆ㸪࡚ࡗࡼࢀࡑ㸪学⏕子ࡶのⓎ㐩ࡸ知ⓗ

⬟ຊ㸪ᛶ᱁㛵すࢭࡿス࣓ンࢺཬࡧಖ育の㈉⊩ࡘ

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࡏࡉゎ⌮࡚࠸

 

ಖ育┦ㄯࠕ   （ࠖ令和元年 10᭶㹼⌧ᅾࡿ⮳） 

ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部人間教育学⛉のࠕಖ育┦ㄯࠖ

（ᑓ㛛⛉目㸪㸲年次㓄ᙜ㸪ᚋᮇ㸪㑅ᢥ㸯༢）お࡚࠸㸪

⌧ሙおࡿࡅಖ育┦ㄯのάື୪ࡧ子育࡚ᨭ㛵す

⏕㸪学࡚ࡗࡼࢀࡑࠋࡔࢇ学ࢆ㊶ᐇࡧᇶ♏ⓗな知㆑ཬࡿ

教育ຠᯝࡿࡏࡉゎ⌮࡚࠸ࡘ᪉ἲಖ育┦ㄯの⌮ㄽ

 ࠋࡓࡗあࡀ

 

5.ᖹᡂ 26年度ዉⰋ学ᅬ大学බ㛤講ᗙのⓏቭ ᖹᡂ 26

年㸵᭶ 

12᪥ 

ᖹᡂ 26 年度ዉⰋ学ᅬ大学බ㛤講ᗙⓏቭし㸪講₇ࢆ⾜

 ࠋࡓࡗ

本講₇のෆᐜࡣ㸪1)ᵝࠎな学㝿㡿ᇦかࠕࡽᒃሙᡤࠖࢆ

の࠺ࡼᤊࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼のか㸪2)ᐇドⓗ研究かࡽぢ࡚࠼

ࡣࡾࡃᒃሙᡤ࡙ࠖࠕ(ఱなのか㸪3ࡣᒃሙᡤࠖࠕࡿࡃ

 ࠋࡓࡗ㔜せなのか㸪の㸱Ⅼ࡛あࡀなどⅬ࠺ࡼの

 

6.ዉⰋዪ子大学ᩥ学部人間⛉学⛉おࡿࡅ教育ᐇ績 ᖹᡂ 27

年 10᭶

㹼 ᖹᡂ

28 年 3

᭶ 

青年ᚰ⌮学特Ṧ研究ࠕ （ࠖᖹᡂ 27年 10᭶㹼ᖹᡂ 28年㸱

᭶） 

ዉⰋዪ子大学ᩥ学部のࠕ青年ᚰ⌮学特Ṧ研究 （ࠖᑓ㛛⛉

目㸪㸰年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪㑅ᢥ㸰༢）お࡚࠸㸪⏕ᾭⓎ

㐩㛵すࡿ⌮ㄽࢆ⌮ゎし㸪青年ᮇのࣛࣇスࢱルなࡽ

ㅖഃ㠃ࡓ࠸おࢆࡁ㔜のⓎ㐩テンテࢹࡧ

ࣇのࣛࡽ⮬⏕㸪学࡚ࡗࡼࢀࡑ㸪࠸⾜ࢆ授業࡚࠸ࡘ

ࡀ教育ຠᯝࡿᛮ⪃すㄽ⌮ⓗࡽࡀᒎᮃしなࡾ㏉ࡾࢆ

あࠋࡓࡗ 

 

7.大和高田ᕷ❧┳ㆤᑓ㛛学ᰯ┳ㆤ学⛉おࡿࡅ教育

ᐇ績 

ᖹᡂ 28

年 㸲᭶

㹼 ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

⚄人間のᚰ・⢭ࠕ （ࠖᖹᡂ 28年㸲᭶㹼⌧ᅾࡿ⮳） 

大和高田ᕷ❧┳ㆤᑓ㛛学ᰯ┳ㆤ学⛉のࠕ人間のᚰ・⢭⚄ࠖ

（㸯年次㓄ᙜ㸪༙ᮇ㸪㸯༢）お࡚࠸㸪ከᒱࡿࡓࢃ

ᚰ⌮学の㡿ᇦ㸪研究ཬࡧṔ史࡚࠸ࡘのᇶ♏ⓗ知㆑ࢆ学

⌮࡚࠸ࡘ࣒ステࢩࡸࡁ㸪ᚰのാ࡚ࡗࡼ⩏本講ࠋࡔࢇ

ゎࡵ῝ࢆ㸪ᚰ⌮学のṔ史ࡸ研究おࡿࡅ知㆑ࢆᚓࡿࢀࡽ

教育ຠᯝࡀあࠋࡓࡗ 

 

8.୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬの᪂任研ಟ講師 ᖹᡂ 28

年 10᭶ 

㸱᪥ 

୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬの᪂任研ಟ講師し࡚㸪ࠕ子ࡶ⌮

ゎ₇࠺࠸ࠖࡿࡵ῝ࢆ㢟࡛講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆලయⓗࡣ㸪

ࠖࢢンンテࣞ࣌・ンスࢭンࣔࢥ ∧⾤ᡞᑡ年の⚄ࠕ

㐺ษࡀのࡿࢃかか࠺ࡼのࡶ子ࡀ介し㸪大人⤂ࢆ

な᪉ἲか㸪ロ࣮ルࡶ࣮ࣞࣉࡓ࠼ᐇ㊶ⓗな₇⩦ㄢ㢟ྲྀ

ࡾࢃの㐺ษなかかࡶ㸪子࡚ࡗࡼ⩏本講ࠋࡔࢇ⤌ࡾ

᪉の᪉ἲㄽࢆ⋓ᚓすࡿ教育ຠᯝࠋࡓࢀࡽࡳࡀ 

 

9.一⯡♫ᅋἲ人᪥本⢭⚄⛉┳ㆤ༠ရᕝ研ಟࢭンࢱ

教育ᚰ⌮㸫青年ࠕ教育⌮ㄽ研ಟ（講⩏ෆᐜ㸸࡚࣮

ᚰ⌮㸫 ）ࠖの講師 

ᖹᡂ 28

年 11᭶ 

15᪥ 

一⯡♫ᅋἲ人᪥本⢭⚄⛉┳ㆤ༠ရᕝ研ಟࢭン࣮ࢱ

࡚教育⌮ㄽ研ಟࠕ教育ᚰ⌮㸫青年ᚰ⌮㸫ࠖの講師ົࢆ

ࢹࡧࡽルなࢱスࣇ㸪青年ᮇのࣛࡣෆᐜࠋࡓࡵ

ンテテのⓎ㐩㔜ࢆࡁおࡓ࠸ㅖഃ㠃࡚࠸ࡘ⌮ゎ

῝࡚࠸ࡘ㸪青年ᮇのㅖഃ㠃࡚ࡗࡼ⩏本講ࠋࡓࡵ῝ࢆ

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࢀࡽᚓࢆ知㆑࠸
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10.ዉⰋ┴┳ㆤ༠ᐇ⩦ᣦᑟ⪅講⩦ࠕ教育ᚰ⌮ࠖの

講師 

ᖹᡂ 29

年 9᭶ 

5᪥ 

ዉⰋ┴┳ㆤ༠࡚ᐇ⩦ᣦᑟ⪅講⩦ࠕ教育ᚰ⌮ࠖの講

師ࠋࡓࡵົࢆෆᐜࡣ㸪青年ᮇࢆ中ᚰしࡓ⏕ᾭⓎ㐩⌮ㄽ㸪

ㄆ知Ⓨ㐩㐣⛬㸪学⩦⌮ㄽ㸪学⩦ពḧືᶵ࡙ࡅ㸪カ࢘ン

㸪ᣦᑟ࡚ࡗࡼ⩏本講ࠋࡓࡗあ࡛⩦₇ࡧᴫㄽཬࢢンࣜࢭ

ᑐ㇟なࡿ┳ㆤ学⏕の年௦࡛あࡿ青年ᮇのㅖഃ㠃ࡘ

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࢀࡽᚓࢆ知㆑࠸῝࡚࠸

 

11.一⯡♫ᅋἲ人᪥本⢭⚄⛉┳ㆤ༠ி㒔研ಟࢭン

教育ᚰ⌮㸫青ࠕ教育⌮ㄽ研ಟ（講⩏ෆᐜ㸸࡚࣮ࢱ

年ᚰ⌮㸫 ）ࠖの講師 

ᖹᡂ 29

年 9᭶ 

25᪥ 

一⯡♫ᅋἲ人᪥本⢭⚄⛉┳ㆤ༠ி㒔研ಟࢭン࣮ࢱ

࡚教育⌮ㄽ研ಟࠕ教育ᚰ⌮㸫青年ᚰ⌮㸫ࠖの講師ົࢆ

ࢹࡧࡽルなࢱスࣇ㸪青年ᮇのࣛࡣෆᐜࠋࡓࡵ

ンテテのⓎ㐩㔜ࢆࡁおࡓ࠸ㅖഃ㠃࡚࠸ࡘ⌮ゎ

῝࡚࠸ࡘ㸪青年ᮇのㅖഃ㠃࡚ࡗࡼ⩏本講ࠋࡓࡵ῝ࢆ

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࢀࡽᚓࢆ知㆑࠸

 

12.୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬの᪂任研ಟ講師 ᖹᡂ 29

年 10᭶ 

3᪥ 

୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬの᪂任研ಟ講師し࡚㸪ࠕ子ࡶ⌮

ゎ₇࠺࠸ࠖࡿࡵ῝ࢆ㢟࡛講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆලయⓗࡣ㸪

ࠖࢢンンテࣞ࣌・ンスࢭンࣔࢥ ∧⾤ᡞᑡ年の⚄ࠕ

㐺ษࡀのࡿࢃかか࠺ࡼのࡶ子ࡀ介し㸪大人⤂ࢆ

な᪉ἲか㸪ロ࣮ルࡶ࣮ࣞࣉࡓ࠼ᐇ㊶ⓗな₇⩦ㄢ㢟ྲྀ

ࡾࢃの㐺ษなかかࡶ㸪子࡚ࡗࡼ⩏本講ࠋࡔࢇ⤌ࡾ

᪉の᪉ἲㄽࢆ⋓ᚓすࡿ教育ຠᯝࠋࡓࢀࡽࡳࡀ 

 

13.教ဨචチ᭦᪂講⩦（㑅ᢥ㡿ᇦ）講師 ᖹᡂ 30

年 8᭶ 

16᪥ 

ዉⰋ学ᅬ大学࡚ᗂ⛶ᅬ教ㅍᑐ㇟の教ဨචチ᭦᪂講⩦

ಖ育ෆᐜのࡕの育ࡶ子ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆቃ⎔ࠕ㸪࡚࠸お

ᐇࠖのᑠテ࣮マし࡚㸪ᗂ⛶ᅬの⤊࡛ࡲࡾࢃ育࡚ࡗ

10のጼࠕ࠸し 㸪Ⓨ࡚࠸ࡘࡾࡀなࡘඣ❺ᮇ௨㝆のࠖ

㐩ᚰ⌮学のほⅬかࡽ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆᅬඣ⌧ᅾの࠺ࡼ

なຊࡀ育ࡕ㸪ᚋఙࡃ࠸࡚ࡧのか10ࠕࢆのጼ かࠖ࠼⪄ࡽ

ඣ❺ᮇ௨㝆のⓎ㐩ࡀࡧ㸪ஙᗂඣᮇの学࠸⾜ࢆࢡ࣮࣡ࡿ

 ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ教育ຠᯝ࠺࠸ࡿゎす⌮ࢆࡇࡿࡀなࡘ

 

14.ዉⰋ┴┳ㆤ༠ᐇ⩦ᣦᑟ⪅講⩦ࠕ教育ᚰ⌮ࠖの

講師 

ᖹᡂ 30

年 9᭶ 

3᪥ 

ዉⰋ┴┳ㆤ༠࡚ᐇ⩦ᣦᑟ⪅講⩦ࠕ教育ᚰ⌮ࠖの講

師ࠋࡓࡵົࢆෆᐜࡣ㸪青年ᮇࢆ中ᚰしࡓ⏕ᾭⓎ㐩⌮ㄽ㸪

ㄆ知Ⓨ㐩㐣⛬㸪学⩦⌮ㄽ㸪学⩦ពḧືᶵ࡙ࡅ㸪カ࢘ン

㸪ᣦᑟ࡚ࡗࡼ⩏本講ࠋࡓࡗあ࡛⩦₇ࡧᴫㄽཬࢢンࣜࢭ

ᑐ㇟なࡿ┳ㆤ学⏕の年௦࡛あࡿ青年ᮇのㅖഃ㠃ࡘ

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࢀࡽᚓࢆ知㆑࠸῝࡚࠸

 

15.୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬの᪂任研ಟ講師 ᖹᡂ 30

年 10᭶ 

4᪥ 

୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬの᪂任研ಟ講師し࡚㸪ࠕ子ࡶ⌮

ゎ₇࠺࠸ࠖࡿࡵ῝ࢆ㢟࡛講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆලయⓗࡣ㸪

ࠖࢢンンテࣞ࣌・ンスࢭンࣔࢥ ∧⾤ᡞᑡ年の⚄ࠕ

㐺ษࡀのࡿࢃかか࠺ࡼのࡶ子ࡀ介し㸪大人⤂ࢆ

な᪉ἲか㸪ロ࣮ルࡶ࣮ࣞࣉࡓ࠼ᐇ㊶ⓗな₇⩦ㄢ㢟ྲྀ

ࡾࢃの㐺ษなかかࡶ㸪子࡚ࡗࡼ⩏本講ࠋࡔࢇ⤌ࡾ

᪉の᪉ἲㄽࢆ⋓ᚓすࡿ教育ຠᯝࠋࡓࢀࡽࡳࡀ 

16.教ဨචチ᭦᪂講⩦（㑅ᢥ㡿ᇦ）講師 令 和元

年 8᭶ 

16᪥ 

ዉⰋ学ᅬ大学࡚ᗂ⛶ᅬ教ㅍᑐ㇟の教ဨචチ᭦᪂講⩦

ಖ育ෆᐜのࡕの育ࡶ子ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆቃ⎔ࠕ㸪࡚࠸お

ᐇࠖのᑠテ࣮マし࡚㸪ᗂ⛶ᅬの⤊࡛ࡲࡾࢃ育࡚ࡗ

10のጼࠕ࠸し 㸪Ⓨ࡚࠸ࡘࡾࡀなࡘඣ❺ᮇ௨㝆のࠖ

㐩ᚰ⌮学のほⅬかࡽ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆᅬඣ⌧ᅾの࠺ࡼ

なຊࡀ育ࡕ㸪ᚋఙࡃ࠸࡚ࡧのか10ࠕࢆのጼ かࠖ࠼⪄ࡽ

ඣ❺ᮇ௨㝆のⓎ㐩ࡀࡧ㸪ஙᗂඣᮇの学࠸⾜ࢆࢡ࣮࣡ࡿ

 ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ教育ຠᯝ࠺࠸ࡿゎす⌮ࢆࡇࡿࡀなࡘ

 

17.ዉⰋ┴┳ㆤ༠ᐇ⩦ᣦᑟ⪅講⩦ࠕ教育ᚰ⌮ࠖの

講師 

令 和元

年 9᭶ 

2᪥ 

ዉⰋ┴┳ㆤ༠࡚ᐇ⩦ᣦᑟ⪅講⩦ࠕ教育ᚰ⌮ࠖの講

師ࠋࡓࡵົࢆෆᐜࡣ㸪青年ᮇࢆ中ᚰしࡓ⏕ᾭⓎ㐩⌮ㄽ㸪

ㄆ知Ⓨ㐩㐣⛬㸪学⩦⌮ㄽ㸪学⩦ពḧືᶵ࡙ࡅ㸪カ࢘ン

㸪ᣦᑟ࡚ࡗࡼ⩏本講ࠋࡓࡗあ࡛⩦₇ࡧᴫㄽཬࢢンࣜࢭ

ᑐ㇟なࡿ┳ㆤ学⏕の年௦࡛あࡿ青年ᮇのㅖഃ㠃ࡘ

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࢀࡽᚓࢆ知㆑࠸῝࡚࠸

 

人間－282



18. 一⯡♫ᅋἲ人᪥本⢭⚄⛉┳ㆤ༠ி㒔研ಟࢭン

教育ᚰ⌮㸫青ࠕ教育⌮ㄽ研ಟ（講⩏ෆᐜ㸸࡚࣮ࢱ

年ᚰ⌮㸫 ）ࠖの講師 

令 和元

年 9᭶ 

30᪥ 

一⯡♫ᅋἲ人᪥本⢭⚄⛉┳ㆤ༠ி㒔研ಟࢭン࣮ࢱ

࡚教育⌮ㄽ研ಟࠕ教育ᚰ⌮㸫青年ᚰ⌮㸫ࠖの講師ົࢆ

ࢹࡧࡽルなࢱスࣇ㸪青年ᮇのࣛࡣෆᐜࠋࡓࡵ

ンテテのⓎ㐩㔜ࢆࡁおࡓ࠸ㅖഃ㠃࡚࠸ࡘ⌮ゎ

῝࡚࠸ࡘ㸪青年ᮇのㅖഃ㠃࡚ࡗࡼ⩏本講ࠋࡓࡵ῝ࢆ

 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿࢀࡽᚓࢆ知㆑࠸

 

19. ୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬの᪂任研ಟ講師 令 和元

年 10᭶ 

3᪥ 

୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬの᪂任研ಟ講師し࡚㸪ࠕ特ูᨭ

࡚࠸ࡘಖㆤ⪅ᑐᛂࡿࡅお ࡗ⾜ࢆ⩏₇㢟࡛講࠺࠸ࠖ

Ⓨ㐩㞀ᐖのᑐᛂࠖࠕ㞀ᐖの⌮ゎࠖ（Ⓨ㐩）ࠕ㸪ࡣලయⓗࠋࡓ

࡚ࡗἢࢀὶ࠺࠸ࠖࡇ࠺࠸ࠖࡿ࠼ᨭࠕࢆ⪅ಖㆤࠕ

講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ本講⩏࡚ࡗࡼ㸪特ูᨭおࡿࡅ子

教育ࡿᚓす⋓ࢆ᪉の᪉ἲㄽࡾࢃのぢ᪉㸪㐺ษなかかࡶ

ຠᯝࠋࡓࢀࡽࡳࡀ 

 

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

ಟኈ（教育学） ᖹᡂ 13

年 3᭶ 

ዉⰋ教育大学 ➨ 817ྕ 

ᒃሙࠗࡿࡅおの㛵ಀ⪅ࡧಟኈㄽᩥ㢟ྡ㸸⮬ᕫཬࠕ

ᡤ࠘のಶ人ᕪࠖ 

教ဨචチ ᖹᡂ 13

年 3᭶ 

中学ᰯ教ㅍᑓಟචチ≧（♫）ྲྀᚓ（学ᰯᚰ⌮学記）

（ᖹ 12中ᑓಟ➨ 20ྕ㸪ዉⰋ┴教育ጤဨ） 

学ᰯᚰ⌮ኈ ᖹᡂ 16

年 11᭶ 

➨ 82689ྕ 

（令和元年 12᭶᭦᪂㸪令和 6年 12᭶࡛ࡲ᭷ຠ） 

㸰 特チ➼   （な し） 

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯     
1.教ົ⯡の⏬・㐠Ⴀ ᖹᡂ 13

年 4 ᭶
㹼 ᖹᡂ
26 年 3
᭶ 

ዉⰋಖ育学㝔࡚教ົಀし࡚カ࣒ࣜࣛࣗ࢟・間・

年間⾜の⦅ᡂ㸪ᡂ績⟶⌮㸪ධヨ業ົ㸪ዡ学金業ົ㸪紀

せ⦅㞟ጤဨࡑの㛵㐃すࡿົฎ⌮ࢆ任の❧ሙ࡛ά

ືしࠋࡓ 

2.学年ᢸᙜ（ᢸ任） ᖹᡂ 13
年 㸲᭶
㹼 ᖹᡂ
26 年 3
᭶ 㸪ᖹ
ᡂ 29年
4 ᭶ 㹼
⌧ ᅾ
 ࡿ⮳

ዉⰋಖ育学㝔（ᖹᡂ 13年㸲᭶㹼ᖹᡂ 26年㸱᭶）ཬࡧዉ

Ⰻ学ᅬ大学（ᖹᡂ 29 年㸲᭶㹼⌧ᅾ（ࡿ⮳お࡚࠸学

年ᢸᙜ（ᢸ任ࡣࡓࡲᢸ任）ࡅཷࢆᣢࡕ㸪学⏕の᪥ᖖ

おࡿࡅ⏕άᣦᑟ㸪学ᰯᚰ⌮学のぢᆅᇶ࡙ࡃᡂ績⪅

のಖࡑࡧ学⏕ཬࡿ࠼ッࢆ学ᰯ㐺ᛂࡧの学業ᣦᑟཬ

ㆤ⪅の┦ㄯ➼ࡅཷࢆᣢࠋࡓࡗ 

3.学⏕⮬治㢳ၥ ᖹᡂ 14
年 㸲᭶
㹼 ᖹᡂ
26 年 3
᭶ 

ዉⰋಖ育学㝔学⏕⮬治の㢳ၥし࡚学⏕ദの᪂ධ

⏕Ḽ㏄㸪学㝔⚍（య育⚍・ᩥ⚍）㸪㏦ู➼の⏬㐠

Ⴀࢆ┘╩しࠋࡓ 

4.㐍㊰ᣦᑟ ᖹᡂ 16
年 㸲᭶
㹼 ᖹᡂ
26 年 3
᭶ 

ዉⰋಖ育学㝔の㐍㊰ᢸᙜ教ဨ㐃ᦠし࡚㐍㊰ᣦᑟの⛉

目（ࠕㄢ㢟研究 ࡅか⏕㸰ᅇࡽ㸪㸯ᅇ⏕かࡆୖࡕ❧ࢆࠖ（

࡚⥅⥆ⓗ㐍㊰άື࠺⾜ࢆయไࢆ⠏ࠋࡓ࠸ 

5.広ሗ・ເ㞟άື ᖹᡂ 20
年 㸲᭶
㹼 ᖹᡂ
26 年 3
᭶ 

ዉⰋಖ育学㝔のເ㞟άືの一⎔し࡚業⪅㐃ᦠし࡚

ࢱス࣏・ࢺࢵࣞࣇンࣃ 㸪ࡾࢃかかసᡂࢪ࣮࣒࣮࣮࣌࣍・

教ဨศᢸし࡚㏆㞄の高➼学ᰯゼၥし広ሗάືࢆ

 ࠋࡓࡗ⾜
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6.広ሗጤဨおࡿࡅάື ᖹᡂ 26
年 4 ᭶
㹼 ᖹᡂ
27 年 3
᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学࡚広ሗጤဨᡤᒓし㸪ጤဨし࡚大学

ෆのෆᐜ㸪オ࣮ࣉン࢟ャンࣃスのෆᐜ⏬㸪ᚋの広

ሗάືཬࡧᡓ␎᳨࡚࠸ࡘウࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

7.教ົጤဨおࡿࡅάື ᖹᡂ 26
年 4 ᭶
㹼 ᖹᡂ
30 年 3
᭶ 㸪ᖹ
ᡂ 31年
㸲 ᭶㹼
令 和 2
年 3᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学࡚教ົጤဨᡤᒓし㸪ጤဨし࡚㹅㹎

㸿ᇶ‽㸪ヨ㦂せ㡿の᳨ウ㸪㏣・ヨ㦂㛵す࠸ᢅࡾྲྀࡿ㸪

ධ学๓大学➼᪤ಟᚓ༢のㄆᐃ㸪ಖ育ኈ㈨᱁ྲྀᚓ㛵

すᩚࡿഛ㸪༞業ㄽᩥかかࡿㅖつᐃのᩚഛ࡚࠸ࡘయไ

 ࠋࡓ࠸⠏ࢆ

8.教職・ಖ育ㄢ⛬ጤဨおࡿࡅάື ᖹᡂ 30
年 4 ᭶
㹼 ᖹᡂ
31 年 3
᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学࡚教職・ಖ育ㄢ⛬ጤဨᡤᒓし㸪ጤဨ

ࡗ⾜ࢆし࡚介ㆤ➼య㦂のᣦᑟ㸪教育ᐇ⩦のゼၥᣦᑟ

 ࠋࡓ

㸲 ࡑの   

1.ᖹᡂ 24年度ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ࣮ࢼ࣑ࢭཬࡧᅜಖ育

ኈ㣴ᡂ༠㆟➨ 51ᅇ研究大άື 

ᖹᡂ 23

年 6 ᭶

㹼 ᖹᡂ

24 年 9

᭶࡛ࡲ 

ᖹᡂ 24 年度ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ࣮ࢼ࣑ࢭཬࡧᅜಖ育ኈ㣴

ᡂ༠㆟➨ 51 ᅇ研究大ጤဨ任ࢀࡉ㸪ࢩン࢘ࢪ࣏

 ࠋࡓࡗࢃᦠศ⛉の㐠Ⴀ⿵ຓ࣒

2.㛵西ᚰ⌮学ົᒁཬࡧᖖ任ጤဨάື ᖹᡂ 25

年 4 ᭶

㹼 ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

㛵西ᚰ⌮学ົᒁཬࡧᖖ任ጤဨ任ࢀࡉ㸪ᖹᡂ 29

年㸱᭶࡛ࡲ学ົᒁཬࡧᖖ任ጤဨの㐠Ⴀᦠࡗࢃ

㸪ᖹᡂࡓࡲࠋࡓ 27年㸲᭶ࡾࡼᖿᑵ任し㸪ᖹᡂ 29年

㸱᭶࡛ࡲົᒁのྲྀࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆࡵࡲࡾ㸪ᖹᡂ 29年

㸲᭶ࡾࡼ┘ᑵ任し㸪ィ┘ᰝᦠࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ 
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研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

Ⓨ㐩ᚰ⌮学㸫ࡪ学ࡃしࡉࡸ.1

ฟ㐂ࢀู࠸のᚰ⌮学㸫 

ඹⴭ ᖹᡂ 23年㸱᭶ ࢼカࣖࢩࢽฟ∧ ⫾ඣᮇかࡽ⪁年ᮇ࡛ࡲ⏕ᾭⓎ㐩のẁ㝵ࡈ

㸪Ⓨ㐩ᚰ⌮学のࡓか࠼ࡽ㸪ྛ章࡛Ⓨ㐩の

ᇶ♏ⓗなෆᐜࢆゎㄝし㸪人⏕の⠇目ฟ㐂࠸

ᡂ㛗し࡚ࡀᑐ人㛵ಀࡽࡀ㏉しなࡾ⧞ࢆࢀู

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ介⤂ࡀ⛬㐣ࡃ࠸

㸿㸳ุ  237㡫 

⦅ ⪅㸸ᓮ㝯ྖ・田村㝯ᏹ 

ඹⴭ⪅㸸Ⲩ木美௦子・岡村季光・岡本かおࡾ・

加⸨Ꮥኈ・⃝田友ᕼ・田村㝯ᏹ・ᮔ ಙỌ・

ᓮ㝯ྖ・山（山本）ឡ子・森田Ὀ介・森野美

ኸ・八島美⳯子・（㡰㡢05）紀美⃝ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ➨㸱章➨㸰⠇ ᣑࡿࡀ子ࡶ

のୡ⏺ （ࠖpp.67-79.）の部ศࢆ༢ⴭࠋ 

➨㸯ࡤࡇのⓎ㐩お࡚࠸㸪ࢆࡤࡇヰし

ጞࡿࡵ๓ஙඣࡀ⪅ពᛮ㏻ࢆᅗ࠺ࢁ

すࡿලయ㸪ึㄒࡀฟ࡚かࡽのⓎㄒ㔞ࡇ

しࡵጞࢆの⌮ゎ度の㛵ಀ㸪㸰ㄒᩥの⩦ᚓࡤ

ࡇᚓし⩦ࢆࡁ書ࡳἲの⩦ᚓ㸪ᩥᏐのㄞᩥࡓ

㐟㸰➨ࠋࡓ介し⤂ࢆᗂඣのᵝ子ࡴᴦしࢆࡤ

の㔜ࡧ㐟ࡿࡅお㸪ஙᗂඣ࡚࠸おのⓎ㐩ࡧ

せᛶ㸪ஙඣ⮬㌟のయࡓ࠸⏝ࢆ㐟ࡧ㸪⾲㇟ᶵ⬟

のⓎ㐩క࠺ぢ❧ のලయ㸪ࡑࡧ㐟ࡾࡩ࡚・

⤂ࢆ特ᚩ⾜⛣のࡧ㞟ᅋ㐟ࡽかࡧ㐟ࡾࡦ

介しࠋࡓ 

 

2.教育࣒࣮࢛ࣛࣇ➨ ᐇࠕ55ྕ

㊶ⓗᛮ⪃ຊ・ㄢ㢟ゎỴຊࢆ㘫

㸸PISAࡿ࠼ ᆺ学ຊ࠺ࢆ育࡚

 かࠖࡿ

ඹⴭ ᖹᡂ 27年㸰᭶ 金子書ᡣ ᐇ㊶ⓗなㅖㄢ㢟࡚ࡅྥのゎỴ࠺ࢆᅗ࡚ࡗ

ၥࡸᛮ⪃ຊࡿなᚲせࡵࡓのࡑのか㸪ࡃ࠸

㢟ゎỴຊࢆの࠺ࡼなᙧ࡛㘫ࡃ࠸࡚࠼か㸪ᐇ

ᥦලయⓗࢆᐇな学⩦άືのᒎ㛤╔ࡿあࡾ

し࡚ࠋࡿ࠸ 

㸿㸳ุ  160㡫 

⦅ ⪅㸸Ლ田ཿ一 

ඹⴭ⪅㸸ఀ㷂一夫・井ୖಙ子・大ෆ善一・岡村

季光・Ლ田ཿ一・加⸨ 明・金⃝Ꮥ夫・㙊田㤳

治ᮁ・ⶶあすか・ⴗ原憲・⸨井ᖾ一・⸨田ⱥ

治・ᐑ岸 ὒ（50㡢㡰） 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ一人ࡾࡦのࠕᒃሙᡤࠖࢆ

かࡿࡃࡘ࠺ （ࠖpp.111-121）の部ศࢆ༢ⴭࠋ 

ಶ人ᛶ㸫ࠕࢆᒃሙᡤࡽのඛ⾜研究か࡛ࡲࢀࡇ

♫ᛶ ほᛶ㸫ᐈほᛶࠕࠖ のࠖ㍈࡛ᤊࡇࡿ࠼

㸪ᐇドⓗ研ࡓࡲࠋࡓし♧ࢆࡇࡿあ࡛⬟ྍࡀ

究の知ぢかࠕࡽᒃሙᡤࡀなࠖ࠸ឤ⪅ࡿࡌ

⢭⚄ⓗな安ᐃ・安ᚰࢆឤ࠺ࡼࡿࡌな⤒㦂ࢆᥦ

౪すࡇࡿ㸪ᒃሙᡤឤࢆẖ᪥ឤࡿࢀࡽࡌ⤒㦂

ࡾࡼ࠼௰間のᨭࡸ㸪大人ࡇࡿࡡ㔜ࡳ✚ࢆ

ᡂ㛗・⮬❧ࢆᅗࡀࡇࡿ㔜せ࡛あࢆࡇࡿ♧

၀しࠋࡓ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

3.教育࣒࣮࢛ࣛࣇ➨ ῝ࠕ60ྕ

・ࣈテࢡ㸸ࡵࡓのࡧ学࠸

 のࠖࡶの目ᣦすࢢンࢽ࣮ࣛ

ඹⴭ ᖹᡂ 29年㸶᭶ 金子書ᡣ 学⩦ᣦᑟせ㡿あ࠸῝ࠕࡿ学ࡔࡲ࠸ࠊࡣࠖࡧ

↔Ⅼࡀᣑᩓし࡚ࡿ࠸༳㇟ࡀあࠋࡿᐇ㊶ⓗなᣦ

ᑟࢆᥦしなࠊࡽࡀᇶ本࣏ンࢆࢺᢲ࠼ࡉ明

 ࠋࡿ࠸し࡚☜

㸿㸳ุ  148㡫 

⦅ ⪅㸸Ლ田ཿ一 

ඹⴭ⪅㸸ఀ㷂一夫・▼森広美・大⏿健ᐇ・岡村

季光・Ლ田ཿ一・㙊田㤳治ᮁ・金山憲正・ᚋ⸨

⣪㈗・Ⳣ井ၨ之・善野八千子・瀧明知惠子・ྂ

ᕝ 治・松井典夫・（㡰㡢05）裕 ᓟ 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ㟈⅏おࡿࡅ教ဨのᙺࢆ⪃

ࡿ࠼ （ࠖpp.125-134）の部ศࢆᇳ➹ࠋ 

本✏࡛ࡣ㑊㞴ᡤ学ᰯの㛵ಀ㸪㑊㞴ᡤᦠࢃ

ලయⓗࠋࡓࡗ⾜ࢆあ࡚㸪⪃ᐹࢆⅬ↔教ဨࡿ

㈐任ឤࡣ㑊㞴ᡤ࡛教ဨࡿࡅお㸪㟈⅏ࡣ

ࢆࡽ⮬一᪉㸪ࡿ࠸άືし࡚࡚ࡗࡶࢆឤࡸ

教ဨ⮬㌟のᚰ㌟ࡿࡼࡇࡿάືすࡎࡳ┬

ㄪのၥ㢟ࢆᣦしࡓࡲࠋࡓ㸪⇃本ᆅ㟈お࠸

࡚⿕⅏しࡓ学ᰯົすࡿ教ဨ㠀⅏ᐖᆅᇦ

の教ဨࢆẚ㍑しࡓㄪᰝࢆᐇしࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪

⇃本の教ဨࡀ一㐃の⇃本ᆅ㟈ᑐすࡿ㛗ᮇの

スࣞࢺス≧ἣあࡾ㸪エࢿル࣮ࢠのᯤῬక

教࠸なࡏぢฟࢆのᏑᅾ౯್ࡽ⮬ពḧపୗ㸪࠺

ဨࡀᑡなかࢆࡇࡿ࠸ࡎࡽᣦしࠋ᭱ࡓ ᚋ㸪

ᥦゝし࡚㸪1)学ᰯࡀᖹࡾࡼᆅᇦ㐃ᦠす

教ဨのࣜࡿࡅおの㔜せᛶ㸪2)㑊㞴ᡤࡇࡿ

(の⛣ㆡ㸪3⧊⤌治⮬のⓎࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮

教ဨの࣓ンࢱル࣊ルスのᨭࢆᣲࠋࡓࡆ 

ࢧࢧࢡ㸟教職エࡿかࢃࡃࡼ.4

 教育ᚰ⌮学 ࢬ

ඹⴭ ᖹᡂ 30年㸲᭶ ࢿ࣑ルࣦ書ᡣ ⡆₩なゎㄝ࡛㸪教育ᚰ⌮学のᇶ♏⌮ㄽかࡑࡽ

の教育ᐇ㊶のᛂ⏝࡛ࡲ学ࠋࡿ授業࡛࠸

ࢡ࣮࣡ࡸンㄢ㢟ࣙࢩࢵスカࢹ㸪࠺ࡼ࠸すࡸ

なの₇⩦ㄢ㢟㸪㈨ᩱᅗ∧ࢆ㇏ᐩᥖ載ࣀࠋ

ᥦ♧し࡚おࢆのㄢ㢟ࡳ㎸ࡁ書ࡣࢪ࣮࣌ࢺ࣮

࡛ࡀࡇࡿࡆあࡾࡃࡘ㸪࠼⪄ࡽ⮬ࡀ⏕㸪学ࡾ

ᥖ載し࡚ࢆ教ဨ᥇⏝ヨ㦂ࡣ講の᭱ᚋྛࠋࡿࡁ

 ࠋࡿ࠸

㹀㸳ุ  216㡫 

⦅ ⪅㸸田∎ᏹ  

ඹⴭ⪅㸸林ಇ一・ᱵ本㈗㇏・岡村季光・ୗ木

ᡞ㝯ྖ・口ᆂ子・❧元 ┿・原口 恵・ቑ田優

子・森田健ᏹ（50㡢㡰） 

 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ➨㸲講 ᚰ㌟のⓎ㐩ճ青年ᮇ

௨㝆 （ࠖpp.50-60.）部ศࢆ༢ⴭࠋ青年ᮇお

）㌟యⓎ㐩㸪ᑐ人㛵ಀのⓎ㐩㸪Ⓨ㐩㢟ࡿࡅ

ㄝࢀࡒࢀࡑ࡚࠸ࡘ（ྜ⤫のテンテࢹ

明ࡓࡗ⾜ࢆᚋ㸪ᡂ人ᮇ௨㝆のⓎ㐩࡚࠸ࡘ⤂

介しࡓࡲࠋࡓ㸪ࠕ青年ᮇࠖのㄌ⏕ࡶ࡚࠸ࡘ㸪

Ṕ史ⓗ⫼ᬒࢆ中ᚰㄝ明ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（学⾡ㄽᩥ）     

1.青年ᮇおࠗࡿࡅ ᒃሙᡤ の࠘

ᑕ⛬ 

༢ⴭ ᖹᡂ 22年 12᭶ ዉⰋಖ育学㝔研究紀せ➨

14ྕ 

pp.29-38. 

本ㄽᩥ࡛ࡣᒃሙᡤおࡿࡅᏐ⩏ⓗᐃ⩏かࡽ一

⯡ⓗᒃሙᡤ࠺ࡀᤊࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼のかࢆᴫ

ほし㸪ࠕᒃሙᡤࡀな࠸ ῝ࡀ㛵㐃⌧⾲࠺࠸ࠖ

ࡽࡉࠋࡓᐹし⪄ࢆⓏᰯのၥ㢟ࡿࢀࡉ࠸

ᒃሙᡤ研究おࡿࡅᐇドⓗ研究かࡽ㸪ᚋᒃ

ሙᡤࢆ⌮ゎすࡵࡓࡿのᯟ⤌ྍࡳ⬟ᛶ࠸ࡘ

࡚ᒎᮃしࠋࡓලయⓗࡣ㏆年ὀ目ࡿ࠸࡚ࢀࡉ

チࢵࢱ）╔ឡࡸすᒃሙᡤࠖࡈ㐣࡛ࡾࡦࠕ

࣓ン（ࢺの㛵㐃ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡀ 

 

2.ಖ育ኈ㣴ᡂᰯおࡿࡅ㌟య

⾲⌧సရ㛵すࡿ一研究 ̿

㚷㈹⪅のᛂ㛵す᳨ࡿウ̿ 

ඹⴭ ᖹᡂ 22年 12᭶ ዉⰋಖ育学㝔研究紀せ➨

14ྕ 

pp.7-14. 

㌟య⾲⌧సရࢆⓎ⾲しࡓᚋ学⏕ࡾࡩか࠼

ࢆウ᳨ࡿ㛵す中࡛㸪㚷㈹⪅のᛂ࠺⾜ࢆࡾ

㸱か年度ࡑࠋࡓࡗ⾜ࡾࡓࢃの⤖ᯝ㸪1)おお

㸪ࡓ࠸ぢ࡚ࢆのᛂࡶ子ࡀ⏕㸵の学ࡑࡼ

2)ᛂࡣᐃෆのᛂᐃእのᛂࡀあࡗ

㸪ࡓ࠸࡚࠼ᴟⓗなព࡛ᤊ✚ࡶࢀࡎ࠸㸪ࡀࡓ

3)ᗂ⛶ᅬ・ಖ育ᅬඣࡣ⣲┤なᛂࢆฟし࡚࠸

⣲┤なࡌឤࢆព㆑⮬ࡣ⏕ᑐし㸪中学のࡿ

ᛂࡀஈし࠸な㸪年㱋ࡾࡼᛂのฟし᪉

ᕪ␗ࡀあࢆࡇࡿឤࡀࡓ࠸࡚ࡌ㸪学⏕ഃࡣⓎ

㐩ẁ㝵ࡿࡼᛂのᕪ␗ࡅཷࢆධࡇࡿ࠸࡚ࢀ

 ࠋࡓ࠼ఛࡀ

ඹⴭ⪅㸸岡村季光・ቑ原႐௦ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

 

3.ᖹᡂ 19年度⇃本ᕷෆのಖ・

ᗂ・ᑠ・中学ᰯಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟

しࡓඣ❺ᚅ㜵Ṇおࡿࡅព

㆑㛵すࡿㄪᰝ研究 ̿ᑵປ

᭷↓の㛵ಀ̿ 

ඹⴭ ᖹᡂ 22年 12᭶ ዉⰋಖ育学㝔研究紀せ➨

14ྕ 

pp.15-22. 

➨㸯➹⪅ࡀᖹᡂ 19年度⇃本ᕷෆのಖ・ᗂ・

ᑠ・中学ᰯಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟しࡓඣ❺ᚅ㛵

すࡿಖㆤ⪅のព㆑ㄪᰝࢆᐇࠋ➨㸰➹⪅ࡀಖ

ㆤ⪅のព㆑ഴྥ࡚࠸ࡘศᯒしࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪

1)育ඣ⑂ࢀ・Ꮩ⊂ឤ・┦ㄯ┦ᡭの᭷↓子

ᑵ(2ࠋࡓࢀࡽࡳࡀ㛵㐃のᚅᠱᛕの間ࡶ

ປ᭷↓子ࡶのᚅᠱᛕの間㛵㐃ࡳࡀ

ࡾࡀなࡘの㸪♫ࡽ㏙の⤖ᯝかୖࠋࡓࢀࡽ

のᚲࢺ࣮࣏ࢧの⪅ಖㆤࡿ࠸࡚ࡗなᕼⷧࡀ

せᛶࡀ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 

ඹⴭ⪅㸸㇂口 ༟・岡村季光 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ部ศ

 ᢸᙜࢆ

 

4.中学ᰯの職ሙయ㦂ࡀ⌧ᅾの

㐍㊰Ỵᐃཬࡰすᙳ㡪 ̿ಖ

育学⏕一⯡学⏕のẚ㍑かࡽ

̿ 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 12᭶ ዉⰋಖ育学㝔研究紀せ➨

15ྕ 

pp.65-69. 

中学ᰯの࢟ャࣜᙧᡂࢆ᥈⣴ⓗ研究すࡿ

中学ᰯࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࢇかࡉ㸪㏆年ࡵࡓ

おࡿࡅ職ሙయ㦂の᭷↓・ෆᐜࡀ⌧ᅾの㐍㊰Ỵ

ᐃཬࡰしࡓᙳ㡪ࢆಖ育ࢆᑓᨷすࡿ学⏕（ಖ

育学⏕）ࢆᑓᨷすࡿ学⏕（一⯡学⏕）࡛

ẚ㍑᳨ウしࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪⌧ᅾのᑓᨷ࠼⪄ࢆ

ഴ࠸᪩ࡀಖ育学⏕の᪉ࡾࡼ⏕一⯡学ࡣᮇࡓ

ẚし࡚㸪⏕一⯡学ࡀ㸪ಖ育学⏕の᪉ࡾあྥ

⌧ᅾ⪃ࡿ࠸࡚࠼㐍㊰ෆᐜ中学ᰯの職ሙయ

㦂のᙳ㡪ࡀあࡿ⮬ぬすࡀ⪅ࡿከࢆࡇ࠸ぢ

 ࠋࡓしࡔ࠸
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

5.ಖ育ኈ㣴ᡂᰯおࡿࡅ㌟య

⾲⌧సရ㛵すࡿ一研究 ̿

学年間おࡿࡅ┦ホ౯㛵

す᳨ࡿウ̿ 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 12᭶ ዉⰋಖ育学㝔研究紀せ➨

15ྕ 

pp.51-55. 

㸰ᅇ⏕ࡀ授業࡛సしࡓ㌟య⾲⌧సရ（௨ୗ㸪

సရ）ࢆⓎ⾲しࡓᚋୗ⣭学年・ᙜヱ学年の

ྛ学⏕ࡀసရࢆの࠺ࡼᤊࡿ࠸࡚࠼のかẚ

㍑᳨ウしࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪୧ᅇ⏕ඹ㏻し࡚ືࠕ

ࢀࡽࡅ࡙⨨㡯目のୖࡿṧ㇟༳ࡀࠖࡁ

ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂⤒ࡀ㸪㸰ᅇ⏕の᪉ࡓࡲࠋࡓ࠸࡚

ࢃ㣴ࡀᐈほⓗなどⅬࡿᑐすศ㸪సရࡿ࠸࡚

 ࠋࡓ࠼ࡀか࠺ࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀ

ඹⴭ⪅㸸岡村季光・ቑ原႐௦ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

 
ᒃሙᡤࠕ.6 （ࠖ安ᚰ࡛ࡿࡁ人）

すឤ・ホ౯ࡈ㐣࡛ࡾࡦ

の㛵ಀ 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年㸷᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨

㸯ྕ 

pp.191-197. 

安ᚰ࡛ࡿࡁ人のホᐃ࡛ࡾࡦ㐣ࡈすࡇ

㛵すࡿឤ・ホ౯の㛵ಀ᳨ࢆウしࡑࠋࡓの⤖

ᯝ㸪͆ ⮬ศࡾࡦ の͇安ᚰឤࢆ高ࡃホᐃすࡶࡿ

のࡣ㸪࡛ࡾࡦ㐣ࡈすࡇ⫯ᐃⓗなᤊ࠼᪉

すࡈ㐣࡛ࡾࡦ㸪ࢀࡉ၀♧ࡀࡇࡿ࠸し࡚ࢆ

ឤ・ホ౯の㛵ಀࡀ明ࡽかなࢀࡇࠋࡓࡗ

ࣈテ࢞ࢿࡶしࡎᚲࡇすࡈ㐣࡛ࡾࡦࡣ

なឤࢆᢪ࠸࡚࠸なࢆࡇ࠸♧၀すࡶࡿの࡛

あࠋࡓࡗ 

7.ಖ育学⏕おࢪ࣮ࣛࢥࡿࡅ

ࣗసရのᙧᘧศᯒཬࡧసရ༳

 ᇶ♏ⓗ研究ࡿ㛵す㇟

ඹⴭ ᖹᡂ 26年 12᭶ ዉⰋಖ育学㝔研究紀せ➨

16ྕ 

pp.103-110. 

本研究の目ⓗࡣ㸪ࣗࢪ࣮ࣛࢥసရの⾲⌧特ᚩ

㇟సရ༳ࡽࡉศᯒし㸪ࡾࡓࢃከ᪉㠃ࢆ

㛵し࡚テ࢟スࢺマࢽン࡚࠸⏝ࢆࢢᐃ㔞ⓗ

᳨ウす࡛ࡇࡿあࠋࡓࡗಖ育ᑓ㛛学ᰯᡤᒓ

し࡚ࡓ࠸㸯ᅇ⏕ 367 ⤖ࡓウし᳨㇟ᑐࢆྡ

ᯝ㸪ඛ⾜研究ྜࡰ⮴すࡿ⤖ᯝࡀᚓࢀࡽ㸪

⮫⌮㸪ᚰࡀ特ᚩ⌧⾲ࡿࡅお⒪ἲࣗࢪ࣮ࣛࢥ

ᗋのࢭス࣓ンࢺ᭷┈なᣦᶆࡽࡓࡶࢆす࡛

あࡀࡇ࠺ࢁ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 

ඹⴭ⪅㸸岡村季光・吉野ࡸࡉか 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

ᛶ᱁特ᛶసရࣗࢪ࣮ࣛࢥ.8

の㛵ಀ㸸⾲⌧特ᚩエࣛࢢࢦ

 ンの᳨ウ࣮ࢱࣃ࣒

（ᰝㄞ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 26年 12᭶ 人間教育学研究➨㸰ྕ 

pp.157-162. 

本研究の目ⓗࡣ㸪ᛶ᱁特ᛶࣗࢪ࣮ࣛࢥసရ

の㛵㐃᳨ࢆウす࡛ࡇࡿあࡾ㸪387 ྡのᑓ㛛

学ᰯ⏕エ࣒ࣛࢢࢦ（TEGII）ཬࣗࢪ࣮ࣛࢥࡧ

సရไసࢆᐇしࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪エ࣒ࣛࢢࢦ

ษ∦ᩘ㸪వⓑ㸪సရの満㊊度ࡾࡼン࣮ࢱࣃ

すࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿࢀࡽࡳࡀ࠸㐪

なࡕࢃ㸪1)ษ∦ᩘࡀከࡣ⪅࠸ᚰⓗエࢿル࣮ࢠ

ከࡀ㸪2)వⓑࡀᛶ⬟ྍࡿᛶ᱁特ᚩ࡛あ࠸高ࡀ

・㸪౫Ꮡⓗ࡛Ẽศࡃపࡀ࣮ࢠルࢿᚰⓗエࡣ⪅࠸

ឤの安ᐃࢆࡉక࠺ᛶ᱁特ᚩ࡛あྍࡿ⬟ᛶ

ᣢࢆ࠼ᕫྰᐃのᵓ⮬ࡣ⪅࠸పࡀ㸪3)満㊊度ࡀ

 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࢀࡒࢀࡑ㸪ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡗ

ඹⴭ⪅㸸岡村季光・吉野ࡸࡉか 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

9.青年ᮇᚋᮇおࡿࡅ᪂ᪧの

ྠᛶ友人の安ᚰឤ学ᰯ㐺

ᛂឤの㛵㐃 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年㸷᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨

㸱ྕ 

pp.229-233. 

本研究の目ⓗࡣ友人㛵ಀᶵ⬟のࠕ安ᐃᶵ⬟ࠖ

࠺࠸ࠖࡿࡁ安ᚰ࡛ࠕ࡚࠸⥴目し㸪一╔

本人のほⓗឤࢆᡭࡀかࡾし࡚友人ࢆ

㉳ࡏࡉ㸪᪂ᪧのྠᛶ友人の㑅ᢥ᭷↓⌧ᅾの

学ᰯ㐺ᛂឤの㛵㐃᳨ࢆウす࡛ࡇࡿあࡗ

ࡅศ⩌ࡾࡼ↓᪂ᪧのྠᛶ友人の㑅ᢥ᭷ࠋࡓ

ᯝ㸪⤖ࡓウし᳨ࢆの㛵㐃㸪学ᰯ㐺ᛂឤ࠸⾜ࢆ

᪂友人ࢆ㑅ᢥしࡀ⪅ࡓ㸪ᪧ友人のࢆࡳ㑅ᢥし

ẚ⪅ࡓࡗ㑅ᢥしなかࡶࢀࡎ࠸ࡣ࠸ࡿあ⪅ࡓ

し࡚㸪⌧ᅾの学ᰯ㐺ᛂឤࡣ高かࠋࡓࡗ本研究

⤖ᯝࡣ᪂ᪧ友人㛵ಀࡀ学ᰯ㐺ᛂឤᙳ㡪ࢆཬ

の࡛㸪ᚋの学ᰯ㐺ࡶࡿ၀す♧ࢆすྍ⬟ᛶࡰ

ᛂ࡛ୖࡿ࠼⪄ࢆព⩏のあࡶࡿのࢀࡽ࠼⪄

 ࠋࡓ

ᒃሙᡤࠕ.10 （ࠖ安ᚰ࡛ࡿࡁ人）

╔せᅉ ̿ᡂ人ឡࡿつᐃすࢆ

スࢱル᳨ࡿࡼウ̿ 

（ᰝㄞ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 27年 12᭶ 人間教育学研究➨㸱ྕ 

pp.175-180. 

本研究ࡣᑐ人㛵ಀの⾲㇟し࡚ᣲࡿࢀࡽࡆឡ

╔スࢱル╔目し㸪安ᚰ࡛ࡿࡁ人の⛬度の

ホᐃࡿ࠼ᙳ㡪᳨ࢆウしࡓ⤖ᯝ㸪⏨子お

お㸪ዪ子ࡀᆺࢺンࣞࣂࣅン安ᐃᆺ࡚࠸

ண ኚᩘࡀᅇ㑊ᆺᆺࢺンࣞࣂࣅン࡚࠸

し࡚᭷ព࡛あࡀࡇࡿ明ࡽかなࠋࡓࡗ本研

究の⤖ᯝࡣ㸪ᒃሙᡤ࡚ࡗࡼឡ╔スࢱルࡀ

安ᚰ࡛ࡿࡁ⛬度ཬࡰすຠᯝࡀ␗なࢆࡇࡿ

♧し࡚ࢀࡑࠋࡿ࠸ᨾ㸪安ᚰ࡛ࡿࡁ⛬度ࢆ㐺ᛂ

のᣦᶆしࡓሙྜࡣ㸪ឡ╔スࢱルࡀ㐺ᛂ

ㄪᩚኚᩘࡀᑐし࡚㸪ᒃሙᡤすຠᯝࡰཬ

し࡚ᶵ⬟しࡀࡇࡓ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 

ඹⴭ⪅㸸岡村季光・㇏田弘ྖ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

ᒃሙᡤࠕ.11 （ࠖ安ᚰ࡛ࡿࡁ人）

ࡾࡦ̿  せᅉࡿつᐃすࢆ

࡛㐣ࡈすឤ・ホ౯ཬࡧᡂ人

ឡ╔スࢱル᳨ࡿࡼウ̿ 

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 11᭶ ዉⰋ教育大学紀せ➨ 65

ᕳ㸯ྕ（人ᩥ・♫） 

pp.27-34. 

本研究ࡣ㸪ᑐ人㛵ಀの⾲㇟し࡚ᣲࡿࢀࡽࡆ

ࢱឡ╔スࡿン࡛あ࣮ࢱࣃのࢺチ࣓ンࢵࢱ

ル╔目し㸪ࠕᒃሙᡤ ⛬ࡿࡁ安ᚰ࡛ࡿࡅおࠖ

度のホᐃ್㸪࡛ࡾࡦ㐣ࡈすࡇ㛵すࡿឤ

・ホ౯ཬࡧᡂ人ឡ╔スࢱルの㛵㐃᳨ࢆウ

しࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪安ᚰ࡛ࡿࡁ人ࢆつᐃすࡿせ

ᅉし࡚㸪⏨ዪ͆ࡶ⮬ศ͆ࡣ͇ࡾࡦᏙ

⊂・安 㸪͇͆ ẕぶ ࡣ͇͆ ぢᤞ࡚ࢀࡽ安 ࡑࡀ͇

㸪ࡓࡲࠋࡓࡗし࡚᭷ព࡛あண ኚᩘࢀࡒࢀ

͆⌧学ᰯ௨㝆の友人͇ࡣ⏨子͆ࡀぶᐦᛶのᅇ

㑊 㸪͇ዪ子͆ࡣぢᤞ࡚ࢀࡽ安͇ ࢀࡒࢀࡑࡀ

ண ኚᩘし࡚᭷ព࡛あࠋࡓࡗ 

ඹⴭ⪅㸸岡村季光・㇏田弘ྖ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

 

人間－289



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

12.ಖ育⪅の子育࡚㛵すࡿ

一⪃ᐹ ̿ࡀࢃ子の子育࡚の

ᝎࡳὀ目し࡚̿ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年㸱᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨

㸴ྕ 

pp.115-124. 

本研究࡛ࡣ㸪➨㸯㸪⌧௦のಖ育⪅ࡀのࡼ

ࡿすかࡽ明ࢆのかࡿあࡀࡳな子育࡚のᝎ࠺

ࡳᝎࡿ㛵す㸪ಖ育⪅の子育࡚㸪➨㸰ࡇ

ᙧᡂ㸪テンテࢹし࡚の⪅㸪ಖ育

のㄆ㆑㸪職業࡚࠸ࡘ㸪職ົテࣜࢼࢯ࣮ࣃ

ほのせᅉの㛵㐃᳨࡚࠸ࡘウしࡑࠋࡓの

⤖ᯝ㸪ྛኚᩘࡣ年㱋ཬࡧಖ育⪅Ṕࡿࡼᙳ㡪

೫ࡓไし⤫ࢆ㸪୧⪅のせᅉࡵࡓࡓࢀࡽ࠼⪄ࡀ

┦㛵ಀᩘࢆ子の᭷↓ู࡛⟬ฟし᳨ウしࠋࡓ子

の࠸なࡣ⪅࠸㸪子育࡚の⤒㦂のなࡀࡉ⮬ಙの

なࡘࡉなྍࡿ࠸࡚ࡗࡀ⬟ᛶࡀあࡿ一᪉㸪ಖ

育⪅し࡚ࢆࡾᣢࡣ⪅ࡿ࠸࡚ࡗ㸪⪅かࡽ

ㄆࡀࡇࡿࢀࡽࡵᨭ࠼なࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗ⪃

㸪子育࡚⤒㦂ࡣ⪅ࡿ࠸㸪子のࡓࡲࠋࡓࢀࡽ࠼

➼ࡾし࡚の⪅ಖ育ࡀの子育࡚⤒㦂ࡽ⮬ࡀ

一᪉㸪ಖࡿࢀࡽ࠼⪄ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀなࡘ

育⪅࡛あࡸ࠸㏞ࡇࡿᡞᝨࢆ࠸ឤࡿ࠸࡚ࡌ

࠸࡚ࡌឤࢆࡂࡽのᦂテンテࢹ㸪ࡣ⪅

 ࠋࡓ࠼ࡀか࠺ࡀࡇࡿ

ඹⴭ⪅㸸岡村季光・間井㇂ᐜ௦・㇂本一ᴿ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ部ศ

 ᢸᙜࢆ

13.ᑐ人㛵ಀࠕࡀᒃሙᡤ（ࠖ安ᚰ

̿ すᙳ㡪ࡰཬ（人ࡿࡁ࡛

友人㛵ಀཬࡧᐙ᪘㛵ಀࡿࡼ

᳨ウ̿ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年㸱᭶ ዉⰋ教育大学次ୡ௦教ဨ

㣴ᡂࢭン࣮ࢱ紀せ➨㸱ྕ 

pp.83-87. 

ᐙ᪘୪ࡧ友人のぶ和ḧồࡀ㸪ᒃሙᡤ（安

ᚰ࡛ࡿࡁ人）ホᐃཬࡰすᙳ㡪᳨ࢆウしࠋࡓ

㸪͆ࡶの⤖ᯝ㸪1)⏨ዪࡑ ∗ぶ 㸪͇͆ ẕぶ͇ཬ

中⛬度ࡣのぶᐦᛶᐙ᪘͇࠸ࡔ࠺ࡻࡁ͆ࡧ

の正の┦㛵࡛あ2ࠋࡓࡗ)⏨子お࡚࠸㸪͆ ⌧学

ᰯ௨๓の友人͇͆ ⌧学ᰯ௨㝆の友人 ᐙ᪘͇

のぶᐦᛶ㸪͆ ∗ぶ͇͆ ࠸ࡔ࠺ࡻࡁ ཬ͇͆ࡧ ⌧学ᰯ

௨๓の友人͇友人のぶᐦᛶࡶࢀࡎ࠸ࡣ中

⛬度の正の┦㛵࡛あࠋࡓࡗ一᪉㸪友人のぶ

ᐦᛶお࡚࠸㸪⏨子͆ࡣ⌧学ᰯ௨๓の友人͇

ᑐし㸪ዪ子のࡓࡗ中⛬度の正の┦㛵࡛あ

中⛬度の正の┦㛵学ᰯ௨㝆の友人͇⌧͆ࡣ

࡛あ3ࠋࡓࡗ)͆ ∗ぶ 㸪͇͆ ẕぶ ཬ͇͆ࡧ ࡔ࠺ࡻࡁ

ண ኚࡀのぶᐦᛶ㸪ᐙ᪘ࡶዪ⏨ࡣ͇࠸

͆ 㸪ࡣ࡚࠸お友人ࠋࡓࡗし࡚᭷ព࡛あᩘ ⌧

学ᰯ௨๓の友人͇お࡚࠸㸪⏨ዪࡶ友人

ࠋࡓࡗし࡚᭷ព࡛あண ኚᩘࡀのぶᐦᛶ

一᪉㸪͆ ⌧学ᰯ௨㝆の友人͇おࡣ࡚࠸㸪ዪ子

のࡳ᭷ព࡛あࠋࡓࡗ 

ඹⴭ⪅㸸岡村季光・㇏田弘ྖ・ከ根井㔜ᬕ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

人間－290



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

14.ⱥㄒス࣮࢟ࣆンࢢᑐす

安ᑻ度సᡂ㸫ᑠ学ᰯⱥㄒࡿ

の教⛉࡚ࡅྥ㸫 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年㸷᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨

㸵ྕ 

pp.67-74. 

大学⏕ࢆᑐ㇟しࡓⱥㄒス࣮࢟ࣆンࢢ安の

ᑻ度సᡂࠋࡓࡗ⾜ࢆ教職ㄢ⛬⏕のⱥㄒຊ࡛ࡶ

特ᚲせࡿ࠸࡚ࢀࡉのࡀス࣮࢟ࣆンࢢຊࡔ

Horwitzetal（1986）ࠋࡿあ࡛ࡽかࡿࢀࡽ࠼⪄

の FLCAS（the Foreign Language Classroom  

Anxiety Scale）かࡽス࣮࢟ࣆンࢢ安㛵ಀ

すࡿ㡯目ࢆᢤ⢋しࠊືⓗᛂなの᪥本人

の特ᛶࢆ㋃ࡓ࠼ࡲ㡯目ࡀࡽ⪅➹ࢆࡅ加࠼

安࡛ࢢン࣮࢟ࣆᅾのス⌧ࠊし࡚ᯝ⤖ࠋࡓ

ࡣ 13㡯目ࠊࡀᑗ᮶のᑠ学ᰯ教ဨし࡚のスࣆ

ࡣ安࡛ࢢン࣮࢟ 15㡯目ࠊࡀಙ㢗ᛶጇᙜᛶ

ࣆⱥㄒスࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉし࡚ṧᑻ度ࡓᚓࢆ

ẁ㝵ࡿウす᳨ࢆ安ᑻ度のጇᙜᛶࢢン࣮࢟

おࠊ࡚࠸ⱥㄒ学⩦⪅ࡀⱥㄒス࣮࢟ࣆンࢢの

ン࣮࢟ࣆⱥㄒスࠊඞ᭹しࢆືⓗᛂᛶࠖࠕ

ⱥㄒ授業のᚲせࡿࡅࡘࢆಙࠖ⮬ࠕࡿᑐすࢢ

ᛶࡀ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 

ඹⴭ⪅㸸⇃田ᒱ子・岡村季光 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

15.学⏕のእⓗせᅉෆⓗせ

ᅉ╔目すࠕࡿእᅜㄒの⌮ゎࠖ

一ࡿ㛵すእᅜㄒᣦᑟἲࠖࠕ

⪃ᐹ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年㸱᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨

㸶ྕ 

pp.115-124. 

本研究ࠊࡣᑠ学ᰯࠕእᅜㄒάື እᅜㄒࠖࠕࠖ・

学⏕のእⓗせᅉࠊ࠼ぢᤣࢆࡇࡿࢀࡉᑟධࡀ

（ⱥㄒ㐠⏝ຊ・授業ຊ）࡛ࡅࡔなࠊࡃෆⓗせ

ᅉ（⮬ᑛឤのపࡉ・⪅⌮ゎのᚲせᛶ・

ືⓗᛂᛶのඞ᭹）ࡶ╔目しࡓ研究࡛あࠋࡿ

本✏࡛ࠊࡣ⇃田・岡村（2017）お࡚࠸♧၀ࡉ

ᑛឤの㛵㐃⮬安ࢢン࣮࢟ࣆⱥㄒスࡓࢀ

ᑐ人ࠊし࡚ᯝ⤖ࠋࡓࡗ⾜ࢆウ᳨࡚࠸ࡘ

安ഴྥᑻ度のୗᑻ度࡛あࠕࡿືⓗᛂᛶࠖ

ᙳ㡪᭷ព安ࢢン࣮࢟ࣆᅾのⱥㄒス⌧ࡀ

ࠊࡓࡲࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿ࠸し࡚ࡰཬࢆ

ᑗ᮶のⱥㄒス࣮࢟ࣆンࢢ安ᚓⅬࡣ࡚࠸ࡘ

᭷ពࡶᑛឤࠖ⮬ࠕࠊ࠼加ືⓗᛂᛶࠖࠕ

ࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿ࠸し࡚ࡰཬࢆᙳ㡪

࣮ࣆᑗ᮶のⱥㄒスᑛឤࠖ⮬ࠕࠊࡽࡉࠋࡓ

ࡿ፹介すࡀືⓗᛂᛶࠖࠕࡣ安ࢢン࢟

間᥋ຠᯝࡶぢฟୖࠋࡓࢀࡉ㏙の㇟ࢆඞ᭹す

ࢆᇶ本ⓗ⮬ᑛឤࠕ㏆⸨（2010）のࠊࡵࡓࡿ

育ࡴඹ᭷య㦂ࠖ╔目すࠊࡇࡿ大学カࣜ࢟

ࡿ㐃ᦠす⛉教ࡾࡼࢺン࣓ࢪࢿマ࣒ࣛࣗ

 ࠋࡓᥦしࢆࡇ

ඹⴭ⪅㸸⇃田ᒱ子・岡村季光 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

（人ࡿࡁᒃሙᡤࠖ(安ᚰ࡛ࠕ.16

፹介せᅉの᳨ウࡿつᐃすࢆ

㸫 ⮬͇ศ࡛͇ࡾࡦ すࡈすᒃሙ

ᡤὀ目し࡚㸫 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年㸱᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨

㸶ྕ 

pp.115-124. 

本研究の目ⓗࠊࡣᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）の

ホᐃ࡛ࡾࡦ㐣ࡈすࡇ㛵すࡿឤ・ホ

౯ࢆ ᐃしࠊ安ᚰ࡛ࡿࡁ人ࢆつᐃすࡿせᅉ

፹介せᅉࡀ介ᅾし࡚ྍࡿ࠸⬟ᛶ᳨ࢆウすࡇࡿ

⏕大学ࠋࡓࡗあ࡛ 260 ⤖ࡓࡗ⾜ࢆㄪᰝྡ

ᯝࠊ⮬ศࡾࡦのᒃሙᡤࢆᚿྥすࡿせᅉࠊࡣ

満㊊ឤࡸᐇឤࡿࡼࡇすࡈ㐣࡛ࡾࡦ

୧⪅の㛵ಀࡽࡉࠊࡾお࡚ࢀࡉつᐃ࡚ࡗࡼ

安ឤのࡸのᏙ⊂ឤࡇすࡈ㐣࡛ࡾࡦࡣ

なࡀࡉ፹介し࡚ࡀࡇࡿ࠸明ࡽかなࠋࡓࡗ  

  

人間－291



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

17.大学おࡿࡅ教学ᨭయ

ไの㐠Ⴀ㛵すࡿ一⪃ᐹ̿࢟

ャࣜ教育࢟ャࣜᨭの

㐃ᦠ╔目し࡚̿ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年㸵᭶ 人間教育➨ 1ᕳ➨ 5ྕ 

pp.123-141. 

本✏࡛ࠊࡣ大学おࡿࡅ教学ᨭయไの㐠Ⴀ

ᨭャࣜ࢟教育ャࣜ࢟特ࠊ࡚࠸ࡘ

の教学ᨭの㐃ᦠࡀのࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࠺ࡼ

か╔目し3ࠊ大学（学⩦㝔大学ᩥࠊ教大学ࠊ

和ዪ子大学）のどᐹࢆᡭかࡾし࡚⪃ᐹ

すࢆࡇࡿ目ⓗし࡚ࠋࡿ࠸⤖ᯝし࡚ࠊ学

⩦㝔大学࡛ࠊࡣ教学部㛛ᨭ部㛛の㐃ᦠయ

ไの☜❧࠸࡚ࢀࡉࡣなかࠊࡀࡓࡗ大学の教育

⌮ᛕࡸ᪉㔪ࡾྲྀࢆධ࢟ࡓࢀャࣜࢭン࣮ࢱ

業ィ⏬ࡀあࠊࡓࡲࠊࡾᑵ職άື㛵しࠊOB・OG

ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ❧☜ࡀᅾ学⏕ᨭయไࡿࡼ

中ᮇ⤒Ⴀィࠊࡣ教大学࡛ᩥࠋࡓࡗ特ᚩ࡛あࡀ

ࢆンࣙࢪࣅࡀႠ部㛛⤒教学部㛛ࠊ࡚❧ࢆ⏬

ඹ᭷しࠊィ⏬Ѝᐇ⾜Ѝホ౯Ѝᨵ善の PDCAࢧ

和ዪ子大学࡛ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ❧☜ルのࢡ

学ᶓࠊタ⨨しࢆンጤဨࢨࢹャࣜ࢟ࡣ

᩿ᆺ⤌⧊ࢆ☜❧しࠊ教学部㛛ᨭ部㛛の᭷

ᶵⓗ㐃ᦠࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ❧☜ࡀ 

ඹⴭ⪅㸸岡野聡子・岡村季光・オチャンテ 村

井 ロࢧ ࣓ルࢹࢭス 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ୖ㏙のෆ㸪ᩥ教大学㛵すࡿ

部ศ（pp.127-132）ࢆᢸᙜ 

18.育ᡂしࠕ࠸ࡓ学⏕ീࠖの明

☜ࠊ⬟ຊᣦᶆᵓ⠏のヨ̿ࡳ

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部ࢆ

し࡚̿ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年㸷᭶ 人間教育➨ 1ᕳ➨ 7ྕ 

pp.185-198. 

本✏࡛ࠊࡣᡃࡀᅜおࢀࡇࠕࡿࡅかࡽồࡽࡵ

ຊࡿࢀ ࠊ࡛ୖࡓしࢆ⌮ຊᴫᛕのᩚ⬟ࡿ㛵すࠖ

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部ࢆし࡚ࠕࠊ育

ᡂし࠸ࡓ学⏕ീࠖの⬟ຊᣦᶆࢆᥦ♧すࡇࡿ

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿のᐇࠋࡿ࠸し࡚目ⓗࢆ

ࡸ大学ධ学ඹ㏻テスࢺのᑟධなࠊࡾࡼ

2020 年ࡓࡅྥ教育ᨵ㠉ࡀ⢔ࠎ㐍⾜すࡿ

中ࠊ大学教育ࡶ大ࡁなᙳ㡪ࡀあࡿணࡉ

ࢀࡽࡵồࡽか♫ࠊ㸯➨ࠊࡣ࡛✏本ࠋࡿࢀ

㸰➨ࠊし⌮ᩚࢆ学部特ᛶ⌮ຊᴫᛕのᩚ⬟ࡿ

 APࠊCPࠊDPかࡽ育ᡂし࠸ࡓ学⏕ീの⬟ຊ㡯

目のᢳฟࠊ࠸⾜ࢆ➨㸱⬟ຊᣦᶆࢆᥦ♧しࠋࡓ

⬟ຊᣦᶆసᡂあࠊࡣ࡚ࡗࡓձ ᐃࡿࢀࡉഃ

のⓎ㐩Ỉ‽ࢆ⪃៖すࠊࡇࡿղ人間教育のあ

ࡿࡏࡉᫎຊᣦᶆ⬟ࢆ目ᣦす᪉ྥᛶࡸ᪉ࡾ

࠼⏕ⱆࠕճ⬟ຊのࠊࡇ （㸹2007࣮ࣛࣉࣙࢩࠖ）

 ࠋࡓᥦ♧しࢆほⅬ࠺࠸ࡿὀ目す

ඹⴭ⪅㸸岡野聡子・岡村季光・ఀ㷂一夫 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ୖ㏙のෆࠕዉⰋ学ᅬ大学人間

教育学部おࠕࡿࡅ育ᡂし࠸ࡓ学⏕ീࠖの⬟

ຊᣦᶆのᵓ⠏ ࢆ部ศ（pp.192-196）ࡿ㛵すࠖ

ᢸᙜ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

19.⅏ᐖおࡿࡅ教師の職

業ⓗᙺ ឤࠕ̿ ከᛁࠕࠖ

ឤࠖ╔目し࡚̿ 

（ᰝㄞ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年㸷᭶ 教師学研究➨ 21ᕳ➨ 2ྕ 

pp.13-21. 

本研究࡛ࡣ㸪⅏ᐖお࡚࠸㸪ࡑの教師のࠕ職

業ⓗឤࠖࡣ⤫ไのຠかな࠸≧ἣおࡿࡅ

௬࠺࠸か࠸なࡣの࡛ࡿ㥙すࢆከᛁឤࠖࠕ

ㄝࡑࠋࡓ࡚❧ࢆし࡚㸪⇃本ᆅ㟈お࡚࠸教ဨ

し㸪㠀⅏ᐖᆅᇦのルࢹࣔࢆᙺࡓしࡓᯝࡀ

教ဨのࠕឤ ⾜ࢆのẚ㍑ㄪᰝከᛁឤࠖࠕࠖ

教師の職業ࡿࡅお㸪⅏ᐖ࡚ࡗࡼࡇ࠺

ⓗឤのᐇែࢆ明ࡽかすࢆࡇࡿ目ⓗ

し࡛ࡇࡑࠋࡓ本研究࡛ࡣ㸪⇃本ᆅ㟈お࡚࠸

⿕⅏しࡓ学ᰯົすࡿ教ဨ 㸪㠀⅏ᐖ26ྡ

ᆅᇦし࡚㸪㛵西ᅪのᑠ学ᰯ教ဨ 47ྡのィ 73

のࡑࠋࡓᐇしࢆㄪᰝࢺ࣮ࢣンのẚ㍑ྡ

⤖ᯝ㸪ឤ㛵し࡚ࡣ㸪⿕⅏の᭷↓かか

ࢆ㠃㸪⿕⅏ࡿ࠸᭷し࡚ࢆឤ࠸高ࡎࡽࢃ

⤒㦂しࡓ教ဨお࡚࠸㸪ከᛁឤࡸෆⓗ⤫ไឤ

の高ࡀࡉ㸪⮬ࡽのᏑᅾ౯್ࡸពḧの高ࡾࡲ

 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀᐇែ࠸な࠸࡚ࡗࡀなࡘ

ඹⴭ⪅㸸松井典夫・岡村季光 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

ࢪ࣮ࢣࢵࣃࢡンࣜࢻ.20

おࡿࡅⰍࢪ࣮࣓㛵すࡿ᥈

⣴ⓗ研究̿健ᗣ安ཬࡧయㄪ

のᕪ␗᳨ࡿࡼウ̿ 

ඹⴭ ᖹᡂ 31年㸱᭶ 人間教育➨ 2ᕳ➨ 2ྕ 

pp.45-50. 

本研究࡛ࡣ㸪健ᗣ安ཬࡧయㄪのᕪ␗ࡿࡼ

࡚࠸ࡘࢪ࣮࣓のⰍࢪ࣮ࢣࢵࣃࢡンࣜࢻ

᳨ウࢆࡇ࠺⾜ࢆ目ⓗ࡛あࠋࡓࡗ大学⏕ཬࡧ

Ⓩ㘓㈍⪅ࢆᑐ㇟ㄪᰝࡓࡗ⾜ࢆ⤖ᯝ㸪௨ୗ

のⅬࡀ明ࡽかなࠋࡓࡗすなࡕࢃ㸪1)健ᗣ

安㛵すࡿㄪᰝ࡛ࡣ㸪大学⏕Ⓩ㘓㈍⪅間

㸪┤㏆ࡀࡓࡗなかࡏࡔ࠸ぢࡣ␗ᅇ⟅のᕪ 1

か᭶のయㄪ㛵すࡿㄪᰝ࡛ࡣ㸪⥲࡚ࡌ大学⏕

の᪉ࡀⓏ㘓㈍⪅ẚし࡚యㄪⰋࢆ♧すᚓ

Ⅼࡀ高かࣜࢻ(2ࠋࡓࡗンࢡⰍࢪ࣮࣓ホᐃ

金ࡣ青Ⰽ㸪㣴ᙉኊࡣⰍࡃᘬࢆ㸪目࡚࠸お

Ⰽ㸪美ᐜཬࡧ㣗≀⧄⥔ࡣ㯤Ⰽお࡚࠸᭷ពな

ᕪࢆぢࡔ࠸し㸪ࡶࢀࡎ࠸健ᗣ安のなࡀ⩌࠸

あ⩌ࡿẚし࡚㑅ᢥ⋡ࡀ高か3ࠋࡓࡗ)┤㏆ 1

か᭶のయㄪࢆ⊂❧ኚᩘ㸪ྛ㡯目おࡿࡅⰍ㑅

ᢥࢆᚑᒓኚᩘすูุࡿศᯒࡓࡗ⾜ࢆ⤖ᯝ㸪

大学⏕お࡚࠸㸪╀Ẽぬࡲしࡣయㄪ安㸪య

ㄪのᝎࡳ㸪スࣞࢺス㸪⑂ࢀのኚᩘࡀ㯮Ⰽの㑅

ᢥ㸪Ⓩ㘓㈍⪅お࡚࠸㸪美ᐜࡣయㄪ安㸪

యㄪのᝎࡳ㸪スࣞࢺス㸪⑂ࢀのኚᩘࡀ青Ⰽの

㑅ᢥ㸪ࢀࡒࢀࡑ᭷ពなᙳ㡪ࢆཬࡰし࡚ࠋࡓ࠸ 

ඹⴭ⪅㸸岡村季光・ከ根井㔜ᬕ・ቑ田善 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ部ศ

 ᢸᙜࢆ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

21.ⱥヰ授業おࠕࡿࡅ⮬ᑛ

ឤࢆ高ࡿࡵඹ᭷య㦂ࠖ㛵

すࡿㄪᰝ㸫学⏕のෆⓗせᅉ

╔目し࡚㸫 

ඹⴭ ᖹᡂ 31年㸱᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨

10ྕ 

pp.55-61. 

本✏࡛ࠊࡣ⇃田・岡村（2018）࡛ ╔目しࠕࡓᇶ

本ⓗ⮬ᑛឤࢆ育ࡴඹ᭷య㦂 （ࠖ㏆⸨2010ࠊ）

㛵のඹ᭷య㦂ࢢン࣮࢟ࣆⱥㄒスࠊᛂ⏝しࢆ

すࡿㄪᰝࠕࠋࡓࡗ⾜ࢆ⮬ᑛឤࢆ育ࡴඹ᭷య

㦂 ࠊࡵᐃሙ㠃ࢆࢢン࣮࢟ࣆⱥㄒスࠊし࡚ࠖ

⪅のࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥンおࡿࡅⱥㄒス

࣌ࠊࡣලయⓗࠋࡓドし᳨ࢆ安ࢢン࣮࢟ࣆ

ሙࢆ⾲スⓎࣛࢡࠊࢡ࣮࣡ࣉル࣮ࢢࠊࢡ࣮࣡

㠃し࡚タᐃしࠋࡓ⪃しࡓ㡯目ࢆᅉ子ศᯒ

しࡓ⤖ᯝࢢࠊࢡ࣮࣡࣌ࠊル࣮ࢡ࣮࣡ࣉお

ᐃᢎㄆ⫯ࠕࡣ࡚࠸ 安ᚰࠕࠊࠖ ᚷ㑊ࠕࠊࠖ スࣛࢡࠊࠖ

Ⓨ⾲おࠕࡣ࡚࠸⫯ᐃᢎㄆ ᚓពࠖのᵓࠕࠊࠖ

㐀ࢆぢࡔ࠸しࠊࡽࡉࠋࡓⱥㄒス࣮࢟ࣆンࢢ

安ࠊᑐ人安ഴྥࠊ⮬ᑛឤࠊ⮬ᕫཷᐜࠊ

⪅ཷᐜの㛵㐃᳨ࢆウしࠊ⪅かࡽの࣮ࣇ

᭷ຠ࡛ࡀࢡ࣮࣡ࣉル࣮ࢢࡿࢀࡽᚓࡀࢡࢵࣂࢻ

あྍࡿ⬟ᛶࡀ♧၀ࠋࡓࢀࡉᚋのᒎᮃし࡚ࠊ

⪅かࡽのࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇし࡚ࠊಙ㢗すࡿ

人ࠊすなࡕࢃ教師ࡀすࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇࡁ

 ࠋࡓࢀࡉし࡚ṧㄢ㢟ࡀࡇࡿウす᳨࡚࠸ࡘ

ඹⴭ⪅㸸⇃田ᒱ子・岡村季光 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

22.ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）の

ホᐃ⮬ᕫ㸫⪅ㄆ㆑㸸༠ྠ

స業ㄆ㆑の㛵㐃 

༢ⴭ ᖹᡂ 31年㸱᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨

10ྕ 

pp.55-61. 

ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）のホᐃ࡛ࡾࡦ㐣

ࡧ᪉ཬࡾの㛵ಀのྲྀ友人ࠊすឤ・ホ౯ࡈ

༠ྠస業ㄆ㆑の㛵㐃᳨ࢆウしࠕࠋࡓᒃሙᡤࠖ

࣮ࢱスࣛࢡࢆ度のホᐃ⛬ࡿࡁ安ᚰ࡛ࡿࡅお

ศᯒ࡚ࡗࡼ⮬ศ⩌ࠊయ高⩌ࠊయప⩌の

㸱⩌ศࠊࡅ安ᚰ࡛ࡿࡁ人のホᐃࡈ⩌ࡿࡼ

ឤ・ホࡿ㛵すࡇすࡈ㐣࡛ࡾࡦࠊ

౯ᑻ度ࠊ友人㛵ಀᑻ度༠ྠస業ㄆ㆑ᑻ度の

ྛᑻ度ᚓⅬの┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟし᳨ウࡗ⾜ࢆ

ࡀ人のホᐃࡿࡁ㸯）安ᚰ࡛ࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓ

యⓗపࠊࡣ⪅࠸༠ྠస業の⫯ᐃⓗなㄆ㆑

ࡌឤࢆ③ⱞࡇࡿ࠸⥴一⪅ࠊࡃపࡀ

ᅇ㑊すࠊࡣ⪅ࡿ༠ྠస業のᚲせᛶࢆపࡃឤࡌ

㸰）┦㛵ಀᩘのྠ➼ᛶࠋࡓࡗあഴྥࡿ࠸࡚

の᳨ᐃおࠊ࡚࠸友人㛵ಀᑻ度お͆ࡿࡅയ

のᅇ㑊ࡇࡿࡅࡘ ༠ྠస業ㄆ㆑ᑻ度の͇͆ ༠

ྠຠ⏝ᅉ子͇ཬ͆ࡧ恵ᠱᛕᅉ子͇᭷ពᕪ

ࠊከ㔜ẚ㍑の⤖ᯝࡿࡼRyanἲࠋࡓࢀࡽࡳࡀ

͆༠ྠຠ⏝ᅉ子͇お࡚࠸య高⩌ẚし࡚

యప⩌の᪉͆ࡀയࡇࡿࡅࡘのᅇ㑊͇の

正の┦㛵ࡀᙉࠊ͆ࡃ 恵ᠱᛕᅉ子 ࡚࠸お͇

య高⩌ẚし࡚యప⩌ཬࡧ⮬ศ⩌の᪉ࡀ㈇

の┦㛵ࡀᙉかࠋࡓࡗ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

23.ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）の

ホᐃ㈉⊩ឤの㛵㐃 

༢ⴭ 令和元年㸷᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨

11ྕ 

pp.29-34. 

本研究の目ⓗࡣ㸪ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）の

ホᐃ⮬㌟のᏑᅾࡀ⪅の࢙࢘ル・࣮ࣅン

ឤぬ（ࡿ࠸㈉⊩し࡚）ࡿ࠸࡚ࡗ❧ᙺࢢ

の㛵㐃᳨ࢆウす࡛ࡇࡿあࠋࡓࡗ安ᚰ࡛ࡿࡁ

⛬度のホᐃ⏨ዪᕪࡇࡓࢀࡽࡳࡀかࡽ㸪ホ

ᐃࢆ⏨ዪู Z ᚓⅬኚᚋ㸪ࣛࢡス࣮ࢱศ

ᯒ࡚ࡗࡼయ高⩌㸪యప⩌㸪ᖹ均⩌の㸱

ࡈ⩌ࡿࡼ人のホᐃࡿࡁ安ᚰ࡛ࠋࡓࡅศ⩌

ᯝ㸪య⤖ࡓウし᳨ࢆの㛵㐃㸪㈉⊩ឤ

ప⩌ࡀの⩌ẚし࡚㈉⊩ឤᚓⅬࡀపかࡗ

ࠋ᭱ࡓ ᚋ㸪ࠕ㈉⊩ឤ 㸪࡚࠸ࡘゝㄝࡿࡄࡵࠖࢆ

Adler（1932）のࢀࡑの␗ྠ࡚࠸ࡘ㸪㆟ㄽ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

24. 特㞟ࠕ職業し࡚のᚰ⌮

学ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 31年㸱᭶ ㏣ᡭ㛛学㝔大学ᚰ⌮学ㄽ

㞟➨ 27ྕ 

pp.35-64. 

㺀ᚰ⌮学⥲ྜ⛉目㸫職業し࡚のᚰ⌮学 㸪ࡣࠖ

㏣ᡭ㛛学㝔大学༞業⏕ࠕࡿࡼ職業人講ヰࠖ

ᚰ⌮学⥲ྜ⛉目࡛ࠖあࠕࡿࢀࡉᒎ㛤中ᚰࢆ

し࡚ࡘ教育の一ࡿ㸪ᚰ⌮学部の特Ⰽあࡾ

㸪12ࡣ࡛✏本ࠋࡿ目࡛あ⛉ࡓࡁ࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨

ྡの༞業⏕࡚ࡗࡼᥦ౪ࡿࢀࡉ 12のࠕ職業人

講ヰࠖࡀᒎ㛤ࠋࡓࢀࡉ 

ඹⴭ⪅㸸୕ᕝಇᶞ・ኳ野ᏹ美・東 ᦶ⪨・⸨田

裕一・ⴗ原マࣜࢥ・橋本ᑦ子・ᯈ橋裕子・木村

Ὀ子・ዲ田史ᑦ・森㏕ᏹᖾ・㛗井裕ྖ・西ᕝ

ᬗ・岡村季光 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ୖ㏙のෆࠕ大学教ဨなࡲࡿ

ࡓ͆ࡗฟ࡛ 人の⦕͇ࠖの㡯目（pp.62-64）

 ᢸᙜࢆ

25. ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）の

ホᐃ㈉⊩ឤの㛵㐃 

༢ⴭ 令和元年㸷᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨

11ྕ 

pp.29-34. 

本研究の目ⓗࡣ㸪ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）の

ホᐃ⮬㌟のᏑᅾࡀ⪅の࢙࢘ル・࣮ࣅン

ឤぬ（ࡿ࠸㈉⊩し࡚）ࡿ࠸࡚ࡗ❧ᙺࢢ

の㛵㐃᳨ࢆウす࡛ࡇࡿあࠋࡓࡗ安ᚰ࡛ࡿࡁ

⛬度のホᐃ⏨ዪᕪࡇࡓࢀࡽࡳࡀかࡽ㸪ホ

ᐃࢆ⏨ዪู Z ᚓⅬኚᚋ㸪ࣛࢡス࣮ࢱศ

ᯒ࡚ࡗࡼయ高⩌㸪యప⩌㸪ᖹ均⩌の㸱

ࡈ⩌ࡿࡼ人のホᐃࡿࡁ安ᚰ࡛ࠋࡓࡅศ⩌

ᯝ㸪య⤖ࡓウし᳨ࢆの㛵㐃㸪㈉⊩ឤ

ప⩌ࡀの⩌ẚし࡚㈉⊩ឤᚓⅬࡀపかࡗ

ࠋ᭱ࡓ ᚋ㸪ࠕ㈉⊩ឤ 㸪࡚࠸ࡘゝㄝࡿࡄࡵࠖࢆ

Adler（1932）のࢀࡑの␗ྠ࡚࠸ࡘ㸪㆟ㄽ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

26. 青年ᮇᚋᮇの SNS ࢘カ

ンࢺಖ᭷ᩘ⮬ᕫ㞃ⶸഴྥの

㛵㐃 

ඹⴭ 令和㸰年㸱᭶ ዉⰋ学ᅬ大学研究紀せ➨

12ྕ 

pp.23-28. 

本研究ྛࠊࡣ SNS ಖ᭷ᩘࢺン࢘カࡿࡅお

ࡿウす᳨ࢆの㛵㐃ᕫ㞃ⶸഴྥ⮬ࠊ目し╔

SNSࠋࡓし目ⓗࢆࡇ ࢺン࢘カࡿࡅお

ಖ᭷ᩘࠊ࡚࠸ࡘTwitter ⣙ࡣ 40㸣の⪅ࡀ」

かࡽ明ࡀࡇࡿ࠸ಖ᭷し࡚ࢆࢺン࢘カᩘ

なྛࠋࡓࡗ SNS ᕫ㞃ⶸ⮬ಖ᭷ᩘࢺン࢘カ

ഴྥの㛵㐃᳨ࢆウしࡓ⤖ᯝࠊTwitter ᕫ⮬

㞃ⶸࡣ᭷ពഴྥの正の┦㛵ࠊFacebookࡣ᭷

ពの正の┦㛵ࡀㄆࠋࡓࢀࡽࡵ青年ᮇの SNS の

⏝おࠊ࡚࠸カ࢘ンࢆࢺ」ᩘᡤᣢすࡿ⪅

本ᙜのࠊࡽࡀなࡅศ࠸ࢆࢺン࢘カࠊ

⮬ศࡣぢࡏなྍࡿ࠸࡚ࡗࡲࡿࡩ࠺ࡼ࠸⬟ᛶ

 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ

ඹⴭ⪅㸸岡村季光・ከ根井㔜ᬕ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

     （のࡑ）

     学ᢒ㘓ࠖࠕ
（人ࡿࡁ安ᚰ࡛）ᒃሙᡤࠖࠕ.1

のホᐃᑐ人ែ度の᳨ウ ̿

ࡿ㛵すࡇすࡈ㐣࡛ࡾࡦ

ឤ・ホ౯ཬࡧᡂ人ឡ╔スࢱ

 ̿ࡽの㛵㐃かル

༢ⴭ ᖹᡂ 24年㸱᭶ ᪥本Ⓨ㐩ᚰ⌮学➨ 23

ᅇ大Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.655. 

（ྡྂᒇᅜ㝿㆟ሙ） 

度のホᐃ㸪⛬ࡿࡁ安ᚰ࡛ࡿࡅおᒃሙᡤࠖࠕ

ࡧឤ・ホ౯ཬࡿ㛵すࡇすࡈ㐣࡛ࡾࡦ

ᡂ人ឡ╔スࢱルの㛵㐃᳨ࢆウしࡑࠋࡓの⤖

ᯝ͆⮬ศ͇ࡾࡦのホᐃྛᑻ度間㛵㐃ࡀ

ぢࠋࡓࢀࡉࡔ࠸ 

 

2.本学㝔おࡿࡅ⾲⌧άືⓎ

⾲のྲྀࡳ⤌ࡾ（㸰）㸫オ࣌

（㌟య⾲⌧సရస）ࢱࢵࣞ

ὀ目し࡚㸫 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年㸷᭶ ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟➨

51ᅇ研究大研究Ⓨ⾲ㄽ

ᩥ㞟 

pp.494-495. 

（ி㒔ᩥ教大学㸪ி㒔ᩥ

教▷ᮇ大学） 

㸰ᅇ⏕ࡀ授業࡛సしࡓ㌟య⾲⌧సရ（௨ୗ㸪

సရ）ࢆⓎ⾲しࡓᚋୗ⣭学年・ᙜヱ学年の

ྛ学⏕ࡀసရࢆの࠺ࡼᤊࡿ࠸࡚࠼のかẚ

㍑᳨ウしࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪୧ᅇ⏕ඹ㏻し࡚ືࠕ

ࢀࡽࡅ࡙⨨㡯目のୖࡿṧ㇟༳ࡀࠖࡁ

ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂⤒ࡀ㸪㸰ᅇ⏕の᪉ࡓࡲࠋࡓ࠸࡚

ࢃ㣴ࡀᐈほⓗなどⅬࡿᑐすศ㸪సရࡿ࠸࡚

 ࠋࡓ࠼ࡀか࠺ࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀ

ඹྠⓎ⾲⪅㸸岡村季光・ቑ原႐௦ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

 

3.青年ᮇᚋᮇおࡿࡅ༴ᶵⓗ

ሙ㠃のᑐ人ᚿྥ 

̿ᡂ人ឡ╔スࢱルの㛵㐃

̿ 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 11᭶ ᪥本教育ᚰ⌮学➨ 54

ᅇ⥲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.610. 

（⌰⌫大学千原࢟ャンࣃ

ス） 

༴ᶵⓗሙ㠃おࡿࡅᑐ人ᚿྥホᐃཬࡧᡂ人ឡ

╔スࢱルの㛵㐃᳨ࢆウしࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪༴

ᶵⓗሙ㠃お࡚࠸⏨ዪ͆ࡶ⮬ศ͇ࡾࡦの

ホᐃࡀపࡃなࢆࡇࡓࡗぢࡔ࠸し㸪≧ἣࡼ

ࡉ၀♧ࡀᛶ⬟ྍࡿࢃኚࡀ人ࠖࡿࡁ安ᚰ࡛ࠕࡾ

㸪͆ࡓࡲࠋࡓࢀ ⮬ศࡾࡦ の͇ホᐃࠕぶᐦᛶ

のᅇ㑊ࠖࡣᙅ࠸正の┦㛵㸪⪅のᑐ人ᚿྥ

ホᐃࠕぶᐦᛶのᅇ㑊ࠖࡶࢀࡎ࠸ࡣᙅ࠸㈇の

┦㛵࡛あࠋࡓࡗ 

 

4.青年ᮇዪ子おࠕࡿࡅᒃሙ

ᡤ （ࠖ安ᚰ࡛ࡿࡁ人）のホᐃ㸫

ᢚࡿ࠼⪏ࡘ࠺ຊの㛵㐃㸫 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 11᭶ ᪥本教育ᚰ⌮学➨ 56

ᅇ⥲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.486. 

（⚄ᡞᅜ㝿㆟ሙ） 

༴ᶵⓗࡿࡅお（人ࡿࡁ安ᚰ࡛）ᒃሙᡤࠖࠕ

ሙ㠃の安ᚰ࡛ࡿࡁ⛬度のホᐃᢚ࠼⪏ࡘ࠺

ࡦの⤖ᯝ㸪͆⮬ศࡑࠋࡓウし᳨ࢆຊの㛵㐃ࡿ

࠼⪏⊃Ꮩ͆ࡣ⪅ࡓࡅࡘࡃ高ࢆのホᐃ͇ࡾ

ຊࡿ 㸪͆ࡃ高ࡀ͇ ⌧学ᰯ௨๓の友人͇͆ ⌧学ᰯ

௨㝆の友人͇のホᐃࢆ高͆ࡣ⪅ࡓࡅࡘࡃ安

ࢆの間ࡾࡦࠋࡓࡗ高かࡀຊ͇࠺ྜࡁྥ

ᚿྥしࡘࡘ㸪友人安ᚰឤࢆᣢ࡛ࡇࡘ⮬㌟

のၥ㢟ࢆ┤どし安ࡀࡇ࠺ྜࡁྥ♧၀ࡉ

 ࠋࡓࢀ

 

5.中年ᮇ・⪁年ᮇおࠕࡿࡅᒃ

ሙᡤ （ࠖ安ᚰ࡛ࡿࡁ人）のᇶ♏

ⓗ研究࡛̿ࡾࡦ㐣ࡈすឤ

・ホ౯の㛵ಀか̿ࡽ 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年㸱᭶ ᪥本Ⓨ㐩ᚰ⌮学➨ 26

ᅇ大Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

P5-045. 

（東ி大学） 

中年ᮇ・⪁年ᮇおࠕࡿࡅᒃሙᡤ （ࠖ安ᚰ࡛ࡁ

ࡿ㛵すࡇすࡈ㐣࡛ࡾࡦ人）のホᐃࡿ

ឤ・ホ౯の㛵ಀ᳨ࢆウしࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪ᖹ

ᖖお࡚͆࠸⮬ศ͇ࡾࡦ㸪͆子͇ࡶ㸪

͆Ꮮ͇ࡿ࠸ሙ㠃お࡚࠸ホᐃࢆ高ࡓࡅࡘࡃ

㸪͆ࡣ⪅ Ꮩ⊂・安 ࡗ高かࡀ㸪ᚓⅬ࡚࠸お͇

ࡦศ⮬͆ࡣ࡚࠸お㸪༴ᶵⓗ≧ἣࡓࡲࠋࡓ

࡛͇ࡾ ͆ࡳの⪅ࡓࡅࡘࡃ高ࢆሙ㠃࡛ホᐃࡿ࠸ Ꮩ

⊂・安͇ᚓⅬࡀ高かࠋࡓࡗ特中年ᮇ௨㝆

㸪͆ࡣ࡚࠸お ⮬ศࡾࡦ の͇ࡳなࡎࡽ㸪͆ 子

͇͆ࡶ Ꮮ の͇Ꮡᅾࠕࡀᒃሙᡤ ࡰཬࢆᙳ㡪ࠖ

すྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

のᒃሙᡤࡾࡦศ⮬ࠕ.6 のࠖᚿ

安ᚰ࡛ࠕ̿ ウ᳨ࡿ㛵すྥ

人ࡿࡁ ホࠖᐃ㸪࡛ࡾࡦ㐣ࡈす

ឤ・ホ౯ཬࡧ༠ྠస業ㄆ㆑

ᑻ度の㛵ಀか̿ࡽ 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年㸶᭶ ᪥本教育ᚰ⌮学➨ 57

ᅇ⥲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.683. 

（ᮒ㮛࣓ࢭࢵ（᪂₲ࢥン

 （（࣮ࢱンࢭンࣙࢩン࣋

ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）のホᐃ㸪࡛ࡾࡦ㐣

༠ྠస業ㄆࡧឤ・ホ౯ཬࡿ㛵すࡇすࡈ

㆑の㛵㐃᳨ࢆウしࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪ࡾࡦឤ

・ホ౯ᑻ度の͆Ꮩ⤯㢪ᮃ͇༠ྠస業ㄆ㆑

ᑻ度の͆༠ྠຠ⏝ᅉ子͇ᙅ࠸㈇の┦㛵㛵ಀ

ࡀ人のホᐃࡿࡁ㸪安ᚰ࡛ࡓࡲࠋࡓࢀࡽࡳࡀ

యⓗపࡣ⪅࠸⪅の༠ྠస業の⫯ᐃⓗ

なㄆ㆑ࡀపࡃ㸪⪅一⥴ࡇࡿ࠸ⱞ③

ࡃపࢆ༠ྠస業のᚲせᛶࡣ⪅ࡿᅇ㑊すࡌឤࢆ

ឤࡿ࠸࡚ࡌഴྥあࢆࡇࡿぢࡔ࠸しࠋࡓ 

7.Relationship between 

Ibasho ͆Person who eases 

your mind͇ and sense of 

contribution in 

late adolescence 

（青年ᮇᚋᮇおࡿࡅᒃሙᡤ

人ࡿࡁ安ᚰ࡛ࠕ） ㈉⊩ឤࠖ（

の㛵ಀ） 

༢ⴭ ᖹᡂ 28年㸵᭶ Poster presented at 

31st International 

Congress of 

Psychology, Yokohama, 

Japan 

 （ᶓࢥࣇࢩࣃ）

大学⏕ࠕ安ᚰ࡛ࡿࡁ人ࠖのホᐃࣛࢡࢆスࢱ

࣮ศᯒ᳨ࡾࡼウしࡓ⤖ᯝ㸪安ᚰ࡛ࡿࡁホᐃ

の高పࡾࡼ㸲⩌ศ㢮࡛ࢆࡇࡿࡁぢࡔ࠸

しࡽࡉࠋࡓ㸪安ᚰ࡛ࡿࡁ人のホᐃࡀప࠸⩌

ẚ⩌のࡀの㈉⊩ឤ㞟ᅋࡿ࠸ᡤᒓし࡚ࡣ

 ࠋࡓࡗపか᭷ព࡚

8.The effects of power and 

grit on satisfaction and 

apathy in academic settings 

（ᙳ㡪ຊ㸪grit ཬ࣮ࢩࣃࡧ

 （ᙳ㡪ࡿ࠼大学⏕άࡀ

ඹⴭ ᖹᡂ 28年㸵᭶ Poster presented at 

31st International 

Congress of 

Psychology, Yokohama, 

Japan 

 （ᶓࢥࣇࢩࣃ）

本研究ࡣ㸪ᙳ㡪ຊ㸪gritཬࡀ࣮ࢩࣃࡧ大学

⏕άの࠺ࡼなᙳ㡪ࢆࡿ࠸࡚࠼のか᳨ࢆ

ウしࠋࡓᑗ᮶ᒎᮃࢆ明☜ᣢࡿ࠸࡚ࡗかྰか

࡛⩌ศ࠸⾜ࢆࡅ㸪㔜ᅇᖐศᯒࡓࡗ⾜ࢆ⤖ᯝ㸪

ᑗ᮶ᒎᮃࢆ明☜ᣢ⪅ࡿ࠸࡚ࡗお࡚࠸ᙳ㡪

ຊ㸪gritཬࡀ࣮ࢩࣃࡧ大学⏕άᙳ㡪ࢆ

 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿ࠸࡚࠼

ඹྠⓎ⾲⪅㸸高木悠哉・㉥間健一・岡村季光 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹศᯒ⤖ᯝ・⪃ᐹ部ศࢆ

ᢸᙜ 

（人ࡿࡁ安ᚰ࡛）ᒃሙᡤࠖࠕ.9

 ፹介せᅉの᳨ウࡿつᐃすࢆ

̿͆ ⮬ศࡾࡦ の͇ᒃሙᡤὀ

目し࡚̿ 

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 10᭶ ᪥本教育ᚰ⌮学➨ 58

ᅇ⥲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.451. 

ル高࣮࣍ࢺ࣮࣏ンࢧ）

松・かࢃࡀᅜ㝿㆟ሙ） 

本研究ࡣ㸪安ᚰ࡛ࡿࡁ人ࢆつᐃすࡿせᅉ፹

介せᅉࡀ介ᅾし࡚ྍࡿ࠸⬟ᛶ᳨ࢆウすࡇࡿ

ᚿྥすࢆのᒃሙᡤࡾࡦศ⮬ࠋࡓし目ⓗࢆ

ᐇឤࡿࡼࡇすࡈ㐣࡛ࡾࡦ㸪ࡣせᅉࡿ

୧ࡽࡉ㸪ࡾお࡚ࢀࡉつᐃ࡚ࡗࡼ満㊊ឤࡸ

⪅の㛵ಀ࡛ࡾࡦࡣ㐣ࡈすࡇのᏙ⊂ឤ

かࡽ明ࢆࡇࡿ࠸፹介し࡚ࡀࡉ安ឤのなࡸ

 ࠋࡓし

10.ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）の

ホᐃ㈉⊩ឤの㛵㐃 

༢ⴭ ᖹᡂ 30年㸱᭶ ᪥本Ⓨ㐩ᚰ⌮学➨ 29

ᅇ大Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.655. 

（東大学ᕝෆ࢟ャン

 （スࣃ

大学⏕ࠕ安ᚰ࡛ࡿࡁ人ࠖのホᐃࣛࢡࢆスࢱ

࣮ศᯒ᳨ࡾࡼウしࡓ⤖ᯝ㸪安ᚰ࡛ࡿࡁホᐃ

の高పࡾࡼ㸱⩌ศ㢮࡛ࢆࡇࡿࡁぢࡔ࠸

しࡽࡉࠋࡓ㸪安ᚰ࡛ࡿࡁ人のホᐃࡀప࠸⩌

ẚ⩌のࡀの㈉⊩ឤ㞟ᅋࡿ࠸ᡤᒓし࡚ࡣ

安ᚰࠕࡿࡅお本研究ࠋࡓࡗపか᭷ព࡚

ࡿ㛵すᐙ᪘㸪特࡚࠸お人ࠖศ㢮ࡿࡁ࡛

ࡓࡗẚし࡚㢧ⴭ࡛あࡣᚓⅬᕪ࣮ࢱスࣛࢡ

ឤぬのᕪࡿࡁ安ᚰ࡛ࡿᑐす㸪ᐙ᪘ࡽかࡇ

⬟ྍࡿ࠸し࡚ࡰཬࢆᙳ㡪㈉⊩ឤのᚓⅬᕪࡀ

ᛶࠋࡓࢀࡽ࠼⪄ࡀ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

11.ಖ育⪅の子育࡚㛵すࡿ

᥈⣴ⓗ研究 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年㸳᭶ ᪥本ಖ育学➨➨ 71 ᅇ

大Ⓨ⾲せ᪨㞟 

p.659. 

（ᐑᇛ学㝔ዪ子大学） 

本研究࡛ࡣ㸪ಖ育⪅の子育࡚࡚࠸ࡘ⮬由記

㏙ࡾࡼ᥈⣴ⓗ᳨ウすࢆࡇࡿ目ⓗし

࠸ࡘࡇࡿすࢆࡽࡀしなࢆ子育࡚ࠋࡓ

࡚㸪ࠕ大ኚࠖࢪ࣏ࠕテࠕࠖࣈ間ࠖࠕ༠ຊࠖ

のฟ⌧㢖度ࡀ高ࡃ㸪ಖ育⪅子育࡚の୧❧ࡀ

大ኚ࡛あࡿ一᪉㸪ࢪ࣏テ࠸࡚ࡵࡅཷࣈ

ࡼ㸪⪅の༠ຊࡓࡲࠋࡓ࠼ࡀか࠺ࡀࡇࡿ

ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢ⥔ࡀ❧の୧㸪子育࡚ࡾ

ࡀ㌟⮬ママ友ࡸ子のᢸ任ࠋࡓࢀࡉ᥎ᐹࡀ

ಖ育⪅࡛あࡿ᪨ࢆ✚ᴟⓗ࿌知すࡣࡇࡿな

ጼࡿすࢆ㸪᮲௳࡛࿌知ࡃከࡀ⟆ᅇ࠺࠸࠸

ໃ࠺ࡀかࠋࡓ࠼ࡀ 

ඹྠⓎ⾲⪅㸸岡村季光・間井㇂ᐜ௦ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ部ศ

 ᢸᙜࢆ

12.ᒃሙᡤࠕಶࠖཬࠕࡧ㛵ಀ

ᛶࠖのほⅬࢹࡃ࡙ࡶ

ンテテの㛵㐃 

༢ⴭ ᖹᡂ 31年㸱᭶ ᪥本Ⓨ㐩ᚰ⌮学➨ 30

ᅇ大Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.305. 

（᪩✄田大学ᡞ山࢟ャン

 （スࣃ

本研究࡛ࡣ㸪ᒃሙᡤࠕಶ ཬࠖࠕࡧ㛵ಀᛶ のࠖ

ほⅬࢹࡃ࡙ࡶンテテの㛵㐃ࢆ

᳨ウすࢆࡇࡿ目ⓗしࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪⯡

ⓗࠕࡣಶࠖのࢹンテテࠕࡶࡾࡼ㛵

ಀᛶࠖのࢀࡑの᪉ࡀᒃሙᡤᑻ度の㛵㐃ࡣᙉ

㸪⏨ዪ間࡛┦㛵ಀᩘのࡓࡲࠋࡓࡗഴྥ࡛あ࠸

ᕪの᳨ᐃࡓࡗ⾜ࢆ⤖ᯝ㸪♫ⓗᒃሙᡤのࡕ࠺㸪

ㄡかかࡽᢎㄆࡿ࠸࡚ࢀࡉឤぬࡀ㸪ࠕ㛵ಀᛶࠖ

のࢹンテテᙧᡂࡘなࡀࡇࡿࡀ♧

၀ࡀࡓࢀࡉ㸪ࡑのഴྥࡣ特⏨子お࡚࠸㢧

ⴭ࡛あࠋࡓࡗ 

13. 青年ᮇᚋᮇの SNS ࢘カ

ンࢺಖ᭷ᩘ⮬ᕫ㞃ⶸഴྥの

㛵㐃 

ඹⴭ 令和元年㸷᭶ ᪥本ᚰ⌮学➨ 62 ᅇ⥲

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.3D-007. 

（❧㤋大学大㜰ࡽࡤ࠸

 （ス（OIC）ࣃャン࢟ࡁ

本研究ࡣ㸪ྛ SNS ಖ᭷ᩘࢺン࢘カࡿࡅお

ࡇࡿ目し᳨ウす╔目し㸪⮬ᕫ㞃ⶸഴྥ╔

ン࢘カの⤖ᯝ㸪」ᩘのࡑࠋࡓし目ⓗࢆ

ࡓࡗከかࡀ⪅ࡿ࠸ᡤ᭷し࡚ࢆࢺ Twitter ⮬

ᕫ㞃ⶸഴྥࡣᙅ࠸正の┦㛵ࢀࡽࡳࡀ㸪カ

ࢆࢺン࢘カ㸪ࡣ⪅ࡿಖ᭷すᩘ「ࢆࢺン࢘

࠺ࡼࡿ㞃ⶸすࢆ本᮶の⮬ศ࡛ࡇࡿࡅศ࠸

࠺ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗ⯙ࡿかࡓࡲࠋࡓ࠼ࡀ㸪ྛ

SNS のカ࢘ンࢺಖ᭷⋡㸪」ᩘカ࢘ンࢺಖ

᭷⋡㸪㔜せ度⤫ィⓗ᭷ពなᕪ␗ࢆぢࡔ࠸

し㸪1)ୡ௦ࡿࡼᙳ㡪㸪2)」ᩘカಖ᭷ㅙྰ

し࡚のSNSࣛࣇン(ᵝୖのၥ㢟㸪3࠺࠸

 ࠋࡓࢀࡉ᥎ᐹࡀࡇࡿあࡀ᭷↓㸪なࢬ࣮ࢽ

ඹྠⓎ⾲⪅㸸岡村季光・ከ根井㔜ᬕ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

14. ᗙᖍ⨨エ࣒ࣛࢢࢦཬ

 ື知⬟の㛵ಀࡧ

ඹⴭ 令和元年㸷᭶ ᪥本教育ᚰ⌮学➨ 62

ᅇ⥲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.637. 

（᪥本大学ᩥ⌮学部㸱ྕ

㤋） 

本研究࡛ࡣ㸪ྠࡌ௬ሙ㠃おࡿࡅᗙᖍ㑅ᢥ

ࡿウす᳨ࢆື知⬟の㛵ಀࡧཬ࣒ࣛࢢࢦエ

࣒ࣛࢢࢦの⤖ᯝ㸪エࡑ㸪ࡓし目ⓗࢆࡇ AC

㑅ᢥࢆ᪉࠸ከࡀ㸪௬ሙ㠃࡛ᗙᖍᩘ࡚࠸お

しࡓ⪅のᗙᖍᩘࡀᑡな࠸᪉ࢆ㑅ᢥしࡓ⪅のࡑ

ࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮ࣜࠋࡓࡗ高かࡀᚓⅬࡶࡾࡼࢀ

㛵すࡿ研究（Hare & Bales㸪1963）ࡾࡼ㸪ࣜ

㡰ᛂⓗ⮬ᡃ≧ែࡀの㛵ಀ࣮ロ࢛ࣇ࣮ࢲ࣮

なお㸪ື知ࠋࡓࢀࡉゎ㔘ࡿ࠸ᫎし࡚

⬟ᑻ度（J-WLEIS）ᗙᖍ㑅ᢥの㛵㐃ࡣぢ࠸

 ࠋࡓࡗなかࡏࡔ

ඹྠⓎ⾲⪅㸸ከ根井㔜ᬕ・岡村季光・㇏田弘

ྖ・㝞 ⚟ኈ・安西和紀 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・⪃ᐹ部ศࢆᢸᙜ 

人間－298



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

15.ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）

㈉⊩ឤ㸪特ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤཬ

 ά満㊊ឤの㛵ಀ⏕ࡧ

ඹⴭ 令和㸰年㸱᭶ ᪥本Ⓨ㐩ᚰ⌮学➨ 31

ᅇ大Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.291. 

（大㜰ᅜ㝿㆟ሙ（ࣛࢢ

ンࣈ࣮ࣗ࢟大㜰）） 

本研究࡛ࡣ㸪ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）㈉⊩

ឤ㸪特ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤཬࡧ⏕ά満㊊ឤの㛵ಀ

の⤖ᯝ㸪特ࡑࠋࡓし目ⓗࢆࡇࡿウす᳨ࢆ

┦中⛬度の正のᑻ度間ᚓⅬྛࡀዪ子の᪉

㛵ࡀあࡓࡲࠋࡓࡗ㸪安ᚰ࡛ࡿࡁ人ホᐃ⩌の࠺

య高⩌㸪⪅高⩌㸪ࡀ⩌⪅పࡶࢀࡎ࠸㸪ࡕ

యప⩌ẚし࡚㈉⊩ឤ㸪特ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ

ཬࡧ⏕ά満㊊ឤのᚓⅬࡀపかࠋࡓࡗ⪅の

安ᚰឤのపࡀࡉ㸪㈉⊩ឤ㸪ᑐ人㛵ಀおࡿࡅ

満㊊ឤのపࡘࡉなࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀ明ࡽか

 ࠋࡓࡗな

ඹྠⓎ⾲⪅㸸岡村季光・ከ根井㔜ᬕ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

        ࠖ⾲学Ⓨࠕ

1.ᒃሙᡤ㐺ᛂ㛵すࡿ研究

ឡの㈉⊩㸸ᒃሙᡤ教育

╔の㛵ಀ（ဨ⏬ ࣛ࢘ンࢻ

テ࣮ࣈル RT5-1 ヰ㢟ᥦ౪） 

㸫 ᖹᡂ 24年㸱᭶ ᪥本Ⓨ㐩ᚰ⌮学➨ 23

ᅇ大Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.63. 

（ྡྂᒇᅜ㝿㆟ሙ） 

本ࣛ࢘ンࢻテ࣮ࣈル࡛ࡣ㸪ᒃሙᡤの研究⪅ࡀ

ಶࠎのㄢ㢟ࢆฟしྜ࠸㸪ᐃ⩏ࡸ᪉ἲㄽ࠸ࡘ

研ࡿࡁ࡛⫣の㈉㸪教育ࡶ࠺ྜࡾ⦏࡚

究の᪉ྥᛶࢆ᥈ࡿពᅗ࡛⏬ࠋࡓࢀࡉ➨㸱

ヰ㢟ᥦ౪⪅͆ࡣ安ᚰ࡛ࡿࡁ人͇の㑅ᢥࡣࡓࡲ

ホᐃᚰ⌮ⓗ㊥㞳ཬࡧᡂ人ࢵࢱチ࣓ンࢺス

ࠋࡓࡗ⾜ࢆ研究ሗ࿌ࡿ㛵すの㛵㐃ルࢱ

ᒃሙᡤឤࡧのᚋ㸪ᒃሙᡤឤのせᅉ᳨ウ୪ࡑ

⾜ࡀウ㆟࡚࠸ࡘ᪉ࡾ教育のあࡿࢀࡽࡌឤࢆ

 ࠋࡓࢀࢃ

⏬㸸㇏田弘ྖ 

ヰ㢟ᥦ౪⪅㸸㇏田弘ྖ・▼本雄┿・岡村季光・

則ᐃⓒྜ子 

2.青年ᮇዪ子おࠕࡿࡅᒃሙ

ᡤ （ࠖ安ᚰ࡛ࡿࡁ人）のホᐃ̿

すឤ・ホ౯ཬࡈ㐣࡛ࡾࡦ

の㛵㛵ಀⓗ⮬ᕫのྍኚᛶࡧ

ಀか̿ࡽ 

㸫 ᖹᡂ 25年 11᭶ 㛵西ᚰ⌮学➨ 125 ᅇ大

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.82. 

（和ḷ山大学） 

度のホᐃ㸪⛬ࡿࡁ安ᚰ࡛ࡿࡅおᒃሙᡤࠖࠕ

ࡧឤ・ホ౯ཬࡿ㛵すࡇすࡈ㐣࡛ࡾࡦ

㛵ಀⓗ⮬ᕫのྍኚᛶの㛵ಀ᳨ࢆウしࡑࠋࡓ

の⤖ᯝ㸪友人の安ᚰឤホᐃࡀప࠸⮬ᕫࡀ

ኚすࡇࡿᑐし࡚ᛧ࠸㸪᎘ࡔ㸪࡛ࡃࡲ࠺

ࡔ࠸ぢࢆഴྥࡿࡲ高ࡸࡸࡀ࠸ᛮ࠺࠸࠸なࡁ

しࡓࡲࠋࡓ㸪⮬ศの安ᚰឤホᐃࡀ高࠸⮬

ᕫࡀኚすࡇࡿᚲせᛶࢆឤࡿࡌ➼㸪ኚ

 ࠋࡓ࠸࡚࠼ᤊᑐし࡚⫯ᐃⓗ

のᒃሙᡤࡾࡦศ⮬ࠕ.3 ᚿࠖࢆ

ྥすࡿせᅉの᳨ウ̿ࠕ安ᚰ࡛

㐣࡛ࡾࡦ人ࠖのホᐃࡿࡁ

ࢀࡉࡓ満ࡧすឤ・ホ౯ཬࡈ

な࠸⮬ᕫの㛵ಀか̿ࡽ 

㸫 ᖹᡂ 26年 11᭶ 㛵西ᚰ⌮学➨ 126 ᅇ大

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.36. 

（大㜰ᕷ❧大学） 

ࢆ度のホᐃ⛬ࡿࡁ安ᚰ࡛ࡿࡅおᒃሙᡤࠖࠕ

ࡾࡦ㸪ࡅศ⩌㸱࡚ࡗࡼศᯒ࣮ࢱスࣛࢡ

࡛㐣ࡈすࡇ㛵すࡿឤ・ホ౯ཬࡧ満ࡉࡓ

の⤖ᯝ㸪ࡑࠋࡓウし᳨ࢆの㛵ಀᕫ⮬࠸なࢀ

͆⮬ศ͇ࡾࡦ安ᚰ࡛ࡿࡁホᐃࢆ高ࡅࡘࡃ

ࡘࡃẚ㍑ⓗపࢆのホᐃ⪅㸪ࡶの中⪅ࡓ

㸪ᑐ人ࡌឤࢆ③ⱞᑐ人㛵ಀࡣ⪅ࡿ࠸࡚ࡅ

΅の㏨㑊ࢆし࡚ࡀࡇࡿ࠸♧၀ࡓࡲࠋࡓࢀࡉ㸪

⮬ศࡅࡔ㸪ࡣࡓࡲ一部の⪅のࡳ安ᚰឤのホ

ᐃࢆ高ࡣ⪅ࡓࡅࡘࡃ⮬ඹ安ᚰឤのホᐃࡀ

高⪅࠸ẚし࡚᪥ᖖ⏕άお࡚࠸の目ᶆ႙

ኻឤࡸឤࢆឤࠋࡓ࠸࡚ࡌ 

ඹྠⓎ⾲⪅㸸岡村季光・高木悠哉 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

4.ᚰ⌮学ࢆ学ࡧ㸪研究し㸪ᐇ㊶

すࡿ㸫ࣛࣇステ࣮࢟ࢪャ

 ス㸫ࣃࣜ

 （ヰ㢟ᥦ౪࣒࢘ࢪ࣏ンࢩ）

㸫 ᖹᡂ 27年 11᭶ 㛵西ᚰ⌮学➨ 127 ᅇ大

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.9. 

（㛵西学㝔大学） 

本ࢩンࡣ࡛࣒࢘ࢪ࣏㸪ᚰ⌮学㛵㐃の大学教ဨ

࡛ࡲࢀࡇ㸪ࡀ⪅ヰ㢟ᥦ౪ࡿ࠸࡚ࡵし࡚

ࡲのか㸪ࡓࡁ࡚⤒ࢆスࣃャࣜ࢟な࠺ࡼの

ࡼの㸪࡚࠸おࢪステ࣮ࣇのࣛࡽ⮬㸪ࡓ

ࠋࡓⓎ⾲しࢀࡒࢀࡑࢆのかࡓࡗあࡀࡳなṌ࠺

ステࣇࣛスࣃャࣜ࢟のᚋ㸪ᚰ⌮学のࡑ

ࢃࡀなពぢ┤⋠࡚࠸ࡘ࠸ྜࡡのවࢪ࣮

 ࠋࡓࢀࡉ

ヰ㢟ᥦ౪⪅㸸大竹恵子・岡村季光・ᮡⱝ弘子・

ᅵ⫧ఀ㒔子 

ᣦᐃウㄽ㸸ᑠ᳚ࡳࡓ子・Ⲯཝ⯗哉 

の（人ࡿࡁ安ᚰ࡛）ᒃሙᡤࠕ.5

ホᐃ⪅ㄆ㆑ 

̿友人の㛵ಀのྲྀࡾ᪉ඹ

ྠస業ㄆ㆑の㛵㐃か̿ࡽ 

㸫 ᖹᡂ 27年 11᭶ 㛵西ᚰ⌮学➨ 127 ᅇ大

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.42. 

（㛵西学㝔大学） 

ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）のホᐃ㸪友人の㛵

ಀのྲྀࡾ᪉ཬࡧ༠ྠస業ㄆ㆑の㛵㐃᳨ࢆウ

しࠕࠋࡓᒃሙᡤ 度のホ⛬ࡿࡁ安ᚰ࡛ࡿࡅおࠖ

ᐃࣛࢡࢆス࣮ࢱศᯒ࡚ࡗࡼ⮬ศ⩌㸪య高

⩌㸪యప⩌の㸱⩌ศࡅ㸪安ᚰ࡛ࡿࡁ人の

ホᐃࡈ⩌ࡿࡼ㸪友人㛵ಀᑻ度༠ྠస

業ㄆ㆑ᑻ度のྛᑻ度ᚓⅬの┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟし

ᯝ㸪⤖ࡓࡗ⾜ࢆ㛵ಀᩘのྠ➼ᛶの᳨ᐃ┦ࠋࡓ

友人㛵ಀᑻ度お͆ࡿࡅ യࡇࡿࡅࡘのᅇ㑊͇

ࡧ༠ྠస業ㄆ㆑ᑻ度の͆༠ྠຠ⏝ᅉ子͇ཬ

͆恵ᠱᛕᅉ子͇᭷ពᕪࠋࡓࢀࡽࡳࡀRyan

ἲࡿࡼከ㔜ẚ㍑の⤖ᯝ㸪͆ ༠ྠຠ⏝ᅉ子 ͇

お࡚࠸య高⩌ࡶࡾࡼయప⩌の᪉͆ࡀയࡘ

のᅇ㑊ࡇࡿࡅ 㸪͆ࡃᙉࡀの正の┦㛵͇ 恵

ᠱᛕᅉ子͇お࡚࠸య高⩌ࡶࡾࡼయప⩌

ཬࡧ⮬ศ⩌の᪉ࡀ㈇の┦㛵ࡀᙉかࠋࡓࡗ 

のᒃሙᡤࡾࡦศ⮬ࠕ.6 のࠖᚿ

安ᚰ࡛ࠕ̿ ウ᳨ࡿ㛵すྥ

人ࡿࡁ ホࠖᐃ㸪࡛ࡾࡦ㐣ࡈす

ឤ・ホ౯ཬࡧᏙ⊂ឤの㛵

㐃̿ 

㸫 ᖹᡂ 28年 11᭶ 㛵西ᚰ⌮学➨ 128 ᅇ大

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.35. 

（ி㒔大学） 

本研究࡛ࡣ㸪ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）のホᐃ㸪

ࡧឤ・ホ౯ཬࡿ㛵すࡇすࡈ㐣࡛ࡾࡦ

⪅のࡘなࡀࡾࡀឤࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌかྰかࢆ

 ᐃすࡵࡓࡿᏙ⊂ឤࢆ ᐃし㸪୕⪅の㛵㐃

ᒃሙᡤࠕࠋࡓウし᳨ࢆ ⛬ࡿࡁ安ᚰ࡛ࡿࡅおࠖ

度のホᐃࣛࢡࢆス࣮ࢱศᯒ࡚ࡗࡼయ高

⩌㸪ぶ⩌㸪ᜊ人⩌㸪⪅ప⩌の㸲⩌ศࡅ㸪ࡉ

ឤ・ホ౯ᑻ度の͆Ꮩ⊂・安͇ࡾࡦ㸪ࡽ

ᚓⅬࡶࢆ㸪ᚓⅬの中ኸ್ୖࢆᅇࢆ⩌ࡓࡗ

高⩌㸪中ኸ್௨ୗࢆప⩌ศ㢮しࠋࡓᏙ⊂ឤ

ᑻ度ᚓⅬ࡚࠸ࡘ㸪㸲（ᒃሙᡤ）�㸰（ࡾࡦ

ឤ・ホ౯ᑻ度͆Ꮩ⊂・安͇ᚓⅬ高⩌・ప

⩌）のศᩓศᯒࡓࡗ⾜ࢆ⤖ᯝ㸪ࡾࡦឤ・

ホ౯ᑻ度の͆Ꮩ⊂・安͇ᚓⅬప⩌お࡚࠸㸪

͆⪅ప⩌͇ࡀの⩌ẚし࡚Ꮩ⊂ឤᚓⅬࡀ

高かࠋࡓࡗ 

人間－300



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

7.⅏ᐖおࡿࡅ教ဨの職業

ⓗᙺ ̿ࠕឤ ከᛁࠕࠖ

ឤࠖࠖ  目し࡚̿╔

㸫 ᖹᡂ 29年㸱᭶ ᪥本教師学学➨ 18 ᅇ

大Ⓨ⾲せ᪨㞟 

pp.30-31. 

（᪩✄田大学ᡤἑ࢟ャン

 （スࣃ

⌧௦の学ᰯ教育㛵㐃すࡿㅖㄢ㢟ᑐすࡿ教

育⌧ሙのᮇᚅࡸ㈐任のቑ大క࠸㸪教ဨの

の一᪉࡛㸪ࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᣦࡀከᛁࠖࠕ

ᆅ㟈⅏ᐖ教師ࡣ㸪ࠕከᛁឤ のࠖ一せᅉ࡛あ

ࢃᦠ㸪㑊㞴ᡤ㐠Ⴀࡎࡽࢃ㛵ṧ業のከᐻࡿ

㸪教ဨࡣ本研究࡛࡛ࡇࡑࠋࡿあࡀのなࡿ

のࠕឤࠖࠕከᛁឤࠖの┦㛵ᛶ࡚࠸ࡘ㸪

⇃本ᆅ㟈お࡚࠸教ဨࡀᯝࡓしࡓᙺࢹࣔࢆ

ルし࡚㸪教ဨのព㆑ㄪᰝ᳨ࡶࢆウし

⤫ෆⓗࡸከᛁឤࡣの⤖ᯝ㸪⩌の教ဨࡑࠋࡓ

ไឤࡀ高ࡽ⮬࡛ࡇࡿࡲのᏑᅾ౯್ࡸពḧの

高ࡿࢀࡽࡳࡀࡾࡲのᑐし㸪⇃本⮬㌟࡛⿕⅏

しࡓ教ဨ⩌ࢀࡽࡳࡀࡽࢀࡑなࡇ࠸かࡽ㸪

一㐃の⇃本ᆅ㟈ᑐすࡿᑐᛂの⑂ປឤࡀ高ࡲ

 ࠋࡓࢀࡉし࡚ᠱᛕᬒᅉ子⫼ࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗ

ඹⴭ⪅㸸松井典夫・岡村季光 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࢱ࣮ࢹ㞟・ศᯒ・⤖ᯝ・⪃ᐹ

部ศࢆᢸᙜ 

8.ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）のホ

ᐃ♫安ཬࡧ⏕ά満㊊ឤ

の㛵㐃 

㸫 ᖹᡂ 29年 11᭶ 㛵西ᚰ⌮学➨ 129 ᅇ大

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.52. 

（ி㒔ᶲ大学） 

本研究࡛ࡣ㸪ᒃሙᡤ（安ᚰ࡛ࡿࡁ人）のホᐃ㸪

⪅かࡽのྰᐃⓗなホ౯ࡿࡼ安ཬࡧ⏕ά

満㊊ឤࢆ ᐃし㸪୕⪅の㛵㐃᳨ࢆウすࡇࡿ

ࡿࡁ安ᚰ࡛ࠕࡿࡅおሙ㠃ྛࠋࡓし目ⓗࢆ

人ࠖホᐃᚓⅬ࡚࠸⏝ࢆ㸪ࣛࢡス࣮ࢱศᯒࢆ⾜

ศ㢮す⩌㸲ࡾࡼᯝ㸪ྛホᐃの高ప⤖ࡓࡗ

♫）㸪FNE▷⦰∧ᚓⅬࡽࡉࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ

ⓗ安ᚓⅬ）ࡶࢆ㸪ᖹ均್ୖࢆᅇࡓࡗ

ศ㢮し㸪4（ᒃ⩌పࢆ高⩌㸪ᖹ均್௨ୗࢆ⩌

ሙᡤ）�2（♫ⓗ安ᚓⅬ高・ప）のศᩓศ

ᯒࡓࡗ⾜ࢆ⤖ᯝ㸪♫ⓗ安ᚓⅬప⩌お࠸

࡚͆ య高⩌ ཬ͇͆ࡧ ᐙ᪘高⩌ ẚし⩌ࡀ͇

࡚⯡ⓗ⏕ά満㊊ឤᚓⅬࡀ高かࠋࡓࡗ特㸪

ᐙ᪘の安ᚰឤ⪅のྰᐃⓗホ౯の

安のなࡀࡉ⯡ⓗ⏕ά満㊊ឤの高ࡘࡉなࡀ

ࡉ၀♧ࡀのᙳ㡪ࢺチ࣓ンࢵࢱ㸪࠼ゝࡓࡗ

 ࠋࡓࢀ

9.あࡾのࡲࡲの⮬ศࢆồࡵ

࡚㸸ࢢロ࣮ࣂル♫ࠕᒃሙ

ᡤ （ࠖ᪥本ᚰ⌮学➨ 82 ᅇබ

ເࢩン࣒࢘ࢪ࣏ SS-082） 

㸫 ᖹᡂ 30年㸷᭶ ᪥本ᚰ⌮学➨ 82 ᅇ大

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.220. 

（ྎᅜ㝿ࢭン࣮ࢱ） 

ࠖᒃሙᡤ（Ibasho）ࠕ ࡿ᪥本ᅛ᭷のᴫᛕ࡛あࡣ

㛵ಀしᐦ᥋なᚰ⌮学ⓗᴫᛕࡲࡊࡲࡉࠊࡀ

ンテࢹࠊࡤ࠼ࡓࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠸࡚

の㛵ᒃሙᡤࠖࠕࡣ（Erikson, 1950）テ

ಀᛶࡀ♧၀ࠋࡿࢀࡉከᵝな人ࡀࠎ⏕άすࡿ」

㞧な⌧௦♫おࠊ࡚࠸あࡾのࡲࡲの⮬ศࢆ

ᒃࠕࡿࢀࡽ࠸の⮬ศ࡛ࡲࡲのࡾあࠊࡁ࡛⌧⾲

ሙᡤࠖࢆᡃࡣࠎの࠺ࡼぢࡅࡘฟし࡚ࡅ࠸

ᒃࠕテンテࢹࠊࡓࡲࠋか࠺ࢁࡔのࡿ

ሙᡤࠖࡣの࠺ࡼな㛵ಀあࡿの࠺ࢁࡔかࠋ

本ࢩンࠊࡣ࡛࣒࢘ࢪ࣏ከᩥ⎔ቃのなか࡛⏕

育・⏕άすࡿ人ࢆࠎ中ᚰࠊあࡾの࠸࡛ࡲࡲ

（ⓗᩥ）ࠊ࡚ࡗࡄࡵࢆᒃሙᡤࠖࠕࡿࢀࡽ

⾜ࢆ㆟ㄽ࡚࠸ࡘᒃሙᡤࠖࠕࡸテンテࢹ

 ࠋࡓࡗ

ヰ㢟ᥦ౪⪅㸸㕥木一௦・岡村季光・᳜松子・

▼橋㐨子 

ᣦᐃウㄽ㸸బ野⚽ᶞ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

10.᪂ᪧ友人㛵ಀཬࡧ学ᰯ

のㄆ知ࡀ⌧ᅾのᒃሙᡤឤཬ

・テࢽ࣑ࣗࢥすᙳ㡪̿ࡰ

ࣇ࣏ࢺࡧཬテンテࢹ

 ̿ࡽのどⅬかࣜ

㸫 ᖹᡂ 30年 10᭶ 㛵西ᚰ⌮学➨ 130 ᅇ大

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.59. 

（⏥༡大学） 

本研究の目ⓗし࡚㸪᪂ᪧ友人㛵ಀཬࡧ学ᰯ

ࡘすᙳ㡪ࡰཬᅾのᒃሙᡤឤ⌧ࡀのㄆ知

ࢥࡣのㄆ知㸪学ᰯ特ࠋࡓࡗ⾜ࢆウ᳨࡚࠸

・野Ἴ）（CI）テンテࢹ・テࢽ࣑ࣗ

加⸨, 2009）ཬࣜࣇ࣏ࢺࡧ（TP）（Tuan㸪

の⤖ᯝ㸪ࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ目し᳨࡚ウ╔（1974

高➼学ᰯ࡛ࡲの友人͆ࡀぶ友͇し࡚ㄆ知ࡉ

ࡓ࠸ᡤᒓし࡚㸪㐣ཤࡾあഴྥ࠸すࡸࢀ CI

ཬࡧ TPࢆ㔜どすࡿഴྥࠋࡓࢀࡽࡳࡀ特⌧ᅾ

の͆ᢎㄆⓗᒃሙᡤ͇のឤぬࡣ㸪᪂ᪧ友人ཬࡧ

㐣ཤ・⌧ᅾ CIࡀつᐃᅉし࡚ㄆࢀࡽࡵ㸪㐣ཤ

し࡚㔜せᅉࡿࡌឤࢆᒃሙᡤࡀࡾࡀなࡘの

せ࡛あࠋࡓࢀࡽ࠼⪄ࡀࡇࡿ 

11. ⮬ᕫ㸫⪅㛵ಀཬࡧ特ᛶ

ⓗ⮬ᕫຠຊឤࡀ⌧ᅾのᒃሙᡤ

ឤཬࡰすᙳ㡪̿⮬ศࡦ

の安ᚰឤ㸪᪂ᪧ友人㛵ಀࡾ

 ̿ࡾかࡀᡭࢆ

㸫 令和元年 11᭶ 㛵西ᚰ⌮学➨ 131 ᅇ大

Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟 

p.35. 

（大㜰教育大学ኳ⋤ᑎ࢟

ャンࣃス） 

本研究の目ⓗࡣ㸪⮬ศࡾࡦ㸪あࡣ࠸ࡿ᪂ᪧ

友人㐣ࡈす安ᚰឤཬࡧ特ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࡀ

⌧ᅾのᒃሙᡤឤཬࡰすᙳ㡪᳨࡚࠸ࡘウす

ಶ人ⓗᒃࡧⓗᒃሙᡤཬ♫ࠋࡓࡗあ࡛ࡇࡿ

ሙᡤࢆ目ⓗኚᩘ㸪⮬ศࡾࡦ・᪂ᪧ友人の

ྛ安ᚰឤホᐃ㸪特ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࢆண ኚᩘ

⏨ᯝ㸪⤖ࡓࡗ⾜ዪู⏨ࢆ㔜ᅇᖐศᯒࡿす

ዪࡶ特ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࡀ♫ⓗᒃሙᡤ・ಶ

人ⓗᒃሙᡤ㸪᪂友人の安ᚰឤࡀ♫ⓗᒃሙᡤ

 ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀࡇࡿண すࢆ

 

         のࠖࡑࠕ

1.⅏ᐖおࡿࡅ教師ࡕࡓの

ࡑ㹼ࣗࢪ࣮ࣜࣈス・オࣞࣈࣀ

ឤࠕࡿあࡇ ከᛁឤࠖࠕࠖ

㹼 

➨㸲ᅇ ᐇドⓗ研究か࠼ࡳࡽ

ࠕࡿࡅお教師の⅏ᐖࡿ

ឤࠖࠕከᛁឤࠖの㛵㐃 

㸫 ᖹᡂ 29年㸶᭶ 教育 PRO ➨ 47ᕳ➨ 17ྕ 

㏻ᕳ 1842ྕ 

pp.8-9. 

教ဨのࠕឤ ከᛁឤࠕࠖ のࠖ┦㛵ᛶ࠸ࡘ

࡚㸪⇃本ᆅ㟈お࡚࠸教ဨࡀᯝࡓしࡓᙺࢆ

᳨ࡶࢆのព㆑ㄪᰝし࡚㸪教ဨルࢹࣔ

ウしࡑࠋࡓの⤖ᯝ㸪⩌の教ဨࡣከᛁឤࡸෆ

ⓗ⤫ไឤࡀ高ࡽ⮬࡛ࡇࡿࡲのᏑᅾ౯್ࡸព

ḧの高ࡿࢀࡽࡳࡀࡾࡲのᑐし㸪⇃本⮬㌟࡛

⿕⅏しࡓ教ဨ⩌ࢀࡽࡳࡀࡽࢀࡑなࡇ࠸か

ࣞࢺのᑐᛂの㛗ᮇのス㸪一㐃の⇃本ᆅ㟈ࡽ

ス≧ἣあࡀࡇࡿ᥎ᐹࠋࡓࢀࡉ一᪉㸪教ဨ

かࡽの⪺ࡾྲྀࡁㄪᰝ࡛ࡣ㸪教ဨࡶࡾࡼࡽ⮬ࡣ

ඣ❺⏕ᚐࢆ優ඛし࡚ᚰのࢣດࡿࡵ⾜

 ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀື

 

2.⅏ᐖおࡿࡅ教師ࡕࡓの

ࡑ㹼ࣗࢪ࣮ࣜࣈス・オࣞࣈࣀ

ឤࠕࡿあࡇ ከᛁឤࠖࠕࠖ

㹼 

➨㸶ᅇ ࣒ࢼࢺ࣋おࡿࡅ

 のࡶࡿあಖㆤࠖの根ᗏࠕ

㸫 ᖹᡂ 29年 10᭶ 教育 PRO ➨ 47ᕳ➨ 22ྕ 

㏻ᕳ 1847ྕ 

pp.8-9. 

のࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃ⯙ぢなኳ⅏ࠎᵝࡣ࣒ࢼࢺ࣋

の㸪⅏ᐖの大ࡉࡁẚし࡚㸪⿕ᐖࡀᛮ࠸の

かᑠࡣࡇࡑࠋ࠸ࡉ㸪⅏ᐖ➼㠀ᖖおࡿࡅ

ࢆ၀♧࠺࠸ࡿ࠸㛵㐃し࡚ࡀಖㆤࠖのయࠕ

ᚓࠋࡓࢀࡽ本✏࡛ࡣ㸪ࡑのࠕಖㆤ ពࠖ㆑の根ᗏ

お࣒ࢼࢺ࣋の⤖ᯝ㸪ࡑࠋࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘ

㇟⌧㒔ᕷࡿࡅお㸪㏆年の⤒῭ᡂ㛗ࡣ࡚࠸

㔜せࢆのの㸪ᐙ᪘ࡶࡓࡏࡉ㐍ᒎࢆ᰾ᐙ᪘ࡀ

どす࠺࠸ࡿほⅬࡶ根ᙉࡃṧࡿ࠸࡚ࡗ一᪉㸪

知ࡽな࠸人の㆙ᡄᚰࡣ㠀ᖖᙉࡀࡇ࠸ఛ

ࠋୖࡓ࠼ ㏙のࠕ㆙ᡄᚰのᙉࡉ ಖㆤࠕࡣࠖ ពࠖ㆑

のつᐃᅉ࡛あྍࡿ⬟ᛶࡀ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

3.⅏ᐖおࡿࡅ教師ࡕࡓの

ࡑ㹼ࣗࢪ࣮ࣜࣈス・オࣞࣈࣀ

ឤࠕࡿあࡇ ከᛁឤࠖࠕࠖ

㹼 

➨ 12ᅇ ྲྀࡾᡠす᪥ᖖࢀⷧ

 ᠈㟈⅏の記ࡃࡺ

㹼㜵⅏教育ࡀᣢࡘ౯್のᥦゝ

㹼 

㸫 ᖹᡂ 29年 12᭶ 教育 PRO ➨ 47ᕳ➨ 27ྕ 

㏻ᕳ 1852ྕ 

pp.6-7. 

本✏࡛ࡣ㸪᪥ᖖࡾྲྀࢆᡠ࠺ࡑすࠕࡿ⯆の

࣋㉳のࠕࡕ࠺㸪㟈⅏の記᠈のルࠖࢺࢡ࣋

ἣ≦ࡿす┦࠺࠸ࡃ࠸ῶᑡし࡚ࡀルࠖࢺࢡ

の中࡛㸪㜵⅏教育ࡀᯝࡓすᙺ࡚࠸ࡘ⪃ᐹ

なࠖࡇࢇ࡛ࢇὠἼ࡚ࠕࡽ᮶かྂࠋࡓࡗ⾜ࢆ

の教訓し࡚ᚋୡఏࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼㇟᳨ࢆ

ウしࡓ⤖ᯝ㸪㜵⅏教育の根ᖿࡣ㸪ṧࠕࡓࢀࡉ教

訓ࠖのάᛶ࡛あࢆࡇࡿぢฟしࠋࡓ 

ඹⴭ⪅㸸松井典夫・岡村季光 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ඛ⾜研究㞟・⪃ᐹ部ศࢆᢸ

ᙜ 
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和㸰年 㸱᭶ 㸱㸯᪥ 

Ặྡ  林 悠子   

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

健ᗣ・スࢶ࣮࣏⛉学ࠊスࢶ࣮࣏ᚰ⌮学ࠊ㌟య⾲⌧学  スࢶ࣮࣏ᚰ⌮ࠊయ育ࠊ㐠ືࠊࢪ࣮࣓Ⓨ育Ⓨ㐩ࠊ⾲⌧  

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

Ⓨ㐩ẁ㝵ᛂࡓࡌ子ࢲࡅྥࡶンスのࢢル࣮ࣉ

ไసࠊಖ育⪅ᅬඣᙺศか࠺⾜࡚ࢀ⾲⌧㐟

のࡧル㐟࣮࣎ࡸࡧ㐟ࢺࢵ࣮࢟ࢧࠊ㊶のᣦᑟᐇࡧ

సᣦᑟᐇ㊶ࠋ࠺⾜ࢆ 

ᖹᡂ 21 

年㹼⌧

ᅾ⮳

 ࡿ

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部ࠕయ育のᇶ

♏Ϩ・ϩ ⌧⾲㌟యࠕࠖ ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学ࠊࠖ

部ࠕ健ᗣ・㐠ືの⌮ゎࠖおࠊ࡚࠸ஙᗂඣかࡽᑠ

学⏕のⓎ㐩ẁ㝵ࢆ⌮ゎしࠊ㡢ᴦࣜࢲ࣒ࢬンスの

ࡉࡅࡘ㌟ࡶ子ࠕࠊ㊶のᐇࡧ㐟࣒ࢬࣜࡸࡅࡾ

㐟ࢺࢵ࣮࢟ࢧࡓࢀධࡾྲྀࢆࠖࡁᇶ♏ⓗなື࠸ࡓࡏ

 ࠋࡓࡏࢃ⾜ࢆのసࡧル㐟࣮࣎ࡸࡧ

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

ࡏࢃྜ㡢ᴦ・ࡧࡑ㐠ືあࡸンスの⏝⣬ࢲ

のࢱࢵࣞ࣌オのᣦᑟのసᡂࡧ㌟య⾲⌧㐟ࡓ

オࣜࢼࢪルྎ本のసᡂࠋ 

ᖹᡂ 21 

年㹼ᖹ

ᡂ 30

年 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部ࠕయ育のᇶ
♏Ϩ・ϩ ᐇ⩦⌧ሙ➼࡛ࠊ࡚࠸おࠖ⌧⾲㌟యࠕࠖ
ࡏࢃあ㡢ᴦࡸンスの⏝⣬ࢲ࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝
ࠋࡓసᡂしࢆのᣦᑟࡧ㌟య⾲⌧㐟・ࡧ㐟࣒ࢬࣜࡓ
ඹ⪅㡢ᴦ⛉目ᢸᙜࡣ࡚࠸お࣑ࠖࢮ学ࡶ子ࠕ
࣌オࡔࢇྵࡶ➼ࡁBGM・⯙ྎ⨨のື・ࣇࣜࢭ࡛ྠ
ᛮ㆟のࠕࠊ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠸し࡚ࢆの〇సࢱࢵࣞ
ᅜのࣜス ィンࠖなࣃ࣮ࢱ࣮ࣆࠕࠖ 10 本のオࣜ
 ࠋࡓసᡂしࢆルྎ本ࢼࢪ

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部授業⛉目 
 学⏕ホ౯ࡿᑐす
♏య育のᇶࠕ （ࠖϨᅇ⏕๓ᮇ講⩏）ࠕࠊయ育のᇶ♏
ϩ （ࠖϨᅇ⏕ᚋᮇ講⩏）ࠕࠊಖ育⾲⌧ᢏ⾡（㌟య⾲
⌧）ࠖ（ϩᅇ⏕๓ᚋᮇ講⩏） 
 

 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部࡛の授業⛉
目ᑐすࡿ学⏕ホ౯࡛ࡰࠊࡣయᖹ均ୖࢆᅇࡗ
ᖹᡂ）ࠋࡓࡁ࡚ 27年度 3.49 㺬㺽㺐㺻㺢ࠊᖹᡂ 28年度 3.43
㺬㺽㺐㺻㺢） 
♏య育のᇶࠕ 㸸ࠖᖹᡂ 27 年度ᮍᐇࠊᖹᡂ 28年度
3.37 㺬㺽㺐㺻㺢ࠕࠋయ育のᇶ♏ϩ 㸸ࠖᖹᡂ 27年度ᮍᐇࠊ
ᖹᡂ 28年度㸸3.62 㺬㺽㺐㺻㺢ࠕࠋಖ育⾲⌧ᢏ⾡（㌟య⾲
⌧）ࠖ㸸ᖹᡂ 27 年度㸸3.53 㺬㺽㺐㺻㺢ࠊᖹᡂ 28年度㸸3.66
㺬㺽㺐㺻㺢 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

(1) ዉⰋᩥ高➼学ᰯࠕ♫人のࡵࡓの࢛ࠗ࢘
 講ᗙࠖ 講師࠘ࢢン࣮࢟
(2) ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部ദ
講ᗙ講師 
ձ（♫）ዉⰋ┴ࢩル࣮ࣂ人ᮦࢭン࣮ࢱ༠㆟ጤ
ク子育࡚ᨭ講⩦ 
ղ子育࡚ᨭ業ࡇࡗࡧࡕࠕ広ሙࠖ 
ճබ㛤講ᗙࠕぶ子࡛ᴦしࠖࢬ࣮ࣜࢩࡴ  
 
 

(1) 
ᖹᡂ 22
年 
(2)ձ 
ᖹᡂ 23
年 2᭶ 
ղᖹᡂ
23年㹼 
ᖹᡂ 30
年 
ճᖹᡂ
23年㹼
ᖹᡂ 29
年 
 

(1)ዉⰋᩥ高➼学ᰯ࡛ 3年⏕ࢆᑐ㇟ࡓࢀࢃ⾜特
ู講ᗙࠕ♫人のࡵࡓの࣮࢛ࠗ࢟࢘ン࠘ࢢ講ᗙࠖ
 ࠋࡓᢸᙜしࢆ講師࡚࠸お
(2)ձ（♫）ዉⰋ┴ࢩル࣮ࣂ人ᮦࢭン࣮ࢱ༠㆟の
ጤクࡓࢀࢃ⾜࡚ࡅཷࢆ子育࡚ᨭ講⩦おࠊ࡚࠸
ࡸࡧ㐟⌧⾲ࠊし࡚ࠖࡧ㐠ື㐟ࡴᴦしࡶ子ࠕ
Ⓨ育Ⓨ㐩࡚࠸ࡘの講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩦₇ 
ղᆅᇦの子育࡚ᨭ業ࡇࡗࡧࡕࠕ広ሙࠖෆお
ࠊࡓ࠼ぢᤣࢆ青年ᮇのⓎ㐩࡚ࡅྥ⪅ಖㆤࠊ࡚࠸
子ࡶの㡢ᴦ࣒ࣜࢬ㐟ࡧのᐇ㊶ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
ճබ㛤講ᗙ࡛ࠊࡣぶ子ྥࡅのಖ育⾲⌧ࡸ㡢ᴦ⾲⌧
ࡧ㐟࣒ࢬࣜࡸࡧ㐠ື㐟ࠊࡕ࠺のࠖࢬ࣮ࣜࢩぶ子ࠕ
 ࠋࡓᢸᙜしࢆ㌟య⾲⌧の講師࠺⾜ࢆンスࢲࡸ

㸳 ࡑの   

  特記㡯なし 

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

  特記㡯なし 

㸰 特チ➼   

  特記㡯なし 

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

☾ᇛ㒆ಖ育ኈ研ಟ講師  

☾ᇛ㒆ಖ育ኈࡾࡼ౫㢗ࠊࡅཷࢆ研ಟの講師ࢆ

࠸ࡘ㐠ືの㔜せᛶࡿࡅおஙᗂඣᮇࠕࠋࡓࡵົ

࡚  ࠋࡓࡗ⾜ࢆ講₇ࡓࡅྥࡽし࡚⌧職のಖ育ኈࠖ
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㸲 ࡑの   

  特記㡯なし 

研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

     

（学⾡ㄽᩥ）     

㸯.高㱋⪅おࡿࡅ一㐣ᛶ

㐠ືのᚰ⌮ⓗຠᯝ 
༢ⴭ 

ᖹᡂ 22年 11

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学紀せ➨ 41ྕ:77-86 

 本研究ࠊࡣ子育࡚ᨭ講⩦の㐠ື㐟ࡧ
ࠖࡧ㐠ື㐟ࡴᴦしࡶ子ࠕ࣒ࣛࢢロࣉ
一㐣ᛶ㐠ືࡿࡅお⪅高㱋ࡓཧ加し
の᪥ᖖのࡽ⪅ཧ加ࠊᚰ⌮ⓗຠᯝࡿࡼ
㐠ືᐇែࢆ明ࡽかすࠋࡓࡗ⾜ࡵࡓࡿ
ᴟⓗ✚ປឤ⑂࡚ࡗࡼ㐠ືࠊの⤖ᯝࡑ
な安ᑀឤࡀቑ加しࠊ᪥㡭㐠ື࡚ࡗ⾜ࢆ
ࡣ࡛⪅ཧ加࠸な࡛࠺ࡑ⪅ཧ加ࡿ࠸
ࡵㄆࡀࡇࡿあࡀ㢧ⴭなᕪのኚࡑ
ཧ加⪅の⣙ࡓࡲࠋࡓࢀࡽ 7ࡣ᪥㡭かࡽ
ఱࡽかの㐠ື࡚ࡗ⾜ࢆおࠊࡾ㐠ື㛵す
 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡉ㛵ᚰの高ࡿ
 

㸰.ಖ育ᐇ⩦おࡿࡅ㌟య

άື学⏕のẼ࡙ࡘࡁ

 ࡚࠸

༢ⴭ 
ᖹᡂ 23年 11

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学紀せ 42ྕ㸸97-106 

 本研究࡛ࠊࡣ㸰ᅇ⏕ᆅ元ಖ育ᡤᐇ⩦

おࠊ࡚࠸ಖ育ᡤෆ࡛の࠺ࡼな㌟యάື

（య育・㐠ື㐟࣒ࢬࣜ・ࡧ㐟ࡧな）ࡀ

ࢆのάືࡽࢀࡑࡓࡲࠊのかࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜

ほᐹすࡿ中࡛学⏕⮬㌟ࡀの࠺ࡼなẼ

ンᐇ⩦ᚋのࠊ࡚࠸ࡘのかࡓしࢆࡁ࡙

ࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆㄪᰝࡾࡼࢺ࣮ࢣ

学⏕ࡣࡽ᭶㱋ࡿࡼ㐠ືⓎ㐩の㐪ࡸ࠸

♫ⓗⓎ㐩の㐪࠸なẼ࡙ࡓࡲࠊࡁయ

育・⾲⌧のศ野࡛のᐇ⩦中ᚲせなㄢ㢟

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿすかࡽ明࡚࠸ࡘ

 

㸱.ಖ育⪅㣴ᡂᰯồࡽࡵ

࡚࠸ࡘ学⏕の㈨㉁ࡿࢀ

㸫ಖ育⌧ሙのン࣮ࢣ

 㸫ࡾࡼㄪᰝࢺ

༢ⴭ 
ᖹᡂ 24年 11

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学 紀 せ ➨ 43 ᕳ 㸸

127-134 

 本研究࡛ࠊࡣ㐣ཤ 6 年間の༞業⏕の
ົᐇែ࡚࠸ࡘのンࢺ࣮ࢣㄪᰝの⮬
由記㏙かࠊࡽᅬ㛗・タ㛗ࡀࡽಖ育⪅㣴
ᡂᰯᮃࡓࡲࠊࡇࡴᑵ職しࡓ本学༞業
ࡑࠋࡓศᯒしࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉホ౯ࡀ⏕
の⤖ᯝࠊಖ育⌧ሙ࡛ࡎࡲࡣಖ育⪅し࡚
のࠕᢏ⾡ࡸ知㆑ ♫し࡚ࡑࠊࡀ㈨㉁ࠖࠕࠊࠖ
人し࡚のຊࡸಖ育⪅し࡚ാࡃព
㆑ࡀồࠊࡇࡿࢀࡽࡵ༞業⏕ࡣࡽಶࠎの
㈨㉁ࡸ人ࠊാࡃጼໃࡣホ౯ࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࡣ༑ศ࡛ࡣホ౯ࡿᑐすࠖ⾡ಖ育ᢏࠕࡀ
なࡀࡇ࠸明ࡽかなࠋࡓࡗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸲.子育࡚ᨭ広ሙཧ加

し࡚ࡿ࠸ஙᗂඣの㐠ື≧

ἣ࡚࠸ࡘ 

ࠝᰝㄞ᭷ࠞࡾ 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 25年 11

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学紀せ➨ 44ᕳ㸸91-99 

本研究࡛ࠊࡣぶ子ࡀ㞟ࡿ࠼ス࣮࣌スཧ

加し࡚ࡿ࠸ᮍᑵᅬඣぶ子ࢆᑐ㇟ࠊ子

のなࡧの㐟ࠎ᪥ࡸのⓎ育Ⓨ㐩≧ἣࡶ

άື≧ἣࡓࡲࠊẕぶの㐠ືṔࡸ㐠ືᐇ

≧ἣ➼࡚࠸ࡘンࢺ࣮ࢣㄪᰝࡗ⾜ࢆ

άࡡࡴおおࡣࡕࡓࡶ子ࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓ

Ⓨ㐠ື࡚ࡗ⾜ࢆおࠊࡾ㐟ࡣࡧᐊෆ㐟ࡧ

ᑡࡀಖㆤ⪅（ẕぶ）の㐠ືᐇࠊࡃከࡀ

なࡇ࠸なࡀ明ࡽかなࠋࡓࡗ 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸳.᪂人ಖ育⪅の᪩ᮇ㞳職

 ᐇែㄪᰝࡿ㛵す

ࠝᰝㄞ᭷ࠞࡾ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 25年 11

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学 紀 せ ➨ 44 ᕳ 㸸

101-109 

本研究࡛ࠊࡣಖ育⪅の᪩ᮇ㞳職ၥ㢟╔

目しࠊ⌧ሙのンࢺ࣮ࢣㄪᰝ᪩ᮇ㞳

職⪅のン࣮ࣗࣅࢱㄪᰝࢆᐇしࠋࡓ

ࢡࢧࣇዪᛶのࣛࡣ⪅ಖ育ࠊの⤖ᯝࡑ

ルのᙳ㡪ࡀᙉ࠸職✀࡛あࠊࡇࡿ᪩ᮇ㞳

職⪅の退職⌮由ࠕࠊࡣ㐍㊰ኚ᭦ࠖࠕࡸయ

ㄪⰋ ࠊࡣの根本ⓗな原ᅉࡑࠊࡀ࠸ከࡀࠖ

職ሙ࡛の人間㛵ಀあࡀࡇࡿ明ࡽか

 ࠋࡓࡗな

 

 

 

 

㸴.ಖ育⪅㣴ᡂᰯồࡽࡵ

学⏕のಖ育ᐇ㊶⬟ຊࡿࢀ

 ࡚࠸ࡘ㈨㉁

ࠝᰝㄞ᭷ࠞࡾ 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 26年 11

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学 紀 せ ➨ 45 ᕳ 㸸

123-130 

 

本研究࡛ࠊࡣ本学おࡿࡅಖ育⪅㣴ᡂの

ᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘの♧၀ࢆᚓࢆࡇࡿ目

ⓗࠊ㏆␥一のᗂ⛶ᅬࠊಖ育ᡤ（ᅬ）

の⟶⌮職⪅ࡣࡓࡲ᪂人教育ᢸᙜ⪅ᑐ

し࡚ンࢺ࣮ࢣㄪᰝࢆᐇしࠕࠋࡓ⌧ሙ

࡛ồࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ⬟ຊ᪂ධ職⪅の⬟

ຊのࢠャࠖࣉࢵ↔Ⅼࠊࡾ⤠ࢆ教育ㄢ

⪅ಖ育ࠊࢁࡇࡓ᥈ồしࢆᕪࡿࡼ⛬

し࡚ồࡿࢀࡽࡵ㈨㉁ࡣ࡚࠸ࡘ教職ㄢ

ᮇ▷4年ไ大学ࠊののࡶ࠸なࡀᕪ⛬

大学༞業⏕࡛ࡣಖ育ᐇ㊶⬟ຊお࡚࠸

ᕪࡀあࡀࡇࡿ明ࡽかなࠋࡓࡗ 

 

㸵.ಖ育⪅し࡚の㈨㉁

ಖ育ᐇ㊶⬟ຊᑐすࡿ学

⏕のព㆑࡚࠸ࡘ 

ࠝᰝㄞ᭷ࠞࡾ 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 27年 11

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学 紀 せ ➨ 46 ᕳ 㸸

121-128 

 

本研究࡛ࠊࡣ本学学⏕ࡀಖ育⪅し࡚の

㈨㉁ࡸ⬟ຊ࡚࠸ࡘのࠊ࠼⪄࠺ࡼ

の⛬度ࡽࢀࡑのຊࢆ㌟ࡿ࠸࡚ࡅࡘ

⪅ಖ育ࠋࡓしかࡽ明ࢆのかࡿ࠸࡚࠼⪄

㔜どࢆࢀࡑࠊࡶ㈨㉁ࡶし࡚のᑓ㛛⬟ຊ

すࡿか࠺࠸⮬㌟の⪃ࡣ࡚࠸ࡘ࠼

の㡯目࡛ࢇ 1 ᅇ⏕の᪉ࡀ高ࡲ࠸ࠊࡃ

⮬ศ࠸ࡽࡃࢀࡀᐇ㊶࡛ࡿࡁか（㌟ࡘ

ࠊ࡚࠸ࡘᕫホ౯⮬࠺࠸（かࡿ࠸࡚ࡅ

ಖ育⪅し࡚のᐇ㊶ⓗᑓ㛛⬟ຊࡣ 1 ᅇ

⏕の᪉ࡀ高ࠊࡃಖ育⪅の㈨㉁ࡣ 2・3 ᅇ

⏕の᪉ࡀ高かࠋࡓࡗ 

 

㸶.ಖ育⪅㣴ᡂồࢀࡽࡵ

࡚࠸ࡘಖ育⪅の㈨㉁ࡿ

（㸰）㸫ᑵ職ඛのンࢣ

のㄪᰝの๓ᅇㄪᰝࢺ࣮

ẚ㍑かࡽ㸫 

ࠝᰝㄞ᭷ࠞࡾ 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学紀せ➨ 47ᕳ㸸71-80 

本研究࡛ࠊࡣᖹᡂ 23年度かࡽᖹᡂ 26年

度の本学༞業⏕のᑵ職ඛᑐし࡚⾜ࡗ

ㄪᰝࢺ࣮ࢣンの࡚࠸ࡘົᐇែࡓ

のࠊࡕ࠺⮬由記㏙かࡽᅬ㛗ࡀࡽಖ育⪅㣴

ᡂᰯᮃࡓࡲࠊࡇࡴᑵ職しࡓ本学༞業

๓ࠋࡓศᯒしࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉホ౯ࡀ⏕

ᅇㄪᰝẚ㍑しࡓ⤖ᯝࠊಖ育⌧ሙ࡛ࡣ༶

ᡓຊし࡚ᙺ❧ࡘಖ育のᐇ㊶ຊࡣᙜ↛

なࠊࡽࡀಖ育⪅の㈨㉁ࡸ♫人し࡚の

ែ度ࡸぬᝅࠊ特ࠕ♫人ᇶ♏ຊࠖࡉ

ࡿࢀࡉ㔜せど࡛ୖࡃാ࡛࣒チ࣮ࠊࡿࢀ

ᵝࠎな⬟ຊࡀồࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ♧

၀ࠋࡓࢀࡉ 

 

人間－306



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸷.ྛⓎ㐩のᮇおࡿࡅ

なゝࣈテ࢞ࢿඛ⏕ࠖのࠕ

 ࡚࠸ࡘື

ࠝᰝㄞ᭷ࠞࡾ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学紀せ➨ 47ᕳ㸸31-40 

本研究࡛ࠊࡣ㣴ᡂㄢ⛬の学⏕ࡀ子ࡶの

❧ሙࢆ⌮ゎし㐺ษ࡛࢞ࢿテࣈなゝ

なゝࣈテ࢞ࢿ教師のࠊࡵࡓ࠸しなࢆື

ㄪࡵࡓ࠺⾜ࢆ⌮ᩚ࡚࠸ࡘఱかࡣື

ᰝࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの⤖ᯝࠊᗂඣᮇお࡚࠸

ࠊࡀ࠸ᑡなࡣなゝືࣈテ࢞ࢿ教ဨのࡣ

ᑠ学ᰯ高学年かࡽ中学⏕のᮇお࠸

し࡚ᤊࣈテ࢞ࢿ教ဨのゝື࡛ࠊࡣ࡚

⏕高ᰯࠊࡾお࡚ࡗなࡃከࡀゝືࡓࢀࡽ࠼

ᛮᮇࡣのኚࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗῶࡿな

教ဨのゝືࠊࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠸㛵ಀし࡚

ࢀࡑࠊࡣゝືࡿࢀࡽ࠼ᤊࣈテ࢞ࢿ࡛

のⓎ㐩のᮇࡶ子ࡿࡵṆࡅཷࢆࡽ

 ࠋࡓ࠸࡚ࡗな␗ࡶ㉁ⓗࡶ㔞ⓗ࡚ࡗࡼ

 

10.ಖ育⪅㣴ᡂᰯの学⏕の

ᛶ᱁特ᛶおࡧࡼ㐍㊰≧ἣ

 ࡚࠸ࡘの㛵㐃

ࠝᰝㄞ᭷ࠞࡾ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学紀せ➨ 47ᕳ㸸41-48 

本研究࡛ࠊࡣಖ育⪅㣴ᡂ▷ᮇ大学⏕ 160

ྡの㹗㹅ᛶ᱁᳨ᰝのุᐃ⤖ᯝࠊࡶࢆ

かࡽ明࡚࠸ࡘのᛶ᱁特ᛶのഴྥࡑ

すࠊࡶࡿ༞業の㐍㊰≧ἣ（㐍㊰

㑅ᢥ）の㛵㐃࡚࠸ࡘㄪࢆࡇࡿ目

ⓗしࠋࡓ学⏕の༙ᩘ㏆ࡓࢀࡽࡳࡃᛶ

᱁特ᛶࠕࡣ⥴の安ᐃ࡛ࠖࡉあࠋࡓࡗ

㐍㊰≧ἣの㛵㐃࡛ࠊࡣ職✀㛵ࡎࡽࢃ

㠀正つし࡚ᑵ職あࡣ࠸ࡿᑵ職ࢆしな

ᛶ᱁ᅉ子ᑻ度のࠊ⏕学ࡓしࢆ㑅ᢥ࠸

ຎ➼ឤࠕ あഴྥ࠸高ࡀ㠀༠ㄪᛶࠖࠕࠖ

ࡀࡇࡿあࡀ㛵㐃ࡔ࠸のあ⏕学ࡿ

♧၀ࠋࡓࢀࡉ 

 

11.ዪ子大学⏕おࡿࡅ㐠

ື⬟ຊの⌧≧࡚࠸ࡘ-㐠

ື㐺正テスࢺ㐠ື

ᑻ度かࡽ㸫 

ࠝᰝㄞ᭷ࠞࡾ 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 29年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学紀せ

➨ 48ᕳ㸸87-96 

本研究࡛ࠊࡣ㐠ື㐺正テスࢺのᐇ㐠

ືᑻ度のㄪᰝかࠊࡽዪ子大学⏕の㐠

ື⬟ຊのᐇែ᳨࡚࠸ࡘウࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ

の⤖ᯝࠊ学⏕の༙ᩘ௨ୖ࡛㐠ື⬟ຊỈ‽

ᢏ⬟ⓗなഃ㠃ࡣ㐠ືࠊࡇ࠸పࡀ

ࡇࡿ㛵すࡀయຊ㠃࡛のࡶ

 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ

 

12.タᐇ⩦おࡿࡅ学⏕

の安ࢆ㍍ῶすࡿ๓学

 の研究࡚࠸ࡘ⩦

ࠝᰝㄞ᭷ࠞࡾ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 29年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学紀せ

➨ 48ᕳ㸸31-40 

本研究࡛ࠊࡣタᐇ⩦ཧ加しࡓ学⏕

ᑐし࡚⾜ࡓࡗᐇ⩦ᚋᣦᑟおࡿࡅ

ཧ加す⩦ᐇࠊศᯒしࢆࢺ࣮࣏ࣞࡾ㏉ࡾ

安ឤࡸࢪ࣮࣓ࡿᑐす⩦๓のᐇࡿ

⮫⩦ᐇࠊ࡛ࡇࡿศ㢮すࢆၥなࡸ

ࡣ⩦のᚲせな๓学࡚ࡗ⏕学ࡴ

ఱかࢆ明ࡽかしࠊࡓࡲࠋࡓᐇ⩦お࠸

࡚⮬㌟の㊊し࡚ࡓ࠸Ⅼ࡚࠸ࡘศᯒ

Ⅼ᳨チࡳ⤌ࡾᐇ⩦のྲྀࠊ࡛ࡇࡓࡗ⾜ࢆ

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿసᡂすࢆ⾲ࢡࢵ࢙

 

13.᪂人ಖ育⪅ᚲせな㈨

㉁࡚࠸ࡘ㸫᪂人ಖ育⪅

ⓗなホ౯ྜ⥲ࡿᑐす

 ලయⓗな㈨㉁㸫ࡿࡀなࡘ

ࠝᰝㄞ᭷ࠞࡾ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 29年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学紀せ

➨ 48ᕳ㸸41-49 

本研究࡛ࠊࡣ本学༞業⏕のົᐇែࡘ

な࠺ࡼのࠊࡽㄪᰝかࢺ࣮ࢣンの࡚࠸

᪂人ಖ育⪅ࡀホ౯ࡿࢀࡉのか࡚࠸ࡘ

ศᯒしࡑࠋࡓの⤖ᯝࠊ高࠸ᢏ⾡ࡸ知㆑ࡼ

࠼ࡲࡁࢃࢆሙ❧࠺࠸᪂人ࡣࡎࡲࡶࡾ

なࡽࡀ♩正しࡃ㈐任ࢆᣢ࡚ࡗ一ࡘ一

ᚲࡀጼໃࡴ⤌ࡾྲྀពḧⓗࡇのࡘ

せ࡛あࡀࡇࡿ明ࡽかなࠋࡓࡗ 

 

人間－307



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

14.㌟య⾲⌧⛉目おࡿࡅ

⾲⌧㐟ࡧのᣦᑟᐇ㊶ෆᐜ

 ࡁ学⏕のẼ࡙

ࠝᰝㄞ᭷ࠞࡾ 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 30年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学紀せ

➨ 49ᕳ㸸105-115 

本研究࡛ࠊࡣ㌟య⾲⌧㐟ࡧのᣦᑟᐇ㊶の

ෆᐜ᭷⏝ᛶ࡚࠸ࡘศᯒしࡑࠋࡓの⤖

ᯝࠊᣦᑟෆᐜࡣ 5ṓඣࢆᑐ㇟しࡓ㐟ࡧ

㐟࠸せ⣲のᙉࡧ㐠ື㐟ࠊࡵ༨ࢆᩘ༙ࡀ

ࢃఛࡀഴྥࡿᒎ㛤すࢆࡧ᪤知の㐟ࠊࡧ

࣮ࣃのࣞࡧ㐟ゎ⌮࠸Ⓨ㐩ẁ㝵の広ࠊࢀ

⪄ࡿᚲせ࡛あࡀすດຊࡸቑࢆ࣮ࣜࢺ

 ࠋࡓࢀࡽ࠼

 

15.᪂人ಖ育⪅ᑐすࡿホ

౯㹼๓年度のẚ㍑ࢆ㏻

し࡚㹼 

ࠝᰝㄞ᭷ࠞࡾ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 30年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学紀せ

➨ 49ᕳ㸸49-59 

本研究࡛ࠊࡣ▷ᮇ大学༞業⏕のົᐇែ

ࡼのࠊࡽㄪᰝかࢺ࣮ࢣンの࡚࠸ࡘ

ࡘのかࡿࢀࡉホ౯ࡀ⪅な᪂人ಖ育࠺

ࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓẚ㍑ศᯒし๓年度ࠊ࡚࠸

満㊊度ࡸᑗ᮶ᛶのᮇᚅୖྥࡀし࡚࠸

 ࠋࡓࢀࢃఛࡀഴྥࡿ

 
16㸬᪂人ಖ育⪅ồࢀࡽࡵ

し⪅㈨㉁, ᪂人ಖ育ࡿ

࡚のホ౯, ಖ育⪅㣴ᡂᰯ

ㄢ㢟, GPA・ྛ教ࡿࡅお

⛉のᡂ績職ሙ࡛のホ౯

 の㛵ಀ

 

ඹⴭ 令和 2年 3᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨

12ᕳ㸸51Ѹ60 

 

本研究࡛ࠊࡣ▷ᮇ大学༞業⏕のᑵ職ඛ

おࡿࡅホ౯࡚࠸ࡘの研究の⥅⥆࡛あ

ᖹᡂࠊの⤖ᯝࡑࠋࡿ 27年度かࡽの㸱か

年࡛యⓗಖ育⌧ሙ࡛の༞業⏕のホ

౯ࡣ明ࡽかࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀୖ一᪉ࠊ༞業

ᚋおࡿࡅ᪂人ಖ育⪅し࡚の⥲ྜⓗ

なホ౯ᚓⅬ・ྛ㡯目おࡿࡅホ౯ᚓⅬ

ᅾ学中の⣼✚ GPAの್の┦㛵ࢀࡽࡳࡣ

なかࠋࡓࡗ 

17㸬ዪ子大学⏕おࡿࡅ㐠

ືの⌧≧࡚࠸ࡘ㸫

㐠ືᑻ度࡚࠸⏝ࢆ㸫 

 

༢ⴭ 令和 2年 3᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨

12ᕳ㸸103Ѹ108 

 

本研究࡛ࠊࡣᗂඣ教育学⛉ᅾ⡠すࡿዪ

子大学⏕の㐠ືのᐇែࠊ࡚࠸ࡘ大

学⏕∧㐠ືᑻ度᳨࡚࠸⏝ࢆウࢆ⾜

ࡑࡼおࠊㄪᰝの⤖ᯝࠋࡓࡗ 3の学⏕࡛

㌟య᧯సຊ࣮࣎ル᧯సຊのఱࡽかの

㐠ືࡀあࠊࡇࡿᑠ中学ᰯࡶࡾࡼ

大学⏕࡛あࡿ⌧ᅾお࡚࠸㐠ື

の≧ἣࡀ㐍࣮࣎ࠊࡇࡿ࠸࡛ࢇル᧯సຊ

ࡿ࡛あࡀ㌟య᧯సຊの᪉࡚ẚ

 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇ

 （のࡑ） 

 

1. 㐃載 㐟ࡧのୡ⏺ 27
㐟ࡓ࠺大和ᆅ᪉のࠕ

 ࠖࡧ
 
 
 
 

༢ⴭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 27年 10

᭶ 

 
 
 
 
 
 
 
 

子  ࡶ  Ⓨ 育 Ⓨ

㐩.13-3㸸195-198 
 
 
 
 
 
 
 
 

学ㄅ㐃載ࠕ㐟ࡧのୡ⏺ 大ࠕࠊ࡚࠸おࠖ

和ᆅ᪉のࡓ࠺㐟ࠖࡧ㢟しࠊዉⰋ┴ࡕ

なࡔࢇఏᢎ㐟࡚࠸ࡘࡧᇳ➹しࠋࡓ 
 
 
 
 
 
 
 

（学Ⓨ⾲）     

1. 安㟼య㦂ࡼࢪ࣮࣓

ࡘ⢭⚄⏕⌮学ⓗኚࡿ

 ࡚࠸

㸫 
ᖹᡂ 24年 6

᭶ 

᪥本ࣂオࢻ࣮ࣇ

➨学ࢡࢵࣂ 40 ᅇ大

Ⓨ⾲（❧㤋大学） 

大ண✏㞟 P30. 

安㟼య㦂ࠕࡓࡗྲྀࢆጼໃࡔ࠸ࢁࡘࡃ ࠊࠖ

ሙྜࡓࡗ⾜ࢆࢪ࣮࣓⌧のయ㦂のࡑ

の⏕⌮ⓗኚࠊ࡚࠸ࡘձ安㟼の⮬ศ

の➽ឤぬղ⮬ศの⏕⌮ᛂճ⮬ศの࿘

のࠊのᵝ子ࡾ しㄢ㢟ࢆࢪ࣮࣓のࡘ3

⬻Ἴ・ᚰᢿᩘ・྾ᩘࢆᣦᶆし࡚ẚ㍑

᳨ウࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの⤖ᯝࠊ⏕⌮ᛂⓗ

ࡳࡀșἼྵ᭷⋡のῶᑡࡣㄢ㢟࡛ࢪ࣮࣓

ࡀ安㟼≧ែࡾࡼㄢ㢟ࠊࡽかࡇࡓࢀࡽ

 ࠋࡓࢀࡉ ᥎ࡓࢀࡉಁ

 

2.子育࡚ᨭ広ሙཧ加

すࡿஙᗂඣのⓎ育Ⓨ㐩≧

ἣ࡚࠸ࡘ 

㸫 
ᖹᡂ 24年 8

᭶ 

᪥本య育学➨ 63 ᅇ

大Ⓨ⾲（東ᾏ大学） 

本研究࡛ࠊࡣ▷ᮇ大学おࡿࡅᆅᇦ㈉

⊩・子育࡚ᨭ業࡛あࡿぶ子ࡀ㞟ࡿ࠼

ス࣮࣌スཧ加し࡚ࡿ࠸ᮍᑵᅬඣぶ子

ࠎ᪥ࡸのⓎ育Ⓨ㐩≧ἣࡶ子ࠊ㇟ᑐࢆ

の㐟ࡧなのάື≧ἣࡓࡲࠊẕぶの㐠ື

Ṕࡸ㐠ືᐇ≧ἣな࡚࠸ࡘンࢣ

のࡶ子ࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆㄪᰝࢺ࣮

㐟ࡣࡧᐊෆ㐟ࡀࡧከࠊࡃಖㆤ⪅（ẕぶ）

の㐠ືᐇࡀᑡなࡇ࠸なࡀ明ࡽか

 ࠋࡓࡗな

 

人間－308



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

3.ಖ育ኈ㣴ᡂᰯồࡽࡵ

 ࡚࠸ࡘ学⏕の㈨㉁ࡿࢀ
㸫 

ᖹᡂ 24年 9

᭶ 

ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 51 ᅇ研究大Ⓨ

⾲（ி㒔ᩥ教大学・ி

㒔ᩥ教▷ᮇ大学） 

大ண✏㞟 p530-531. 

本研究࡛ࠊࡣ༞業⏕のᑵ職ඛᑐすࡿ༞

業⏕のົᐇែ࡚࠸ࡘのンࢺ࣮ࢣ

ㄪᰝかࠊࡽ⌧ሙ࡛ಖ育⪅㣴ᡂᰯᮃࡇࡴ

ࡉホ౯࠺ࡼのࡀ⏕本学༞業ࡓࡲࠊ

一➨ࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓかศᯒしࡿ࠸࡚ࢀ

ಖ育⪅し࡚のࠕᢏ⾡ࡸ知㆑ ㈨㉁ࠖࠕࠊࠖ

ಖࡸし࡚のຊ人♫次ࠊࢀࡽࡵồࡀ

育⪅し࡚ാࡃព㆑ࡀồࠊࡇࡿࢀࡽࡵ

༞業⏕ࡣࡽಶࠎの㈨㉁ࡸ人ࠊാࡃጼໃ

ᑐࠖ⾡ಖ育ᢏࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉホ౯ࡣ

すࡿホ౯ࡣ༑ศ࡛ࡣなࡀࡇ࠸明ࡽか

 ࠋࡓࡗな

 

4.安㟼య㦂ࡼࢪ࣮࣓

ࡘ⢭⚄⏕⌮学ⓗኚࡿ

 ࡚࠸

㸫 
ᖹᡂ 25年 6

᭶ 

᪥本ࣂオࢻ࣮ࣇ

➨学ࢡࢵࣂ 41 ᅇ大

Ⓨ⾲（㙊ዪ子大

学） 

大ண✏㞟 P29. 

安㟼య㦂ࠕࡓࡗྲྀࢆጼໃࡔ࠸ࢁࡘࡃ ࠊࠖ

ሙྜࡓࡗ⾜ࢆࢪ࣮࣓⌧のయ㦂のࡑ

の⢭⚄⏕⌮学ⓗኚࠊ࡚࠸ࡘձ安㟼

の⮬ศの➽ឤぬղ⮬ศの⏕⌮ᛂճ⮬

ศの࿘ࡾのᵝ子ࠊの ㄢࢆࢪ࣮࣓のࡘ3

㢟しࠊ⬻Ἴࢪ࣮࣓㉳ᑐすࡿ⮬

ᕫホ౯の高పの㛵㐃࡚࠸ࡘẚ㍑᳨

ウࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの⤖ᯝࠊ⮬ᕫホ౯の高࠸

⬻の大ࢪ࣮࣓࡚ẚ⩌࠸పࡣ⩌

άືࡾࡼࡀάⓎ࡛あࢀࡉ♧ࡀࡇࡓࡗ

 ࠋࡓ

 

5.ᗂඣのయ᱁యຊ・㐠ື

⬟ຊのⓎ㐩特ᚩ࡚࠸ࡘ

（1） 

㸫 

ᖹᡂ 25年 8

᭶ 

 

᪥本య育学➨ 64ᅇ

大Ⓨ⾲（❧㤋大

学） 

大ண✏㞟 P138. 

本研究࡛ࠊࡣ和ḷ山┴⚾❧ Wᗂ⛶ᅬお

ᗂඣのࠊࡽかࢱ࣮ࢹయ᱁・యຊ ᐃࡿࡅ

య᱁おࡿࡅⓎ育Ⓨ㐩の特ᚩ࡚࠸ࡘ

᳨ウࠋࡓࡗ⾜ࢆH11年・H16年・H21年の

ᅬඣのࠊ㌟㛗・య㔜・⬚ᅖ・ᗙ高の ࡘ4

の㌟య ᐃࢆࢱ࣮ࢹศᯒᑐ㇟しࠋࡓ 

 

6.ᗂඣのయ᱁యຊ・㐠ື

⬟ຊのⓎ㐩特ᚩ࡚࠸ࡘ

（2） 

㸫和ḷ山┴⚾❧ Wᗂ⛶ᅬ

おࡿࡅయຊ・㐠ື⬟ຊ ᐃ

 㸫ࡽかࢱ࣮ࢹ

 

㸫 
ᖹᡂ 25年 8

᭶ 

᪥本య育学➨ 64ᅇ

大Ⓨ⾲（❧㤋大

学） 

大ண✏㞟 P138. 

本研究࡛ࠊࡣ和ḷ山┴⚾❧ Wᗂ⛶ᅬお

ᗂඣのࠊࡽかࢱ࣮ࢹయ᱁・యຊ ᐃࡿࡅ

యຊおࡿࡅⓎ育Ⓨ㐩の特ᚩ࡚࠸ࡘ

᳨ウࠋࡓࡗ⾜ࢆH11年・H16年・H21年の

25㹫㉮ࡕ❧ࠊᖜ㊴࣮࣎ࠊࡧルᢞࠊࡆ୧㊊

㐃⥆㊴ࡧ㉺しの ࣮ࢹの㐠ື⬟ຊ ᐃࡘ4

ࡣᛶᕪࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓし㇟ศᯒᑐࢆࢱ

年中ඣの㊴ࡧ㉺しࡾࡄࡃのࠊࢀࡽࡳࡳ

あࡣ࡛ࠖࡧ㊴ᖜࡕ❧ࠕࡸࠖࡆルᢞ࣮࣎ࠕ

ᑐのࡓࡗなかࢀࡽぢࡀ年௦のᕪࡾࡲ

し25ࠕࠊm㉮ࠖࡧ㊴ࠕ㉺しࡣ࡛ࠖࡾࡄࡃ

年௦ࡿࡼᕪࡀぢࠋࡓࢀࡽ 

 

7. ಖ育⌧ሙࡀಖ育ኈ㣴ᡂ

 ࡇࡴᮃ
㸫 

ᖹᡂ 25年 9

᭶ 

 

ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 52ᅇ研究大Ⓨ

⾲（高松） 

大ண✏㞟 p332-333. 

本研究࡛ࠊࡣ本学おࡿࡅಖ育⪅㣴ᡂの

ᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘの♧၀ࢆᚓࢆࡇࡿ目

ⓗࠊ㏆␥一のᗂ⛶ᅬࠊಖ育ᡤ（ᅬ）

の⟶⌮職⪅ࡣࡓࡲ᪂人教育ᢸᙜ⪅ᑐ

しࠊಖ育⌧ሙ࡛ാࡃ᪂ධ職⪅の⌧≧ಖ

育⪅㣴ᡂᮃ࡚࠸ࡘࡇࡴン࣮ࢣ

4年ไ大ࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓᐇしࢆㄪᰝࢺ

学ࡸಖ育ኈのᅜᐙ㈨᱁ࢆᮃࡴኌࡣ

ᑡなࠊࡀ࠸㈨㉁ࡸᇶ♏学ຊおࡣ࡚࠸ 4

年ไ大学༞ࡀ優࠺࠸ࡿ࠸࡚ࢀᣦࡶ

あࠊࡾ㣴ᡂᰯおࡿࡅಖ育⪅㈨㉁のྥୖ

 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿࢀࡲᮃࡀ

 

人間－309



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

8. ᗂඣのయ᱁యຊ・㐠

ື⬟ຊのⓎ㐩特ᚩ࠸ࡘ

࡚（3） 

㸫和ḷ山┴⚾❧ Wᗂ⛶ᅬ

おࡿࡅయຊ・㐠ື⬟ຊ ᐃ

 㸫ࡽかࢱ࣮ࢹ

 

㸫 
ᖹᡂ 26年 3

᭶ 

᪥本Ⓨ育Ⓨ㐩学➨

12ᅇ大Ⓨ⾲（大㜰ᡂ

㋣大学） 

大ண✏㞟 P83. 

本研究࡛ࠊࡣ和ḷ山┴⚾❧ Wᗂ⛶ᅬお

ᗂඣのࠊࡽかࢱ࣮ࢹయ᱁・యຊ ᐃࡿࡅ

యຊおࡿࡅⓎ育Ⓨ㐩の特ᚩ࡚࠸ࡘ

᳨ウ3ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㹼5ṓのᅬඣの H11 年・

H16年・H21年の 25㹫㉮ࡕ❧ࠊᖜ㊴ࠊࡧ

㉺しのࡧ㊴⥆୧㊊㐃ࠊࡆルᢞ࣮࣎ のࡘ4

㐠ື⬟ຊ ᐃࢱ࣮ࢹおࡧࡼ㌟㛗・య㔜・

⬚ᅖのయ᱁ࢆࢱ࣮ࢹศᯒᑐ㇟しࡑࠋࡓ

の⤖ᯝ25ࠕࠊm㉮ࠖࡧ㊴ࠕ㉺しࠖࡾࡄࡃ

ࡆルᢞ࣮࣎ࠊࢀࡽぢࡀᕪࡿࡼ年௦ࡣ࡛

 ࠋࡓࢀࡽࡳࡀの正の┦㛵య᱁ࡣ࡛

 

9. Psychophysiological 

changes in the movement 

imagery -Preliminary 

study- 

㌟యືసࢪ࣮࣓おࡅ

ࡘ⢭⚄⏕⌮学ⓗኚࡿ

 

 

㸫 
ᖹᡂ 26年 8

᭶ 

7th Asian-South 

Pacific Association 

of Sport Psychology 

International 

Congress,Tokyo 

大ண✏㞟 P33. 

本研究࡛ࡣෆⓗな㌟యືసࢪ࣮࣓

እⓗな㌟యືసࢪ࣮࣓おࡿࡅ⬻Ἴ

ྵ᭷⋡のኚࢆศᯒしࡑࠋࡓの⤖ᯝࠊȘ

1Ἴྵ᭷⋡ࡣෆⓗࢪ࣮࣓ࡣ㢌㡬・

中ᚰ㡿ᇦ࡛のῶᑡࠊእⓗࢪ࣮࣓ࡣ

ᚋ㢌㡿ᇦ࡛のῶᑡࠋࡓࢀࡽࡳࡀ 

10.Team Building 

Intervention for High 

School Volleyball Team 

高ᰯ࣮࣮࣎ࣞࣂルチ࣮࣒

ࢹルࣅ࣒チ࣮ࡿᑐす

ンࢢの介ධຠᯝ࡚࠸ࡘ 

 

 

㸫 
ᖹᡂ 26年 8

᭶ 

7th Asian-South 

Pacific Association 

of Sport Psychology 

International 

Congress,Tokyo  

大ண✏㞟 P32. 

 

本研究࡛ࠊࡣ高ᰯ࣮࣮࣎ࣞࣂルチ࣮࣒

ᑐし࡚ࠊチャンࣆオンࣉࢵࢩの᭱⤊ฟሙ

㈨᱁ࢆኻࡓࡗᚋチ࣮࣒の⤖ྜࢆᅇ

すࡑࠊࡵࡓࡿの⢭⚄ⓗな‽ഛᑐし࡚ス

ࡗᣢࢆࡁなാ࠺ࡼのࡀᚰ⌮学ࢶ࣮࣏

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆㄪᰝ࡚࠸ࡘかࡓ

 

 

11. ᗂඣのయ᱁యຊ・㐠

ື⬟ຊのⓎ㐩特ᚩ࠸ࡘ

࡚（4） 

㸫和ḷ山┴⚾❧ Wᗂ⛶ᅬ

おࡿࡅయຊ・㐠ື⬟ຊ ᐃ

 㸫ࡽかࢱ࣮ࢹ

㸫 
ᖹᡂ 26年 8

᭶ 

᪥本య育学➨ 65ᅇ

大Ⓨ⾲（岩ᡭ大学） 

大ண✏㞟 P129. 

❧⚾┴和ḷ山࡛ࡲࢀࡇ Wᗂ⛶ᅬおࡿࡅ

య᱁・యຊ ᐃࢱ࣮ࢹかࠊࡽᗂඣのయຊ

ウ᳨࡚࠸ࡘⓎ育Ⓨ㐩の特ᚩࡿࡅお

 㐠ື⬟ຊࡣ本研究࡛ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆ

ᐃࢆࢱ࣮ࢹศᯒᑐ㇟し࠸ࡔ࠺ࡻࡁࠊᵓ

ᡂの㐪ࡿࡼ࠸ᗂඣの㐠ື⬟ຊなࡧࡽ

ࡗ⾜ࢆウ᳨࡚࠸ࡘయ᱁のⓎ㐩特ᚩ

H11年・H16年・H21年の ࠋࡓ 25㹫㉮ࠊ

ࡧ㊴⥆୧㊊㐃ࠊࡆルᢞ࣮࣎ࠊࡧ㊴ᖜࡕ❧

㉺しの ศᯒࢆࢱ࣮ࢹの㐠ື⬟ຊ ᐃࡘ4

ᑐ㇟しࢀࡎ࠸ࠋࡓの㐠ື⬟ຊお࡚࠸

➨࡚࠸おの年௦・年㱋࡚すࡰࠊࡶ

㸯子ẚ࡚➨㸰子௨㝆の㐠ື⬟ຊࡀ

高ࠊࡃ特ࡧ㊴ࠕ㉺しࠖࡾࡄࡃお࡚࠸

㢧ⴭ࡛あࠋࡓࡗ 

 

12.ᗂඣのయ᱁యຊ・㐠

ື⬟ຊのⓎ㐩特ᚩ࠸ࡘ

࡚（5） 

㸫和ḷ山┴⚾❧ Wᗂ⛶ᅬ

おࡿࡅయຊ・㐠ື⬟ຊ ᐃ

 㸫ࡽかࢱ࣮ࢹ

㸫 
ᖹᡂ 26年 8

᭶ 

᪥本య育学➨ 65ᅇ

大Ⓨ⾲（岩ᡭ大学） 

大ண✏㞟 P116. 

❧⚾┴和ḷ山࡛ࡲࢀࡇ Wᗂ⛶ᅬおࡿࡅ

య᱁・యຊ ᐃࢱ࣮ࢹかࠊࡽᗂඣのయຊ

ウ᳨࡚࠸ࡘⓎ育Ⓨ㐩の特ᚩࡿࡅお

ࡣ本研究࡛ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆ H11年・H16

年・H21年の㌟㛗・య㔜・⬚ᅖの のࡘ3

㌟య ᐃࢆࢱ࣮ࢹศᯒᑐ㇟し࠺ࡻࡁࠊ

ᗂඣのయ᱁のⓎࡿࡼ࠸ᵓᡂの㐪࠸ࡔ

㐩ⓗ特ᚩࠊ࡚࠸ࡘ㐠ື⬟ຊの㛵㐃

 ࠋࡓศᯒし࡚࠸ࡘ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

13. ⌧ሙࡀồࡿࡵಖ育ᐇ

㊶⬟ຊ༞業⋓ᚓし

ู⛬ຊの教育ㄢ⬟ࡿ࠸࡚

ẚ㍑ 

㸫 
ᖹᡂ 26年 9

᭶ 

ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 53ᅇ研究大Ⓨ

⾲（博ከ） 

大ண✏㞟 P36. 

本研究࡛ࠊࡣ本学おࡿࡅಖ育⪅㣴ᡂの

ᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘの♧၀ࢆᚓࢆࡇࡿ目

ⓗࠊ㏆␥一のᗂ⛶ᅬࠊಖ育ᡤ（ᅬ）

の⟶⌮職⪅ࡣࡓࡲ᪂人教育ᢸᙜ⪅ᑐ

し࡚ンࢺ࣮ࢣㄪᰝࢆᐇしࠕࠋࡓ⌧ሙ

࡛ồࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ⬟ຊ᪂ධ職⪅の⬟

ຊのࢠャࠖࣉࢵ↔Ⅼࠊࡾ⤠ࢆ教育ㄢ

⪅ಖ育ࠊࢁࡇࡓ᥈ồしࢆᕪࡿࡼ⛬

し࡚ồࡿࢀࡽࡵ㈨㉁ࡣ࡚࠸ࡘ教職ㄢ

ᮇ▷4年ไ大学ࠊののࡶ࠸なࡀᕪ⛬

大学༞業⏕࡛ࡣಖ育ᐇ㊶⬟ຊお࡚࠸

ᕪࡀあࡀࡇࡿ明ࡽかなࠋࡓࡗ 

 

14.どⅬの␗なࡿ㐠ື࣓

⢭⚄⏕⌮学ࡿᑐすࢪ࣮

ⓗᛂ࡚࠸ࡘ 

㸫 
ᖹᡂ 27年 7

᭶ 

᪥本ࣂオࢻ࣮ࣇ

➨学ࢡࢵࣂ 43ᅇ大

Ⓨ⾲（⟃Ἴ大学） 

大ண✏㞟 P32. 

本研究࡛ࠊࡣෆⓗどⅬかࡽなࡿయ㦂࣓

እⓗどⅬ（internal imagery）ࢪ࣮

かࡽなࡿほᐹࢪ࣮࣓（external 

imagery）ࡿࡼ༢⣧な㌟యືసࢆㄢ㢟

㝿の大⬻άືのࡓ㉳しࢆࡽࢀࡑࠊし

㐪ࢆ࠸ẚ㍑す࡚ࡗࡼࡇࡿ㌟య㐠ື

かࡽ明ࢆの⢭⚄⏕⌮学ⓗ特ᚩࢪ࣮࣓

ࡣㄢ㢟ࢪ࣮࣓ࠋࡓし の㌟యືసࡘ3

（ࡿࡆୖࢆ⭎・ࡿ๓ᒅす・ࡿᒅ᭤すࢆ⬮）

⾜ࢆࢪ࣮࣓ほᐹࢪ࣮࣓య㦂ࠊし

 ࠋࡓࡗ

 

15. ⬻Ἴかࡓࡳࡽ㐠ື学

ࢪ࣮࣓㐠ືࡿࡅお⩦

のຠᯝ࡚࠸ࡘ 

㸫 
ᖹᡂ 27年 8

᭶ 

᪥本య育学➨ 66ᅇ

大Ⓨ⾲（ᅜኈ⯓大

学） 

大ண✏㞟 P132. 

本研究࡛ࠊࡣᥦ♧ࡓࢀࡉ⪅のືࡁᑐ

し࡚ࠊෆⓗࡣࡓࡲእⓗどⅬかࡽ㉳しࡓ

⮬ᕫീࢆព㆑しなືࠊࡽࡀసのᶍೌࢆ⾜

㐠ື学࡚࠸⏝ࢆἼ⬻ࠊしㄢ㢟ࢆࡇ࠺

ウ᳨ࢆのຠᯝࢪ࣮࣓㐠ືࡿࡅお⩦

しືࠋࡓసࠊࡣ୧ᡭࡓ࠸⨨ࢆ≧ែかࡽᡭ

㤳ࢆᒅ᭤ྑ࡚ࡏࡉᡭࡣࡓࡲᕥᡭࡆୖࢆ

ୖ⓶㢌ࠊࡣㄢ㢟中ࠋࡓࡗ༢⣧ືస࡛あࡿ

の 13部かࡽ⬻Ἴの記㘓ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

ᛂ間ࠊ正⟅⋡おࡧࡼ⬻Ἴ㛵し࡚ࠊ⤒

ኚの᳨ウおࡧࡼෆⓗどⅬ㸫እⓗど

Ⅼࢪ࣮࣓間のẚ㍑ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

16. ಖ育⪅し࡚の㈨㉁

ࡿᑐすಖ育ᐇ㊶⬟ຊ

学⏕のព㆑࡚࠸ࡘ 

㸫 
ᖹᡂ 27年 9

᭶ 

ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 54ᅇ研究大Ⓨ

⾲（ᮐᖠ） 

大ண✏㞟 P35. 

本研究࡛ࠊࡣ本学おࡿࡅಖ育⪅㣴ᡂの

ᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘの♧၀ࢆᚓࢆࡇࡿ目

ⓗࠕࠊಖ育⪅し࡚のಖ育ᐇ㊶⬟ຊࠖ

の࡚࠸ࡘし࡚の㈨㉁ࠖ⪅ಖ育ࠕ

⛬度㔜どしࠊの⛬度⮬ศの㌟࡚࠸ࡘ

ࢣンᑐし࡚⏕本学学ࠊか࠺ᛮࡿ࠸

⏕1ᅇࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓᐇしࢆㄪᰝࢺ࣮

 2・3ᅇ⏕ࡣ࡛㔜どすࡿ⬟ຊࡸ⮬ᕫ

ホ౯࡚࠸ࡘᕪࡀぢࠋࡓࢀࡽ 

 

17. 本学おࡿࡅ子育࡚

ᨭ業の 5年間のྲྀࡾ⤌

 ホ౯ࡳ

㸫 
ᖹᡂ 27年 9

᭶ 

ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 54ᅇ研究大Ⓨ

⾲（ᮐᖠ） 

大ண✏㞟 P179. 

本学おࡿࡅ子育࡚ᨭ業ࡇࡗࡧࡕࠕ

広ሙ ࢀࡇࠊ࡚࠸ࡘの広ሙࠖ࠸ࡘࠕࠖ

ࢹᩘ⪅⏝ࡸࢺ࣮ࢣン⪅⏝の࡛ࡲ

ෆᐜࡳ⤌ࡾ5年間のྲྀࠊࡽかなࢱ࣮

 ࠋࡓࡵࡲࢆのホ౯ࡑ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

18. Effects of motor 

imagery perspectives on 

motor learning based on 

EEG EEG࣮࣋ࢆスしࡓ㐠

ື学⩦おࢪ࣮࣓ࡿࡅ

のどⅬのຠᯝ࠸ࡘ 

㸫 
ᖹᡂ 28年 6

᭶ 

2016 NASPSPA 

Conference 

(Montreal)大ࣉロ

࣒ࣛࢢ P22. 

本研究࡛ࠊࡣᥦ♧ࡓࢀࡉ⪅のືࡁᑐ

し࡚ࠊෆⓗࡣࡓࡲእⓗどⅬかࡽ㉳しࡓ

⮬ᕫീࢆព㆑しなࡽࡀ༢⣧ືసのᶍೌ

࣓㐠ືࡿࡅお㐠ື学⩦ㄢ㢟࠺⾜ࢆ

⪅ࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓウし᳨ࢆのຠᯝࢪ࣮

のືసࢆᶍೌすࡿ㝿่⃭ࠊࡣᛂࡀ

一⮴すࡿ᮲௳࡛ᛂࡀ㏿かࠋࡓࡗᛂの

・の㐩ᡂ度・㩭明度ࢪ࣮࣓㐠ືࡉ㏿

ࢀࡽぢࡀᑐᛂ㛵ಀࡶロ࣮ル度ࢺンࢥ

㐠ື࡚࠸お⩦㐠ື学ࠊࡕࢃすなࠋࡓ

ࠊࢀࡉᫎἼ⬻ࡀ࠸のどⅬの㐪ࢪ࣮࣓

♧ࡀࡇࡿ㛵㐃すࡶマンス࣮࢛ࣇࣃ

၀ࠋࡓࢀࡉ 

 

19.ዪ子大学⏕の㐠ື࣓

 ࡚࠸ࡘ㉳⬟ຊࢪ࣮
㸫 

ᖹᡂ 28年 8

᭶ 

᪥本య育学➨ 67ᅇ

大Ⓨ⾲（大㜰య育大

学） 

大ண✏㞟. 

本研究࡛ࠊࡣ㐠ື部ᡤᒓすࡿ健ᗣなዪ

子大学⏕ ࢪ࣮࣓㐠ືࠊ㇟ᑐࢆ56ྡ

㉁ၥ⣬ JMIQ-Rࢪ࣮࣓ࠊ࡚࠸⏝ࢆ㉳

の㝿のయ㦂ࢪ࣮࣓（すなࡕࢃෆⓗどⅬ

እࡕࢃすな）ࢪ࣮࣓ほᐹ（ࢪ࣮࣓

ⓗどⅬࢪ࣮࣓）のࢆࣉࢱㄪᰝしࠋࡓ

⥲ྜᚓⅬࣂࡣス࣮࣎ࢺࢵࢣル部ࣇࢯ

なࢀࡽぢࡣᕪル部࡛ᡤᒓ部間࣮࣎ࢺ

かࣞࢬ࣮ࣔࠊࡽࡉࠊࡀࡓࡗᛶ᱁᳨ᰝ

（MPI）ࡿࡼಶ人のᛶ᱁特ᛶࡲࢀࡇࡸ

࡛の㐠ື⤒㦂➼かࠊࡽ㐠ືࢪ࣮࣓㉳

⬟ຊし࡚のࢪ࣮࣓のどⅬ࡚࠸ࡘ

特ᚩࢆศᯒしࠋࡓ 

 

20. ಖ育⪅㣴ᡂồࡽࡵ

࠸ࡘಖ育⪅の㈨㉁ࡿࢀ

࡚̿ᑵ職ඛのン࣮ࢣ

 ̿ࡾࡼㄪᰝࢺ

㸫 
ᖹᡂ 28年 8

᭶ 

ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 55ᅇ研究大Ⓨ

⾲（┒岡） 

大ண✏㞟 P57. 

本研究࡛ࠊࡣᖹᡂ 23年度かࡽᖹᡂ 26年

度の本学༞業⏕のᑵ職ඛᑐし࡚⾜ࡗ

ㄪᰝࢺ࣮ࢣンの࡚࠸ࡘົᐇែࡓ

のࠊࡕ࠺⮬由記㏙かࡽᅬ㛗ࡀࡽಖ育⪅㣴

ᡂᰯᮃࡓࡲࠊࡇࡴᑵ職しࡓ本学༞業

๓ࠋࡓศᯒしࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉホ౯ࡀ⏕

ᅇㄪᰝẚ㍑しࡓ⤖ᯝࠊಖ育⌧ሙ࡛ࡣ༶

ᡓຊし࡚ᙺ❧ࡘಖ育のᐇ㊶ຊࡣᙜ↛

なࠊࡽࡀಖ育⪅の㈨㉁ࡸ♫人し࡚の

ែ度ࡸぬᝅࠊ特ࠕ♫人ᇶ♏ຊࠖࡉ

ࡿࢀࡉ㔜せど࡛ୖࡃാ࡛࣒チ࣮ࠊࡿࢀ

ᵝࠎな⬟ຊࡀồࡀࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ♧

၀ࠋࡓࢀࡉ 

 

21.㐠ືࣉࢱࢪ࣮࣓

ᛶ᱁特ᛶかࡓࡳࡽዪ子大

学⏕の㐠ືࢪ࣮࣓㉳

⬟ຊ࡚࠸ࡘ 

㸫 
ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

᪥本スࢶ࣮࣏ᚰ⌮学

➨ 43ᅇ大Ⓨ⾲（

ᫍ学ᅬ大学）大ண✏

㞟 pp154-155. 

本研究࡛ࡣ㸪ࣂス࣮࣎ࢺࢵࢣル部ࣇࢯ

ᑐࢆ⏕ዪ子大学ࡿᡤᒓすル部࣮࣎ࢺ

ࡿࢀࡉࡿ㛵ಀすຊ⬟ࢪ࣮࣓ࠊ㇟

ᛶ᱁特ᛶの㛵ࡸࡾࢃಶ人特ᛶࢆศᯒ

す࡛ࡇࡿ㸪㐠ືࢪ࣮࣓㉳⬟ຊし

࡚のࢪ࣮࣓のどⅬ࡚࠸ࡘの特ᚩࢆ

明ࡽかしࡓ㸬ࢀࡒࢀࡑの部お࣏࡚࠸

ࣇࢯ㸪ࢁࡇࡓしࢆのẚ㍑ࡈンࣙࢩࢪ

なかࢀࡽࡳࡀᕪࡣ࡚࠸おル部࣮࣎ࢺ

ࣇ࡚࠸おル部࣮࣎ࢺࢵࢣスࣂ㸪ࡀࡓࡗ

のෆⓗᚓⅬ࣮ࢱンࢭ࡚ẚࢻ࣮࢛࣡

࣏ᡤᒓ部ࠊなࡿࢀࡽࡳࡀഴྥ࠸高ࡀ

おᙺ㐠ື特ᛶࡕࢃンすなࣙࢩࢪ

 㸬ࡓࢀࡉ၀♧ࡀ࠸ຊの㐪⬟ࢪ࣮࣓ࡿࡅ
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2 年 3᭶ 31 ᪥ 

 Ặྡ  原口 忠之   

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

Algebraic Topology, Diffeology   Diffeological space, Homotopy theory, smooth CW complex 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

1. E-Learningᩘࡓ࠸⏝ࢆ学のᇶ♏学ຊのᐃ╔⟶⌮

㐠Ⴀࢆᐇしࠋࡓ 

ᖹᡂ24年4᭶㹼ᖹᡂ

25年 3᭶ 

⎔太ᖹὒ大学の学⏕ᨭಀᡤᒓし࡚お

大学ࠊࡾ 1 年⏕ࠊᅜㄒᩘࠊ学ࠊⱥㄒのᇶ

♏学ຊのᐃ╔ಁࢆすࠊࡵࡓE-Learningࢆᑟ

ධしࠊᩘ学ࢆᢸᙜしࠊࡓࡲࠋࡓᑟධし

1ࠊᢸᙜしࡶ㐠Ⴀ⌮⟶ࠊࡵࡓࡓࡗ年度࡛あࡓ

年⏕の学⏕ᑐし࡚ࠊᅜㄒᩘࠊ学ࠊⱥㄒ

のࣀルマࢆ㐩ᡂࠊ᭱ࡏࡉ ᚋの☜ㄆヨ㦂࡛ࠊࡣ

ဨྜࡀ᱁Ⅼྲྀࢆᚓしࠋࡓ 

2. 大ᚿのኪのຮᙉ ᖹᡂ24年4᭶㹼ᖹᡂ

25年 3᭶ 

⎔太ᖹὒ大学の教ဨ᥇⏝ヨ㦂ྜ᱁ࢆ目ᶆ

し࡚ࡿ࠸学⏕ࡀ㞟ࡿࡲ大ᚿ⧊⤌࠺࠸

ᡤᒓしࠊẖ㐌 1 ᅇかࡽ 2 ᅇࠊ᥇⏝ヨ㦂ྥ

ࢆ学の授業ᩘࡓࡅ 17㹼21࡛ࡲᐇしࠊ

学⏕の᥇⏝ヨ㦂ྜ᱁㈉⊩しࠋࡓ 

3. ᩘ学㐨ሙ ᖹᡂ30年4᭶㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

教ဨ᥇⏝ヨ㦂ྜ᱁ࢆ目ᣦしᩘࠊ学᳨ᐃ‽ 1

⣭ྜ᱁ࢆ目ᣦしࠊ㐌 3 ᅇᐇし࡚ࠋࡿ࠸

ಟィ⿵ࡓࡏࢃྜル࣋学⏕のࣞࡶのࡑ

 ࠋࡿ࠸࡚࡚ࡓࢆ⏬

   

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

1. ⎔太ᖹὒ大学㏻ಙ教育ㄢ⛬中➼教育ᩘ学ᑓᨷタ

 సᡂࢺ࣮࣏༢ㄆᐃのࣞࠊ࡚࠸お⨨

ᖹᡂ 24年 6᭶ ᩘ学ᇶ♏ I㸪ᩘ学ᇶ♏ II㸪㞟ྜ・┦ I㸪㞟

ྜ・┦ II㸪ᗄఱ学 I㸪ᗄఱ学 II㸪ᗄఱ学

IIIのタ⨨ᑂᰝࠊྛ࡚ࡅࡴ 教⛉ᑐし࡚ࣞ

ࢆࢺ࣮࣏ 2 部సᡂしࠊ࡚の教⛉お࡚࠸

ᑂᰝࢆ㏻㐣しࠋࡓ 

2㸬⎔太ᖹὒ大学㏻ಙ教育ㄢ⛬中➼教育ᩘ学ᑓᨷ༢

ㄆᐃヨ㦂のసᡂ 

ᖹᡂ 25年 1᭶ ᩘ学ᇶ♏ I㸪ᩘ学ᇶ♏ II㸪㞟ྜ・┦ I㸪㞟

ྜ・┦ II㸪ᗄఱ学 I㸪ᗄఱ学 II㸪ᗄఱ学

III のヨ㦂ၥ㢟ྛࢆ教⛉ࡁࡘ」ᩘ部సᡂ

しࠋࡓ 

    

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

   ホ౯ࠖࡿࡅお᥇⏝ࠕ

1. ⎔太ᖹὒ大学次ୡ௦教育学部ຓ教の᥇⏝あࡓ

 の学㛗ホ౯࡚ࡗ

ᖹᡂ 24年 3᭶ 高➼学ᰯの⌧ሙ࡛の教育⤒㦂ࢆ⏕かし࡚ࠊ

⎔太ᖹὒ大学の࣓ࣜࢹル教育㸪おࡧࡼ

㏻ಙ教育ㄢ⛬の❧ࡆୖࡕのᮇᚅࡀあࡾ᥇

 ࠋࡓࢀࡉ⏝

2. 大ศᕤ業高➼ᑓ㛛学ᰯ一⯡⛉⌮⣔講師の᥇⏝

あ࡚ࡗࡓのᰯ㛗ホ౯ 

ᖹᡂ 26年 3᭶ ⚾❧大学・高➼学ᰯ࡛の教育⤒㦂ࢆ⏕かし

⏝᥇ࢀࡉᮇᚅࢆ学教育ᩘࡿࡅお高ᑓࠊ࡚

㐣ཤࠊࡣ㠃᥋のᶍᨃ授業ࡃࠋࡓࢀࡉ

᭱高のෆᐜホ౯ࠋࡓࢀࡉ 

3. ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部講師の᥇⏝あࡗࡓ

࡚の学㛗ホ౯ 

ᖹᡂ 30年 3᭶ ⚾❧大学・高ᑓ・高➼学ᰯ࡛のᵝࠎなᩘ学

教育の⤒㦂ࡀあࡓࡲࠊࡾ⎔太ᖹὒ大学ᡤᒓ

㏻ಙ教育ㄢ⛬のᩘ学ࢆ⟶⌮㐠Ⴀしࡓ⤒

㦂ࢆᮇᚅࢀࡉ᥇⏝ࠋࡓࢀࡉ 

   ࠖࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࠕ

1. ⎔太ᖹὒ大学教ົㄢࡿࡼ学⏕授業ホ౯ンࢣ

 ࢺ࣮

ᖹᡂ 25年 2᭶  ᖹᡂ24年度の授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣのᖹ均

ࡀ 4ẁ㝵中࡛ 3.29࡛あࠋࡓࡗ  
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2. 大ศᕤ業高➼ᑓ㛛学ᰯ教ົᐊࡿࡼ学⏕授

業ホ౯ンࢺ࣮ࢣ（㏻年⛉目） 

ᖹᡂ 27年 2᭶ 大ศ高ᑓお࡚࠸ᖹᡂ 26年度ࡣ授業ࢆ 4

ࡀ5ẁ㝵࡛ᖹ均ࠊスᢸᙜしࣛࢡ 4.23࡛あࡗ

⛉ሗᕤ学ࠊࡓࡲࠋࡓ 1 年のᇶ♏ᩘ学 I ࡛

ࡣ ⛉㟁Ẽ㟁子ᕤ学ࠊ4.44 2年の⥺ᙧ௦ᩘ࡛

ࡣ 4.21࡛あࢀࡒࢀࡑࠊࡾのࣛࢡスの࡚の

授業の中࡛ࠊ一␒࠸ࡼᡂ績࡛あࠋࡓࡗ 

ͤ㏻年⛉目のࡳᢸᙜ 

 
3. 大ศᕤ業高➼ᑓ㛛学ᰯ教ົᐊࡿࡼ学⏕授

業ホ౯ンࢺ࣮ࢣ（㏻年⛉目） 

ᖹᡂ 28年 2᭶  大ศ高ᑓお࡚࠸ᖹᡂ 27年度ࡣ授業ࢆ 4

ࡀ5ẁ㝵࡛ᖹ均ࠊスᢸᙜしࣛࢡ 4.29࡛あࡗ

ࠋƫࡓ ᕤ学⛉ 1年のᇶ♏ᩘ学 I࡛ࡣ ࠊ4.65

ሗᕤ学⛉ 2年のᚤศ✚ศ I࡛ࡣ 㒔ࠊ4.02

ᕷ⎔ቃᕤ学⛉ 3年のᚤศ✚ศ II࡛ࡣ ࠊ3.98

㟁Ẽ㟁子ᕤ学⛉ 3年のᚤศ᪉⛬ᘧࡣ 4.51࡛

あࠋࡓࡗ 

ͤ㏻年⛉目のࡳᢸᙜ 

 
4. 大ศᕤ業高➼ᑓ㛛学ᰯ教ົᐊࡿࡼ学⏕授

業ホ౯ンࢺ࣮ࢣ（㏻年⛉目） 

ᖹᡂ 29年 2᭶  大ศ高ᑓお࡚࠸ᖹᡂ 28年度ࡣ授業ࢆ 4

ࡀ5ẁ㝵࡛ᖹ均ࠊスᢸᙜしࣛࢡ 4.35࡛あࡗ

⛉ሗᕤ学ࠋࡓ 1年のᇶ♏ᩘ学 Iࡣ 4.4ƫࠊ

ᕤ学⛉ 2年のᚤศ✚ศ Iࡣ ሗᕤࠊ4.24

学⛉ 3年のᚤศ✚ศ IIࡣ 㟁Ẽ㟁子ᕤࠊ4.53

学⛉ 3年のᚤศ᪉⛬ᘧࡣ 4.23࡛あࠋࡓࡗ 

ͤ㏻年⛉目のࡳᢸᙜ 

 
   

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

1. බ㛤授業（岡山┴❧岡山ᮅ᪥高➼学ᰯ） ᖹᡂ 22年 10᭶ 岡山┴❧ᮅ᪥高➼学ᰯࠊ࡚┴ෆの中学

ᰯ・高➼学ᰯࢆᑐ㇟බ㛤授業ࢆᐇしࠋࡓ 

2㸬බ㛤授業（岡山┴❧岡山ᮅ᪥高➼学ᰯ） ᖹᡂ 23年 10᭶ 岡山┴❧ᮅ᪥高➼学ᰯࠊ࡚┴ෆの中学

ᰯ・高➼学ᰯࢆᑐ㇟බ㛤授業ࢆᐇしࠋࡓ 

3. 特ูබ㛤授業（⎔太ᖹὒ大学） ᖹᡂ 24年 11᭶ 岡山┴ෆの高➼学ᰯࠊࡵࡌࡣࢆ⎔太ᖹὒ大

学の教ဨࢆᑐ㇟しᩘࠕࡓの⌮ゎࠖの研究

授業ࢆⓎ⾲し᳨ࠊウࢆᐇしࠋࡓ 

4. ⛉研㈝⋓ᚓࡓࡅྥ講₇のୡヰ人 ᖹᡂ 25年 9᭶ ⎔太ᖹὒ大学おࠊ࡚࠸⛉研㈝⋓ᚓࡅྥ

ྥᙜ᪥ࠊ౫㢗し࡚ࡌ㏻ࢆ┬⛉ᩥࢆ講₇ࡓ

 ࠋࡓᢸᙜしࢆ講₇࡛のྖࠊഛ‽ࡓࡅ

 
5. 岡山大学オ࣮ࣉン࢟ャンࣃスయ㦂講⩏の特ู講

師 

ᖹᡂ 28年 8᭶ 岡山大学のオ࣮ࣉン࢟ャンࣃスの⌮学部ᩘ

学⛉お࡚࠸㸪特ู講師し࡚㸪ࠕオࣛ

࣮ᶆᩘのᗄఱ学ࠖࢺࢱ࠺࠸ル࡛య㦂授

業ࢆᐇしࠋࡓ 

6. ዉⰋ学ᅬ大学オ࣮ࣉン࢟ャンࣃス ࢽ࣑講⩏ ᖹᡂ 30年 6᭶ ࠕ௦ᩘ᪉⛬ᘧ㹼3次᪉⛬ᘧのゎのබᘧ ࠸ࠖ

 ࠋࡓᐇしࢆ⩏講ࢽ࣑ル࡛ࢺࢱ࠺

7. ዉⰋ学ᅬ大学オ࣮ࣉン࢟ャンࣃス ࢽ࣑講⩏ ᖹᡂ 30年 8᭶ ࠕオ࣮ࣛᶆᩘ㹼正ከ㠃యのಶᩘࠖ࠺࠸

 ࠋࡓᐇしࢆ⩏講ࢽ࣑ル࡛ࢺࢱ

8㸬ዉⰋ学ᅬ大学オ࣮ࣉン࢟ャンࣃス ࢽ࣑講⩏ 令和 1年 6᭶ ࣛࢦࢱࣆࠕスᩘのᛶ㉁ࠖࢺࢱ࠺࠸ル࡛

ぢ講⩏ࢆᐇしࠋࡓ 

㸳 ࡑの   

1. ヱᙜなし   

   

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

1. 高➼学ᰯ教ㅍ一✀චチ≧（ᩘ学）ྲྀᚓ ᖹᡂ 19年 3᭶ 23᪥ 岡山┴教育ጤဨ㸪ᖹ 18高一➨ 965ྕ 

2. 高➼学ᰯ教ㅍᑓಟචチ≧（ᩘ学）ྲྀᚓ ᖹᡂ 21年 3᭶ 23᪥

 

岡山┴教育ጤဨ㸪ᖹ 20高ᑓ➨ 67ྕ 

   

㸰 特チ➼   

1㸬ヱᙜなし   
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㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

1. ⎔太ᖹὒ大学大ᚿ ᖹᡂ24年4᭶㹼ᖹᡂ

26年 3᭶ 

 ⎔太ᖹὒ大学の教ဨࢆ目ᣦす学⏕ᑐし

な࡛ࡅࡔ教ဨ᥇⏝ヨ㦂⏝のᩘ学のᣦᑟࠊ࡚

ᑐ学⏕の┦ㄯࠊࡸ╩┘ኪのຮᙉのࠊࡃ

ᛂしࠋࡓ 

2. ⎔太ᖹὒ大学学⩦ᨭᐊ ᖹᡂ24年4᭶㹼ᖹᡂ

26年 3᭶ 

 ⎔太ᖹὒ大学࡛ప学年のᇶ♏学ຊの

ᐃ╔ࢆᅗ⧊⤌ࡿし࡚学⩦ᨭᐊࡀあࠊࡾ

E-Learningの⟶⌮㐠Ⴀ࡛ࡅࡔなࠊࡃ᪂ධ⏕

300人ᑐすࡿオࣜエンテ࣮ࣙࢩンの⏬ࠊ

ẁྲྀࡾ➼の㐠Ⴀ✚ᴟⓗࡲࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ

 ࠋࡓᐇしࡶSPIのᣦᑟࠊᑐし࡚⏕ᑵάࠊࡓ

3. ⎔太ᖹὒ大学次ୡ௦教育学部ࣛࢡスᢸ任 ᖹᡂ24年4᭶㹼ᖹᡂ

25年 3᭶ 

 学⏕ 30ྡのࣛࢡスᢸ任ࢆᢸᙜしࠋࡓ 

 

 

4. ⎔太ᖹὒ大学次ୡ௦教育学部ࣛࢡスᢸ任 ᖹᡂ25年4᭶㹼ᖹᡂ

26年 3᭶ 

 学⏕ 30ྡのࣛࢡスᢸ任ࢆᢸᙜしࠋࡓ 

 

 

5. ⎔ኴᖹὒᏛ FDጤဨ ᖹᡂ25年4᭶㹼ᖹᡂ

26年 3᭶ 

 ⎔ኴᖹὒᏛࡢ教ဨࡢᤵ業ຊྥୖࡸᏛ⏕

ᣦᑟ᪉ἲࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢ⏬࣭㐠Ⴀࢆ

 ࠋࡓࡗ⾜

 

 6. ⎔ኴᖹὒᏛ⣖せ⦅㞟ጤဨ ᖹᡂ25年4᭶㹼ᖹᡂ

26年 3᭶ 

 ⎔ኴᖹὒᏛ研究⣖せᥖ㍕ࡓ࠶ࡿࡍ

㐺ษ➼ࢺ࣮ࣀ研究ࠊㄽᩥࡀ研究ෆᐜࡾ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡵࡲࡾࠊ㞟⦆ࡋุ᩿ࢆ࠺

 
7. ศ㧗ᑓᅗ書㤋㐠Ⴀጤဨ ᖹᡂ26年4᭶㹼ᖹᡂ

28年 3᭶ 

 ᫂㔝㏻ಙࡢసᡂࠊᏛ⏕ࡢᅗ書㤋ࡢ⏝ࡢ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⌮⟶

 

8. ศ㧗ᑓᘪ㐨㒊 ᖹᡂ26年4᭶㹼ᖹᡂ

28年 3᭶ 

 2ᖺ㛫ᢸᙜࠊࡋ⟶⌮㐠Ⴀࠋࡓࡋࢆ 

 

9. ศ㧗ᑓᅖ◻ᑗᲦ㒊㢳ၥ ᖹᡂ26年4᭶㹼ᖹᡂ

30年 3᭶ 

 10ᖺ㊃ࡿ࠸࡚ࡋᑗᲦࡢ⤒㦂ࢆ⏕

ᖹᡂࠊࠋࡓࡋ4ᖺ㛫ᢸᙜࠊ࡚ࡋ 26ᖺᗘࡣ

ศ┴㧗ᰯ㑅ᡭᶒ࡛ᅋయᡓ࣭ಶேᡓ࡛‽

ඃࡿࡍᐇ績ࠊࡆ࠶ࢆಶேᡓࡣᅜ㧗ᰯᑗ

Ღ㑅ᡭᶒฟሙࠊࡓࡲࠋࡓࡋᖹᡂ 27ᖺ

ᗘࡣᅜ㧗ᑓ࡛ࢺࢫ࣋  ࠋࡓࡋධ㈹4

 

10. ศ㧗ᑓዡᏛ㈨㔠➼ጤဨ ᖹᡂ27年4᭶㹼ᖹᡂ

28年 3᭶ 

 Ꮫ⏕ࡢዡᏛ㔠ࡢ⏦ㄳࢆᑂ㆟ࠋࡿࡍ 

 

 
11. ศ㧗ᑓᏛ⏕㒊ጤဨ ᖹᡂ27年4᭶㹼ᖹᡂ

28年 3᭶ 

 Ꮫ⏕ࡢฎศ㛵ࢆࡇࡿࡍ༠㆟࣭Ỵ㆟ࡍ

 ࠋࡿ

 

12. ศ㧗ᑓࢫࣃࣥࣕ࢟ࣥࣉ࣮࢜ጤဨ㛗 ᖹᡂ27年4᭶㹼ᖹᡂ

28年 3᭶ 

 ศ㧗ᑓࢫࣃࣥࣕ࢟ࣥࣉ࣮࢜ࡢጤဨ㛗

➼⾜㐍ྖࡢᙜ᪥ࡸ⢭ᰝࡢࡾẁྲྀࠊ࡚ࡋ

 ࠋࡓࡵົࢆ

13. ศ㧗ᑓᗈሗጤဨ ᖹᡂ27年4᭶㹼ᖹᡂ

29年 3᭶ 

 ศ㧗ᑓࡢ㹆㹎ࡢᥖ♧ෆᐜࠊᗈሗάື

 ࠋࡿࡍ⏬ィ࡚࠸ࡘ

 

14. ศ㧗ᑓᏛ⏕⿵ ᖹᡂ27年4᭶㹼ᖹᡂ

29年 3᭶ 

 ᖹᡂ 27ᖺᗘࠊࡣᏛ⏕ࡢ㌴୧㏻Ꮫ㛵ࡿࡍ

ᣦᑟࡀ࡞業ົ࡛ࠊࡾ࠶ᮏᖺᗘ≉ࡣᏛ⏕

ศ⮬ື㌴ࠊࡋᢸᙜࢆ⌮⟶ࡿࡍ㛵㌴୧ࡢ

Ꮫᰯࡿࡅ࠾Ᏻㅮ⩦ࡢẁྲྀࠊࡾศ୰

ኸ㆙ᐹ⨫㐃ᦠࡾࢆᏳㅮ⩦ࡢㅮ₇ࢆ

⏬ࠋࡓࡋ 

 ᖹᡂ 28ᖺᗘࠊࡣ᪂ධ⏕ࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜

Ꮫ⏕ࠊࡋ㐠Ⴀࢆࢺࣥ࣋ࡢ➼⚍㧗ᑓࠊࣥ

㐠ࡢᏛ⏕ࠊ➼ࡿࡍᢸᙜࢆసᡂࡢண⟬ࡢ

Ⴀ⟶⌮ࢆ࡞ࠋࡓࡋ 

人間－315



15. ศ㧗ᑓ教ົ㒊ጤဨ ᖹᡂ28年4᭶㹼ᖹᡂ

30年 3᭶ 

 教ဨࡢᤵ業ࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ᵓᡂࠊᖺ㛫⾜

ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ⌮⟶ࢆ୰Ꮫᰯゼၥࢆ

ศ㧗ࢆࢫࣂࣛࢩWebࠊࡓࡲࠋࡿࡍᐇࠊ⏬

ᑓᑟධࡿࡍ㝿ࠊᏛ⛉ࢆ௦⾲ࡲࡾྲྀ࡚ࡋ

 ࠋࡓࡋᢸᙜࢆ業ົࡿࡵ

16. ศ㧗ᑓࢫࢽࢸࢺࣇࢯ㒊㢳ၥ ᖹᡂ28年4᭶㹼ᖹᡂ

30年 3᭶ 

ࡇࡓࡗ࠶10ᖺࡀ㦂⤒ࡢࢫࢽࢸࢺࣇࢯ 

ᕞ࣭ࡃࠋࡓࡵດᙉࠊ࡚ࡋ⏕ࢆ

Ἀ⦖ᆅ༊㧗ᑓ࡛36ࡣᖺࡾࡪಶேᡓඃ

ࠊᅜ㧗ᑓ࡛ࡣ㛤Ꮫ௨᮶࡚ࡵึࠊ

ᐇ績ࡢ㸲ࢺࢫ࣋ࡶᅋయᡓ࣭ಶேᡓࡿ࡞

᪂ேᡓ࡛ࡶ㧗ᰯ⥲య࡛ࠊࡓࡲࠋࡓࡆ࠶ࢆ

ศ┴ࢺࢫ࣋㸶ධ࡞ࡿᕞࡢฟሙᶒ

 ࠋࡓᚓࢆ

17. ศ㧗ᑓᶵᲔᕤᏛ⛉ 1ᖺࢫࣛࢡᢸ௵ ᖹᡂ29年4᭶㹼ᖹᡂ

30年 3᭶ 

ࢆ௵ᢸࡢࢫࣛࢡࡢ43ྡ  1ᖺ㛫ົࠋࡓࡵᏛ

ຊࡀపࡵࡓ࠸ 11᭶ࠊࡣࡽ㛫ࡢ㒔ྜࡘࡀ

࡞ࡿࡍᐇࢆಟ⿵ࡢᏛᩘᨺㄢᚋࡾ㝈ࡃ

  ࠋࡓࡋ⫣㈉ୖྥࡢᇶ♏Ꮫຊࠊ࡚ࡋ

 
18. ே㛫教育Ꮫ㒊ே㛫教育Ꮫ⛉ᩘᏛᑓಟࢫ࣮ࢥ 1 ᖺ

ղࢫࣛࢡࡢᢸ௵㸦17ྡ㸧 

ᖹᡂ30年4᭶㹼ᖹᡂ

31年 3᭶ 

 Ꮫ⏕ࡢฟᖍ≧ἣࡢ☜ㄆ࣭㠃ㄯ➼ࢆ㐺ᐅ⾜

ࠊࡵࡓࡿᅗࢆୖྥࡢᏛຊࡢᏛᩘࠊࡓࡲࠋ࠺

⿵ಟ➼ࢆᐇࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

 

19. ே㛫教育Ꮫ㒊ே㛫教育Ꮫ⛉業බົဨձࣛࢡࡢ

 ᢸ௵㸦24ྡ㸧ࢫ

ᖹᡂ30年4᭶㹼ᖹᡂ

31年 3᭶ 

 Ꮫ⏕ࡢฟᖍ≧ἣࡢ☜ㄆ࣭㠃ㄯ➼ࢆ㐺ᐅ⾜

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐇࢆ㐠Ⴀࢫࣛࢡࠊࡽࡀ࡞࠸

 

20㸬ே㛫教育Ꮫ㒊ே㛫教育Ꮫ⛉ᗈሗጤဨ ᖹᡂ30年4᭶㹼ᖹᡂ

31年 3᭶ 

 ዉⰋᏛᅬᏛ࠸࠾ࢫࣃࣥࣕ࢟ࣥࣉ࣮࢜

㐠Ⴀࡵࡌࡣࢆ➼ᣦᑟࣥࢮࣞࣉࡢ⏕Ꮫࠊ࡚

ᦠࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ 

21. ዉⰋᏛᅬᏛே㛫教育Ꮫ研究㐠Ⴀጤဨ ᖹᡂ30年4᭶㹼ᖹᡂ

31年 3᭶ 

࠺ࢁࢃ教ࠊ࠺ࡇ⪺ࡽ⏕༞業ࠕ  ⏕Ꮫࠕࠊࠖ

࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ  㐠Ⴀࡢࠖ⾲༞業研究Ⓨࠕࠊࠖ

ሗ࣭研究ㄅࡢᑂᰝ➼ࠊࡋࢆⓎ⾜ࡢ‽ഛ

 ࠋࡿࡍࢆ

22㸬ே㛫教育Ꮫ㒊ே㛫教育Ꮫ⛉ᩘᏛᑓಟࢫ࣮ࢥ 1 ᖺ

 ᢸ௵㸦20ྡ㸧ࢫࣛࢡࡢ

令和 1年 4᭶㹼令和

2年 3᭶ 

Ꮫ⏕ࡢฟᖍ≧ἣࡢ☜ㄆ࣭㠃ㄯ➼ࢆ㐺ᐅ⾜

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐇࢆ㐠Ⴀࢫࣛࢡࠊࡽࡀ࡞࠸

 

23㸬ே㛫教育Ꮫ㒊ே㛫教育Ꮫ⛉ᩘᏛᑓಟࢫ࣮ࢥ 2 ᖺ

 ᢸ௵㸦15ே㸧ࢫࣛࢡࡢ

令和 1年 4᭶㹼令和

2年 3᭶ 

 Ꮫ⏕ࡢฟᖍ≧ἣࡢ☜ㄆ࣭㠃ㄯ➼ࢆ㐺ᐅ⾜

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐇࢆ㐠Ⴀࢫࣛࢡࠊࡽࡀ࡞࠸

 

24. ዉⰋᏛᅬᏛே㛫教育Ꮫ研究㐠Ⴀጤဨ 令和 1年 4᭶㹼令和

2年 3᭶ 

 ሗ࣭研究ㄅࡢᑂᰝ➼ࠊࡋࢆⓎ⾜ࡢ‽

ഛࠋࡿࡍࢆ 

 

25. ே㛫教育Ꮫ㒊ே㛫教育Ꮫ⛉ᗈሗጤဨ 令和 1年 4᭶㹼令和

2年 3᭶ 

 ዉⰋᏛᅬᏛ࠸࠾ࢫࣃࣥࣕ࢟ࣥࣉ࣮࢜

㐠Ⴀࡵࡌࡣࢆ➼ᣦᑟࣥࢮࣞࣉࡢ⏕Ꮫࠊ࡚

ᦠࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ 

25㸬ே㛫教育Ꮫ㒊ே㛫教育Ꮫ⛉ᩘᏛᑓಟࢫ࣮ࢥ 2 ᖺ

ᢸ௵㸦19ྡ㸧ࢫࣛࢡࡢ 2ᖺࡵࡲࡾࡢ 

令和 2年 4᭶㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

ࡢᤵ業ࢺᙳ㡪࡛࣮ࣜࣔࡢࢫࣝ࢘ࢼࣟࢥ 

୰࡛ࢫࣛࢡࠊ㐠ႠᏛᖺࡢ㐠Ⴀࢆᐇ࡚ࡋ

 ࠋࡿ࠸

26. ே㛫教育Ꮫ㒊ே㛫教育Ꮫ⛉ᗈሗጤဨ 令和 2年 4᭶㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

 ዉⰋᏛᅬᏛ࠸࠾ࢫࣃࣥࣕ࢟ࣥࣉ࣮࢜

㐠Ⴀࡵࡌࡣࢆ➼ᣦᑟࣥࢮࣞࣉࡢ⏕Ꮫࠊ࡚

ᦠࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃᏛࢺࢵࣞࣇࣥࣃస

ᡂ➼ࠊே㛫教育Ꮫ㒊ࡢᗈሗጤဨࡢ㐠Ⴀ

㈉⊩ࠋࡿ࠸࡚ࡋ 

27㸬ேᶒ教育研究᥎㐍ጤဨ 令和 2年 4᭶㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

ேᶒ㛵ࡿࡍጤဨ୍ࡢဨ࡛ࠋࡿ࠶ 

   㸲 ࡑの   

1㸬ヱᙜなし   

   

人間－316



研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

 
（ⴭ書）     

1 ヱᙜなし     

     

（学⾡ㄽᩥ）     

1 ┦✵㛫ᚤศ✵㛫ࡢ

㸦ᰝ࡚࠸ࡘ⩌࣮ࣆࢺࣔ࣍

ㄞ↓㸧 

༢ⴭ ᖹᡂ 24 ᖺ 10

᭶ 

⎔ኴᖹὒᏛ研究⣖

せ➨ 6ྕ, pp.77-80 

 ┦✵㛫 Xᑐࢻࢵࣜࢡ࣮ࣘࠊ࡚ࡋ✵

㛫ࡢ㛤㞟ྜࡽ Xࡢ㐃⥆ീࢵࣟࣉࢆ

ᚤศ✵㛫↛⮬࡛ࡇࡿࡍࢺ DX ㄏࢆ

ᑟࠋࡿࡍᅪ Top ᅪ Diff 㛵ࡁࡿࡍ

ᡭ D㸸TopЍDiff ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ⩏ᐃࢆ

㛵ᡭࡁࡢࡇࠋࡿ D㸸TopЍDiff ࣔ࣍ࡣ

ࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋド᫂ࢆࡇࡘಖࢆ࣮ࣆࢺ

┦✵㛫ࠊࡾ Xࡽㄏᑟࡿࢀࡉ nḟඖ࣍

ࡿࢀࡉㄏᑟࡽᚤศ✵㛫⩌࣮ࣆࢺࣔ n

ḟඖྠࡣ⩌࣮ࣆࢺࣔ࣍ᆺ࡛ࢆࡇࡿ࠶

ド᫂ࡢࡇࠋࡓࡋ⤖ᯝ࣮ࣆࢺࣔ࣍ࡣㄽࢆᒎ

㛤࡛ୖࡿࡍ㔜せ࡞⤖ᯝࠋࡿ࡞㸦4㡯㸧 

 
2 A hommotopy theory of 

diffeological and 

numerical generated 

spaces㸦Ꮫㄽᩥ㸪ᰝㄞ࡞

 㸧ࡋ

༢ⴭ ᖹᡂ 25 ᖺ 3

᭶ 

ᒸᒣᏛᏛ⾡ᡂᯝࣜ

 ࣜࢺࢪ࣏

 ┦✵㛫ࡢᅪࢆTop࡛⾲ࠊࡁࡍᅪTop

▱ࡀࡇࡘࡶࢆᵓ㐀ࣝࢹ᭷㝈⏕ᡂࣔࡣ

ࢆᅪࡢᚤศ✵㛫ࡣᮏㄽᩥ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ

Diff ᅪࠊࡁࡍ⾲࡛ Diff ᭷㝈⏕ᡂࣔࡣ

ࡽࡉࠋࡿࡍド᫂ࢆࡇࡘᣢࢆᵓ㐀ࣝࢹ

ᩘ್ⓗ⏕ᡂ✵㛫ࡿ࡞ࡽᅪ Topࡢ‶㒊

ศᅪࢆ NG࡛⾲ࠊࡁࡍᅪ NGࡣ᭷㝈⏕ᡂ

ᅪࠊࡋド᫂ࢆࡇࡘࡶࢆᵓ㐀ࣝࢹࣔ Top

ᅪ NG ࡣ Quillen ドࢆࡇࡿ࠶್࡛ྠ

᫂ࠊࡋᅪ Diff ᅪࡽ Topࠊᅪ NG ࡢ

Quillen 㝶క㛵ᡭࡀᏑᅾࢆࡇࡿࡍド

᫂ࡢࡽࢀࡇࠊࡋ⤖ᯝࠋࡓࡵࡲࢆ㸦54㡯㸧 

 
3 A model structure on 

the category of 

diffeological spaces㸦ᰝ

ㄞ↓㸧 

ඹⴭ ᖹᡂ 25 ᖺ 11

᭶ 

arXiv:1311.5668  ┦✵㛫ࡢᅪ Topࡣ᭷㝈⏕ᡂࣔࣝࢹ

ᵓ㐀ࢆᣢࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡀࡇࡘᑟ

ධ᪉ἲࠊࡶࢆᚤศ✵㛫ࡢᅪ Diff 

᭷㝈⏕ᡂࣔࣝࢹᵓ㐀ࢆᑟධࡇࡿࡍ

ᡂຌࠋࡓࡋ㛵ᡭ T㸸DiffЍTop  D㸸Top

ЍDiffࡀᏑᅾࠊࡋTࡣ Dࡢᕥ㝶క㛵ᡭ࡛

ᅪࠊ࡚࠸⏝ࢆ㛵ᡭࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠶ Diff

ᅪ Top ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍẚ㍑ࢆᛶ㉁ࡢ

ࡣDiffЍTop:(T,D)ࠊࡃࠋࡿ Quillen

ࡢࡇࠋࡓࡁド࡛᫂ࡀࡇࡿࡍㄏᑟࢆ್ྠ

⤖ᯝࡾࡼᅪ Diff ᅪ Top ࡛ᒎ㛤ࢀࡉ

ศࡀࡇࡿࡍ⮴୍ࡣㄽ࣮ࣆࢺࣔ࣍ࡿ

 㸦30㡯㸧ࠋࡓࡗ

㸦ᢸᙜ㒊ศ㸧 

➨ 2 ➨Diffeological spacesࠖ㹼ࠕ❶ 5

 Model category of diffeologicalࠕ❶

spacesࠖP.2㹼P.20 

ࠝඹⴭ⪅ࠞ 

ᓥᕝஂ 

 

人間－317



 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

 
4 Long Exact Sequences 

for De Rham Cohomology of 

Diffeological Spaces㸦ᰝ

ㄞ㸧 

༢ⴭ ᖹᡂ 26 ᖺ 9

᭶ 

Kyushu Journal of 

Mathematics. Vol. 

68(2014) No. 2, 

pp.333-345. 

 ᚤศ✵㛫ࡀࢺ࣮࣏ࢧࢺࢡࣃࣥࢥഛ

ᚤศᙧᘧࡢࡇࠊࡋ⩏ᐃࢆᚤศᙧᘧࡓࡗࢃ

ࡗࢃഛࡀࢺ࣮࣏ࢧࢺࢡࣃࣥࢥ࡚࠸⏝ࢆ

ࠋࡓࡋ⩏ᐃࢆ࣮ࢪࣟࣔ࣍ࢥ࣭࣒࣭ࣛࢻࡓ

⣔ࡢ࣮ࢪࣟࣔ࣍ࢥ࣭࣒࣭ࣛࢻࠊࡓࡲ

௳᮲ࡢ࡚࠸ࡘᚤศ✵㛫ࡿࡍᏑᅾࡀิ

ศࡢ㸯ࠊ࡚ࡋ࡞ලయⓗࠊࡋゝཬࢆ

ࡿࡍᏑᅾࡀ diffeological subcartesian 

space ࡢ᪤Ꮡࠊࡾࡼࢀࡇࠋࡓࡋ⩏ᐃࢆ

⧄ᣑᙇࡢㄽ⌮࣮ࢪࣟࣔ࣍ࢥ࣭࣒࣭ࣛࢻ

ࣔ࣍ࢥㄽ࣮ࣆࢺࣔ࣍ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡀ

ࠋࡓᚓࢆᯝ⤖ࡿࡀ⧄ྜ⼥ࡢㄽ⌮࣮ࢪࣟ

㸦13㡯㸧 

 
5 On model structure for 

coreflective 

subcategories of a model 

category㸦ᰝㄞ㸧 

༢ⴭ ᖹᡂ 27 ᖺ 1

᭶ 

Mathematical Journal 

of Okayama 

University, 57 

(2015), pp.79-84. 

᭷㝈⏕ᡂࣔࣝࢹᅪࡢ㒊ศᅪ᭷㝈⏕ᡂ

᮲ࠊࡋᵓᡂࢆᡭἲࡿࡍᑟධࢆᵓ㐀ࣝࢹࣔ

ࣔࡢᅪࡢࡶࡾࡼࡇࡿࡍไ⣙ࢆ௳

ᵓ㐀ࣝࢹ Quillenྠ್ࢆࡇࡿ࡞ド

᫂ࡢࡇࠋࡓࡋᐃ⌮ࡢලయⓗ࡞ࠊ࡚ࡋ

ᩘ್ⓗ⏕ᡂ✵㛫ࡿ࡞ࡽ┦✵㛫ࡢᅪ

Topࡢ‶㒊ศᅪ NGࢺࢡࣃࣥࢥࠊ⏕ᡂ✵

㛫ࡿ࡞ࡽᅪ Top ‶㒊ศᅪࡢ CG ᑐ

ᅪ࡚ࡋ Top ᅪࢆᵓ㐀ࣝࢹ᭷㝈⏕ᡂࣔࡢ

NGࠊᅪ CG ࠊࡽࡉࠊࡋᑟධࢀࡒࢀࡑ

ᅪ Topࠊᅪ NGࠊᅪ CG ࡣᅪᵓ㐀ࣝࢹࣔࡢ

Quillen 㸦6ࠋࡓࡋド᫂ࢆࡇࡿ࠶್࡛ྠ

㡯㸧 

 
ࡓ࠸⏝ࢆᶆᩘ࣮ࣛ࢜ 6

ึ➼ᗄఱࢳ࣮ࣟࣉࡢ

 㸦ᰝㄞ↓㸧࡚࠸ࡘ

༢ⴭ ᖹᡂ 30 ᖺ 7

᭶ 

ே㛫教育➨ 1 ᕳ➨ 5

ྕ, pp.157-161 

 ึ➼ᗄఱࡢ௦⾲ⓗ࡞ၥ㢟ࡽ▱࡚ࡋ

ࡀṇከ㠃య``ࡿࢀ 5 ࠺࠸"࠸࡞ࡋࡘ

ᛶ㉁ࠊࢆᏛ࡛Ꮫࡪᢳ㇟ⓗ࡞ᴫᛕࡢ ࡘ1

⌮ࡀ⏕୰Ꮫࠊ࡚ࡋ⏝ࢆᶆᩘ࣮ࣛ࢜ࡢ

ゎ࡛࠺ࡼࡿࡁᣦᑟ᪉ἲࡇࠋࡓࡵࡲࢆ

ࡶ࡛⏕୰Ꮫࠊࡾࡼࡇࡿ࠸⏝ࢆᡭἲࡢ

Ꮫ࡛Ꮫ࡞࠺ࡼࡪᢳ㇟ⓗᩘ࡞Ꮫⓗᴫᛕ

㛵ᚰ⯆ࡢᏛᩘࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿࢀゐ

 㸦5㡯㸧ࠋࡿࡁᮇᚅ࡛ࡀࡇࡿࡵ῝ࢆ

 
7  Homology and 

cohomology via enriched 

bifunctors㸦ᰝㄞ㸧 

ඹⴭ ᖹᡂ 30 ᖺ 8

᭶ 

Kyushu Journal of 

Mathematics. Vol. 

72(2018) No. 2, 

pp.239-252 

 ᅪ Diff ᅪࡢ Top 㛵ᡭࡿ࠶㛫ࡢ T㸸

DiffЍTop D㸸TopЍDiff࡚࠸࠾ Tࡣ

D TDXࠋࡿ࠶ᕥ㝶క㛵ᡭ࡛ࡢ  X ┦ྠࡀ

✵ⓗ⏕ᡂ್ᩘࢆ┦✵㛫࡞࠺ࡼࡿ࡞

㛫್ᩘࠋࡪࡼⓗ⏕ᡂ✵㛫ࡿ࡞ࡽᅪ

Top ࢆ‶㒊ศᅪࡢ NG ᅪࠊࡁࡿࡍ

NGࡣᴟ㝈ࠊవᴟ㝈㛵࡚ࡋ㛢ࠊࡾ࠾࡚ࡌ

ࡉࠋࡓࡋド᫂ࢆࡇࡿ࠶㛢ᅪ࡛ࢺࣝ࢝ࢹ

࡛ࢻࣀ࡚ࣔࡋ㛵✚ࣗࢩࢵ࣐ࢫࠊࡽ

ᅪࡣཎཱྀࡃࠋࡓࡋ♧ࢆࡇࡿ࠶ NG

ࡿࡍド᫂ࢆࡇࡿ࡞㛢ᅪࢺࣝ࢝ࢹࡀ

 㸦14㡯㸧ࠋࡓࡋᢸᙜࢆࡇ

㸦ᢸᙜ㒊ศ㸧 

➨ Nmerically generated spacesࠖࠕ❶2

㹼➨ 3 Exponentials in NGࠖP.2㹼ࠕ❶

P.6 

ࠝඹⴭ⪅ࠞ 

ᓥᕝஂྜྷࠊ⏣⪔ᖹ 

 

人間－318



 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

 
8 ᚤศ✵㛫 I㸦ᰝㄞ↓㸧 ༢ⴭ ᖹᡂ 30 ᖺ 10

᭶ 

ே㛫教育➨ 1 ᕳ➨ 8

ྕ㸪pp.261-266 

 Zemmour ⪄ཧࢆ"ⴭ書``Diffeologyࡢ

diffeological space㸦ᚤศ✵㛫㸧ࠊ࡚ࡋ

ࡢᚤศ✵㛫ࠋࡿ࠶ㄽᩥ࡛ࡓࡳヨࢆゎㄝࡢ

බ⌮ࢆᑟධࠊࡋࢻࢵࣜࢡ࣮࡚ࣘࡋ✵

㛫ࡢලయⓗ࡞ᚤศᵓ㐀ࢆ⤂ࡲࠋࡓࡋ

ീ㸧࡞ࡽᑕ㸦ࡢ㛫ࡢᚤศ✵㛫ࠊࡓ

ᚤศᵓࠊ࡚ࡋ⏝ࢆᛶ㉁ࡢࡇࠋࡓࡵᐃࢆ

㐀ࢆീ࡚ࡗࡼᘬࡁᡠࠊ࡛ࡇࡍ㞟ྜ

ࡿࡍᑟධࢆᚤศᵓ㐀 inductiveᛶࢆ⤂

ࡢࡇࠋࡓࡋᛶ㉁ࢆ⏝࡛ࡇࡿࡍ㸪ᚤ

ศ✵㛫ࡢ㒊ศ㞟ྜ↛⮬ᚤศᵓ㐀ࢆ

ᑟධࡶࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ⤂࡚ࡋ

 㸦6㡯㸧ࠋࡿ࠸

9 ᚤศ✵㛫 II㸦ᰝㄞ↓㸧 ༢ⴭ ᖹᡂ 30 ᖺ 10

᭶ 

ே㛫教育➨ 1 ᕳ➨ 8

ྕ㸪pp.267-272 

 Zemmour ⪄ཧࢆ"ⴭ書``Diffeologyࡢ

✵diffeological space㸦ᚤศࠊ࡚ࡋ

㛫㸧ࡢᇶᮏⓗ࡞ᛶ㉁ࠊ࡚࠸ࡘᚤศ✵㛫

I ࠶ㄽᩥ࡛ࡓࡳヨࢆゎㄝ࡚ࡋ⥆⥅ࡢ

ࠊࢆᚤศᵓ㐀ࡢᚤศ✵㛫ࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡿ

ീࢆ⏝࡚ࡋ㸪ᢲࡋฟࡗࡼࡇࡍ

⤂ࢆࡇࡿ࠼ࢆᚤศᵓ㐀㞟ྜࠊ࡚

ࡢᚤศ✵㛫ࠊ࡚ࡋ⏝ࢆᛶ㉁ࡢࡇࠋࡓࡋ

┤✵㛫࣭┤✚✵㛫࣭ၟ✵㛫ࢆᐃ⩏ࠋࡿࡍ

ᴟࡣᅪࡢᚤศ✵㛫ࠊࡽࡇࡢࡽࢀࡇ

㝈࣭వᴟ㝈㛵࡚ࡋ㛢ࢆࡇࡿ࠸࡚ࡌ⤂

ࠋࡓࡋ㸦6㡯㸧 

10 Homotopy structures 

of smooth CW complexes㸦ᰝ

ㄞ↓㸧 

༢ⴭ ᖹᡂ 30 ᖺ 11

᭶ 

arXiv:1811.06175  ᚤศ✵㛫ࡢᅪ Diff ࡽࠊ࡚࠸࠾ୖ

࡞ CW 」యࢆᵓᡂࡢࡑࠊࡋᛶ㉁ࢆㄪ

࡛ࣔ࣍ࡇࡿࡍᑟධࢆᴫᛕࡢTameᛶࠋࡓ

࡞ࡽࢆᣑᙇᛶ㉁࣮ࣆࢺ CW 」యୖ࡛

⏝ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ᮲௳ࡼࡾࢆ

ࣆࢺࣔ࣍ࠊ⌮య㏆ఝᐃ⬊ࠊ࡛ࡇࡿࡍ࠺

ࡿࡍ㛵್ྠ࣮ Whiteheadࡢᐃ⌮ࢆド᫂

2ࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ ࡽࡢࡘ

࡞ CW」యࡣ✚┤ࡢ CW」య࡛ࠊࡾ࠶┦

✵㛫ࡢᅪ Top ࡢୖ CW 」యࡸ࠸ᢅࡶࡾࡼ

 㸦19㡯㸧ࠋࡓࡋⓎぢࢆࡇࡿ࠶ࡶ㠃࠸ࡍ

 

11 On homotopy types of 

diffeological cell 

complexes 

ඹⴭ ௧ 1 ᖺ 12

᭶ 

arXiv:1912.05359 

 

 ᚤศ✵㛫ࡢᅪ Diffୖ࡞ࡽࡢ CW」

యࡢᛶ㉁ࢆㄪࡓㄽᩥ࡛ࡽࢀࡇࠊ≉ࠊ

ពࡢᚤศ✵㛫ࠊࡣ㐃⥆ീࡢ㛫ࡢయ「ࡢ

࡛࡞ࡽീ࡞ࢡࢵࣆࢺࣔ࣍

ࡢࡽࢀࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋド᫂ࢆࡇࡿ

」యࡣ㸯ࡢศࡶࡇࡘࡶࢆ⤂࡚ࡋ

「ࡢ㛫ࡢീ࡞ࡽ㐃⥆ീࠋࡿ࠸

㞧࠺࠸࣮ࣆࢺࣔ࣍ࢆࡉᴫᛕ࡛㏆ఝ࡛

 ࠋࡓࡋᡂຌࡇࡿࡁ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

 
     （のࡑ）

         ሗ࿌書ࠖࠕ

1  ᚤศ✵間┦✵間 ༢ⴭ ᖹᡂ 24 年 3

᭶ 

᪥本ᩘ学 2012 年度

年⥲ྜศ⛉⥲ྜ

ศ⛉࣏ࢺロ࣮ࢪศ

⛉ࣈスࢺࢡࣛࢺ 

 ྍᚤศከᵝయࢆ一⯡しࡓᴫᛕし

࡚知ࡿࢀࡽ diffeological space ᑟධࡀ

ࡵጞࢀࡉὀ目ࡀの✵間ࡇࠊ㏆年ࠋࡓࢀࡉ

のࡇࠋࡓ diffeological space のᇶ本ⓗ

なᛶ㉁ࢆ⤂介し࡚ࡃࠋࡿ࠸ᚤศᵓ㐀

ࡸ和┤ࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶࡿീ࡛あࡘࡶࢆ

ၟ✵間のᴫᛕࢆᑟධすࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿᴟ

㝈・వᴟ㝈㛵し࡚㛢ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡌ

ീ✵間のᴫᛕࡶᑟධ࡛ࢹࡀࢀࡇࠊࡁカル

2）ࠋࡿ࠸介し࡚⤂ࡶࡇࡿ㛢ᅪ࡛あࢺ

㡯） 

2  Model structure of 

numerically generated 

spaces 

༢ⴭ ᖹᡂ 24 年 9

᭶ 

᪥本ᩘ学 2012 年度

⛅季⥲ྜศ⛉⥲ྜ

ศ⛉࣏ࢺロ࣮ࢪศ

⛉ࣈスࢺࢡࣛࢺ 

 ┦✵間の特Ṧな✵間し࡚ᩘ್ⓗ

⏕ᡂ✵間のᛶ㉁ࢆ⤂介す್ᩘࠋࡿⓗ⏕ᡂ

✵間ࠊࡣ任ពの࣮ࣘࢻࢵࣜࢡ✵間の㛤㞟

ྜかࡽ㞟ྜ Xのീࡀ㐃⥆なീな

࠸࡚ࢀࡉᑟධࡀ┦࠸ᙅࡶな᭱࠺ࡼࡿ

ᴟ㝈・వࡣのᩘ್ⓗ⏕ᡂ✵間のᅪࡇࠋࡿ

ᴟ㝈㛢࡚ࡌおࢹࠊࡾカルࢺ㛢ᅪ࡛あ

ࠊࡁᑟධ࡛ࢆルᵓ㐀ࢹࣔࠊࡽࡉࠋࡿ

┦✵間のᅪ Top のࣔࢹルᵓ㐀 Quillen

ྠ್࡛あࢆࡇࡿ⤂介し࡚ࠋࡿ࠸（2㡯） 

 
3  Long exact sequences 

for de Rham cohomology of 

diffeological spaces 

༢ⴭ ᖹᡂ 25 年 3

᭶ 

᪥本ᩘ学 2013 年度

年⥲ྜศ⛉࣏ࢺ

ロ࣮ࢪศ⛉ࣈス

 ࢺࢡࣛࢺ

 任ពのᚤศ✵間ࡣ de Rhamࣔ࣍ࢥロ

࠸࡚ࢀࡽ知ࡀࡇࡿࡁ࡛⩏ᐃࢆ⩌࣮ࢪ

ࡵࡓࡿィ⟬すࢆ⩌࣮ࢪロࣔ࣍ࢥのࡇࠋࡿ

の᭷⏝な㐨ලし࡚⣔ิࢆ⏝࡛

 （2㡯）ࠋࡿ࠸介し࡚⤂ࢆ௳᮲ࡿࡁ

 

4 ᚤศ✵間のᛶ㉁ࡑの

ᛂ⏝࡚࠸ࡘ 

༢ⴭ ᖹᡂ 26 年 3

᭶ 

➨ 10 ᅇᩘ学⥲ྜⱝᡭ

研究㞟㹼ከศ野間

のὶࡿࡼⓎᒎ・Ⓨ

ぢࢆ目ᣦし࡚㹼ᾏ

㐨大学ᩘ学講究㘓 , 

pp.181-184 

 任ពのᚤศ✵間 Xࡣ Xのࣉロࢆࢺࢵ⏝

ࡀࡇࡿᐃ⩏すࢆᚤศᙧᘧ࡛ࡇࡿ࠸

ྍ⬟࡛あࡇࠊࡾのᚤศᙧᘧࢻ࡚࠸⏝ࢆ・

ࡀࡇࡿࡁᵓᡂ࡛ࢆ࣮ࢪロࣔ࣍ࢥ・࣒ࣛ

ྍ⬟࡛あ࣮ࣆࢺࣔ࣍ࠊࡾኚ࡛あࡇࡿ

しの⌮ㄽのⓎᒎࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ知ࡀ

ᚤศࡓࡗࢃഛࡀࢺ࣮࣏ࢧࢺࢡࣃンࢥࠊ࡚

ᙧᘧࢆᵓᡂしࢥ࡚࠸⏝ࢆࢀࡇࠊンࢺࢡࣃ

ロࣔ࣍ࢥ・࣒ࣛ・ࢻࡓࡗࢃഛࡀࢺ࣮࣏ࢧ

ࡽࢀࡇࠋࡓᡂຌしࡇࡿᵓᡂすࢆ࣮ࢪ

の⌮ㄽᩚࢆഛすࡿあࡾࡓᚤศ✵間か

࡚࠸ࡘ┦✵間のᛶ㉁ࡿࢀࡉㄏᑟࡽ

ㄪࠋࡓ（4㡯） 

 
5  ᩘ್ⓗ⏕ᡂ✵間のᅪ

のࣔࢹルᵓ㐀のᑟධࡑ

の一⯡࡚࠸ࡘ 

༢ⴭ ᖹᡂ 26 年 3

᭶ 

᪥本ᩘ学 2014 年度

年⥲ྜศ⛉࣏ࢺ

ロ࣮ࢪศ⛉ࣈス

 ࢺࢡࣛࢺ

 ᅪ D ᅪࢆ C の満部ศᅪすࠋࡿᅪ C

ᅪࠊࡕࡶࢆルᵓ㐀ࢹ᭷㝈⏕ᡂࣔࡀ Dかࡽ

ᅪ C のໟྵ㛵ᡭ i:DЍC ࢆ௳᮲ࡿあࡀ

満ࡓすࡁᅪ Cのࣔࢹルᵓ㐀ࢆᅪ D

ᑟධすࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿのලయⓗな

┦ࠋࡿ࠸介し࡚⤂ࢆࡇ次のࠊし࡚

✵間のᅪ Topࡣ᭷㝈⏕ᡂࣔࢹルᵓ㐀ࡶࢆ

ᅪࡿなࡽⓗ⏕ᡂ✵間か್ᩘࠋࡘ Topの

満部ศᅪࢆ NG ໟྵࠊࡁのࡇࠋࡿす

㛵ᡭ i:NGЍTop࡚ࡗࡼᅪ Topのࣔࢹル

ᵓ㐀ࢆᅪ NG ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿᑟධす

ࡣルᵓ㐀ࢹのࣔࡽࢀࡇࠊࡓࡲ Quillenྠ

್࡛あࡶࡇࡿ⤂介し࡚ࠋࡿ࠸（2㡯） 

 

     

人間－320



 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

 
6 ᚤศ✵間の࣮ࣆࢺࣔ࣍

ㄽࡑの࿘㎶࡚࠸ࡘ 

༢ⴭ ᖹᡂ 26 年 7

᭶ 

➨ 61 ᅇ࣏ࢺロࢩ࣮ࢪ

ン ࣏ ࢪ ࢘ ࣒ 講 ₇ 㞟

pp.37-46 

 ᚤศ✵間おࡿࡅ n 次元⌫యࠊn 次元

⌫㠃のᚤศᵓ㐀ࢆቃ⏺ୖ࡛ࡣᚤศಀᩘ

ᖖࡀ なࢀධࢆなᚤศᵓ㐀࠺ࡼࡿな0

おすࡽࠊ࡛ࡇかな㐨の➃Ⅼࢆ↓㝈ᅇ

ᚤศྍ⬟࡛ࡘな⬟ྍࢆࡇࡄしࡇࠋࡓ

の᮲௳ࢆࠊ࡛ࡇ࠺┦✵間࡛ᒎ㛤ࡉ

ࢆな⌮ㄽ࠺ࡼࡌྠㄽ࣮ࣆࢺࣔ࣍ࡿࢀ

ᵓᡂ࡛ࡇࡿࡁᡂຌしࡽࢀࡇࠋࡓのᴫ

ᛕࣙࢩ࣮ࣞࣈࣇࠊ࡚࠸⏝ࢆンࠊ⬊య

」యࢆ⩌࣮ࣆࢺࣔ࣍ࠊᵓᡂしࢆࡽࢀࡇࠊ

⏝す࡛ࡇࡿᅪ Diff ࢹ᭷㝈⏕ᡂࣔ

ルᵓ㐀ࢆᑟධすࡇࡿᡂຌし10）ࠋࡓ

㡯） 

 
7 ᚤศ✵間のࣔࢹルᵓ㐀

 ࡚࠸ࡘ

༢ⴭ ᖹᡂ 28 年 9

᭶ 

᪥本ᩘ学 2016 年度

⛅季⥲ྜศ⛉ 

 ᚤศ✵間のᅪ Diff ࢆルᵓ㐀ࢹࣔୖ

ᑟධすࡿᡭἲの一ࢆࡘ⤂介し࡚ࠋࡿ࠸

ࣈࣇࢥࠊンࣙࢩ࣮ࣞࣈࣇࠊࡃ

ࡲࠋࡿࢀゐ⩏ᙅྠ್のᐃࠊンࣙࢩ࣮ࣞ

┦✵間のᅪࡓ Top 㛵ᡭࡣの間 T㸸

DiffЍTopࠊD㸸TopЍDiff 㝶ࠊᏑᅾしࡀ

క㛵ಀ࡛あࡇࠋࡿのᛶ㉁ࢆ⏝し࡚ᅪ

Diffのᅪ Topのࣔࢹルᵓ㐀ࡀ Quillenྠ

್࡛あࢆࡇࡿ⤂介すࠋࡿ（2㡯） 

 
かなࡽ 8 CW」యのࣔ࣍

 ᵓ㐀࣮ࣆࢺ

༢ⴭ ᖹᡂ 30 年 9

᭶ 

᪥本ᩘ学 2018 年度

⛅季⥲ྜศ⛉࣏ࢺ

ロ࣮ࢪศ⛉ࣈス

ࢺࢡࣛࢺ pp.75-76 

かなࡽ CW 」యࢆᵓᡂす࡛ୖࡿᚲせ

なࡿᴫᛕࢆ⤂介しࡃࠋࡓᚤศ✵間の

බ⌮ࠊᚤศ✵間の間のࡽかなീࢆ⤂

介しྍࠊࡓࡲࠋࡓᚤศᵓ㐀࡚ࣔ࣍࠸⏝ࢆ

ᛶࡿな㔜せ࡛ୖࡿᒎ㛤すࢆㄽ࣮ࣆࢺ

㉁の tame ᛶࢆࡇࠋࡿ࠸࡚࠼のᛶ㉁ࢆ

⏝す࡛ࡇࡿᇶ本ⓗな࣮ࣆࢺࣔ࣍ᣑ

ᙇᛶ㉁ࡀᡂࢆࡇࡘ❧ࡾ⤂介し࡚ࠋࡿ࠸

（2㡯） 

 
         ࠖ➼⾲学Ⓨࠕ

1 ᚤศ✵㛫ࣝࢹࣔࡢᅪᵓ

㐀࡚࠸ࡘ 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 24 ᖺ 1

᭶ 

⚟ᒸ࣮ࣆࢺࣔ࣍ㄽࢭ

࣑ࢭ㸪⚟ᒸᏛ࣮ࢼ࣑

࣮ࢼ࣑ࢭ ࢫ࢘ࣁ࣮ࢼ

ᐊ㸿 

 ᚤศ✵㛫ྍࡣᚤศከᵝయ୍ࢆ⯡ࡋ

ࡢᚤศ✵㛫ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ▱࡚ࡋ㛫✵ࡓ

㛫ࡢീ࡞ࡽࡣᵓ㐀ࢆಖ࠺ࡼࡘ

ᐃ⩏ࠋࡿࢀࡉᚤศ✵㛫ࡢᅪ Diffࡣᴟ㝈࣭

వᴟ㝈㛵࡚ࡋ㛢ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾ࠾࡚ࡌ㛢

ᅪ࡛ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ▱ࡀࡇࡿ࠶㒔ྜࡼࡢ

ᅪࠊࡋࡋࠋࡿ࠶ᅪ࡛࠸ Diff ࣝࢹࣔࡣ

ᵓ㐀࡚ࢀ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡣ࠺ࡘࡶࢆ

ᅪࠊࡣᮏㅮ₇࡛ࠋ࠸࡞࠸ Topᑟධࢀࡉ

ᅪࢫ࣮࣋ࢆᡭἲࡢᵓ㐀ࣝࢹࣔࡿ࠸࡚

Diff ࡘ᪉ἲࡿࡍᑟධࢆᵓ㐀ࣝࢹࣔ

 ࠋࡿࡍ⤂࡚࠸

 
2  Diffeological space 

and Topological space 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 24 ᖺ 1

᭶ 

ᖹᡂ 23 ᖺᗘ᪥ᮏᩘᏛ

୰ᅜ࣭ᅄᅜᨭ㒊

㸪ᒸᒣᏛ⎔ቃ⌮ᕤ

Ꮫ㒊 104教ᐊ 

 ┦✵㛫ࡢᅪ Topࡢᑕࡣ㐃⥆ീ࡛ᐃ

ᅪࡢᚤศ✵㛫ࠊࢀࡉ⩏ Diff ࡽࡣᑕࡢ

ࡃࠋࡿࢀࡉ⩏ീ࡛ᐃࡘಖࢆᵓ㐀࡞

ࡋ⯡୍ࢆᚤศከᵝయྍࡣᚤศ✵㛫

ࠊࡶࡽࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱࡚ࡋ㛫✵ࡓ

ᅪ Top ᅪ Diff ࡀ㛵ಀᛶ࠸῝ࡣ㛫ࡢ

ᅪࡣᮏㅮ₇࡛ࠋࡿ࠶ Top ᅪ Diff ᛶࡢ

㉁ࢆ☜ㄆྠࡿࡍࡿ࡞␗Ⅼ↔Ⅼ

࡚࠸࠾ᚤศ✵㛫ࡣලయⓗࠋࡿ࡚࠶ࢆ

㛵ᡭࠋࡿࡁ࡛⩏ᐃࢆ⩌࣮ࣆࢺࣔ࣍ࡶ D㸸

TopЍDiff 㛵ᡭࡀࡘಖࢆ࣮ࣆࢺࣔ࣍ࡣ

T㸸DiffЍTop ࡍࢆ⤂ࡢ➼࠸࡞ࡓಖࡣ

 ࠋࡿ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

 
3 ᚤศ✵㛫┦✵㛫 ༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 24 ᖺ 3

᭶ 

᪥ᮏᩘᏛ 2012 ᖺᗘ

ᖺ㸪ᮾி⌮⛉⚄ᴦ

ᆏࢫࣃࣥࣕ࢟ 

 ᚤศ✵㛫ࡢᅪࢆ Diffࠊ┦✵㛫ࡢᅪࢆ

Top 㛵ᡭࡣ㛫ࡢᅪࡢࡽࢀࡇࡁࡿࡍ

T㸸DiffЍTop D㸸TopЍDiffࡀᏑᅾࠊࡋ

T ࡣ D ࡋド᫂ࢆࡇࡿ࠶ᕥ㝶క㛵ᡭ࡛ࡢ

῝ࡣ㛫ࡢ┦✵㛫ᚤศ✵㛫ࠊࡾ࠾࡚

ᮏࡃࠋࡿศࡀࡇࡿ࠶ࡀ㛵ಀᛶ࠸

ㅮ₇࡛ࡢࡇࠊࡣ㸰ࡢࡘ㛵ᡭࠊ࡚࠸⏝ࢆᚤ

ศ✵㛫┦✵㛫ࡢᛶ㉁ࡢ㐪ࢆ࠸ẚ㍑

㛵ᡭࡢࡽࢀࡇࠊྠࡿࡍ T Dࡀಖ

Ꮡࡿࡍᛶ㉁࡚࠸ࡘ⤂ࡃࠋࡿࡍ T

Dࠊࡕಖࢆ✵㛫┤ࠊ㛫✵ၟࡣ ✵✚┤ࡣ

㛫ࠊ㒊ศ✵㛫ࢆಖ࡚࠸ࡘࡇࡘゐࢀ

 ࠋࡿ

 
4  Model structure of 

numerically generated 

spaces 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 24 ᖺ 9

᭶ 

᪥ᮏᩘᏛ 2012 ᖺᗘ

⛅Ꮨ⥲ྜศ⛉㸪ᕞ

Ꮫఀ㒔ࢫࣃࣥࣕ࢟ 

ࢆ┦✵㛫ࡍࡓ‶ࢆ௳᮲࡞Ṧ≉ࡿ࠶ 

ᵓᡂ್ᩘࢆࢀࡇࠊࡋⓗ⏕ᡂ✵㛫ࠋࡪࡼ

ᩘ್ⓗ⏕ᡂ✵㛫ࡿ࡞ࡽ┦✵㛫ࡢᅪ

Topࡢ‶㒊ศᅪࢆ NG࡛⾲ࠋࡍᮏㅮ₇࡛

ᅪࡢࡇࠊࡣ NG ࢆᵓ㐀ࣝࢹ᭷㝈⏕ᡂࣔ

ᑟධࡿࡍ᪉ἲࠊ࡚ࡋᅪ Top ᅪࡽ NG

㛵ᡭࡿࡍᏑᅾ↛⮬ F㸸TopЍNG ⏝ࢆ

ᅪࠊ࡚࠸ Topࡢ᭷㝈⏕ᡂࣔࣝࢹᵓ㐀ࢆ

ࡉࠋࡿࡍ⤂ࢆࡇࡿࡁ᪉ἲ࡛ド࡛᫂ࡍ

ໟྵ㛵ᡭࠊࡽ i㸸NGЍTop ࡣ Quillen

ࢀࡇࠋࡓࡋド᫂ࢆࡇࡿࡍㄏᑟࢆ್ྠ

ࡍ⯡୍ࢆㄽ࣮ࣆࢺࣔ࣍ᅪㄽୖ࡛ࠊࡾࡼ

 ࠋࡓࡗ࡞⬟ྍࡀࡇࡿ

 
5 Long exact sequences 

for de Rham cohomology of 

diffeological spaces 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 25 ᖺ 3

᭶ 

᪥ᮏᩘᏛ 2013 ᖺᗘ

ᖺ㸪ி㒔Ꮫྜྷ⏣࢟

 ࢫࣃࣥࣕ

 ௵ពࡢᚤศ✵㛫ᑐࠊ࡚ࡋᚤศᙧᘧࡀ

ᐃ⩏࡛ࡀ࣮ࢪࣟࣔ࣍ࢥ࣭࣒࣭ࣛࢻࡁᏑᅾ

ࡀࡇࡿ࠶ኚ࡛࣮ࣆࢺࣔ࣍ࠊ࡚ࡋ

Zemmour ᮏㅮࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉド࡚᫂ࡗࡼ

ᑐ࣮ࢪࣟࣔ࣍ࢥ࣭࣒࣭ࣛࢻࡢࡇࡣ₇࡛

ࡀ⣔ิࢫࣜࢺ࢚ࣅ࣭࣮࣐ࣖࠊ࡚ࡋ

Ꮡᅾࡿࡍ᮲௳࡚࠸ࡘゝཬࡃࠋࡿࡍ

㸯ࡢศࡀᏑᅾࡿࡍᚤศ✵㛫㛵࡚ࡋ

࡞ලయⓗࠋࡓࡗศࡀࡇࡿࡍᏑᅾࡣ

ࡿࡍᏑᅾࡀศࡢ㸯࡚ࡋ㛫✵ࡢ

diffeological subcartesian spaceࢆᵓ

ᡂ࣮ࢪࣟࣔ࣍ࢥࠊࡾࡼࢀࡇࠋࡓࡋ⌮ㄽ

 ࠋࡿࡁᮇᚅ࡛ࡀ⏝ᛂࡿ࡞ࡽࡉࡢ

 
6 de Rham cohomology of 

diffeological spaces 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 25 ᖺ 5

᭶ 

࣑ࢭ㔠᭙࣮ࢪ࣏ࣟࢺ

࢟㸪ᕞᏛఀ㒔࣮ࢼ

㒔ᅗ書㤋ఀࢫࣃࣥࣕ

3F୰࣮ࢼ࣑ࢭᐊ 1 

 ௵ពࡢᚤศ✵㛫ࡣᚤศᙧᘧࡀᐃ⩏

ࢆ࣮ࢪࣟࣔ࣍ࢥ࣭࣒࣭ࣛࢻࠊࡾ࠶࡛⬟ྍ

ᵓᡂ࣮ࣆࢺࣔ࣍ࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡀࡇࡿࡍ

ኚ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡀࡇࡿ࠶ᮏㅮ₇

ࢡࣃࣥࢥࠊ࡚ࡋᣑᙇࡢㄽ⌮ࡢࡇࡣ࡛

⩏ᐃࢆᚤศᙧᘧࡓࡗࢃഛࡀࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࢺ

࣏ࢧ࣭ࢺࢡࣃࣥࢥ࡚࠸⏝ࢆᴫᛕࡢࡇࠊࡋ

࣮ࢪࣟࣔ࣍ࢥ࣭࣒࣭ࣛࢻࡓࡗࢃഛࡀࢺ࣮

⤂ࢆࡇࡓࡋᡂຌࡇࡿࡍᵓᡂࢆ

ࡇࡿ࠶ኚ࡛࣮ࣆࢺࣔ࣍ࠊࡽࡉࠋࡓࡋ

Ⓨᒎࡢㄽ⌮࣮ࢪࣟࣔ࣍ࢥࠊࡋド᫂ࡶ

㈉⊩ࠋࡓࡋ 

 

     

人間－322



 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

 
7 ᚤศ✵㛫ࣥࢥࡿࡅ࠾

࣍ࢥ࣭࣒࣭ࣛࢻᛶࢺࢡࣃ

 ࡚࠸ࡘ࣮ࢪࣟࣔ

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 25 ᖺ 6

᭶ 

ಙᕞ࣑ࢭ࣮ࢪ࣏ࣟࢺ

㸪ಙᕞᏛᩘ⌮ᨷ࣮ࢼ

究ᐊ㸦⌮Ꮫ㒊 AᲷ 427㸧 

 㸯ࡢศࡀᏑᅾ࡞࠺ࡼࡿࡍ✵㛫࡛ྍ

ᚤ ศ ከ ᵝ య ࡼ ࡾ ࡶ ᙅ ࠸ ᮲ ௳ ࡛

subcartesian spaceࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡀᮏ

ㅮ ₇ ࡛ ࡣ ᚤ ศ ✵ 㛫  ࠾ ࡅ ࡿ

diffeological subcartesian spaceࢆ⤂

ࡢࡇࠊࡋ✵㛫ࠊ࡛ࡇࡿ࠸⏝ࢆከᵝయ

ࢆ㛫✵ࡢࡃከࡶࡾࡼ de Rham cohomology

࡛⬟ྍࡀ⟭ィ࡞௦ᩘⓗ࡚࠸⏝ࢆᴫᛕࡢ

ࢆࡇࡿࡀ⧄ᣑᙇࡢㄽ⌮ࡢ᪤Ꮡࠊࡾ࠶

⤂ࡓࡲࠋࡓࡋ D-Topology ࠊ࡚࠸࠾

ࢥࣛࣃ࣭ࢺࢡࣃࣥࢥᛶ࣭ᒁᡤࢺࢡࣃࣥࢥ

ࢥࠊࡋᵓᡂࢆᛶࣇࣝࢻࢫ࢘ࣁࠊࢺࢡࣃࣥ

ࡓࡗࢃഛࡀࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࢺࢡࣃࣥ de Rham 

cohomology ࡋ⤂ࢆࡇࡿࡁᵓᡂ࡛ࢆ

 ࠋࡓ

 

8  De Rham cohomology 

with compact support in 

respect to diffeological 

spaces 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 25 ᖺ 11

᭶ 

2013 ᖺᗘ࣮ࣆࢺࣔ࣍

ㄽ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ㸪ᒸᒣ

Ꮫ❧༑࿘ᖺグ

ᛕ㤋 2㝵㆟ᐊ࣭ᑠ

㆟ᐊ 

 ᚤศ✵㛫ࡽㄏᑟࡿࢀࡉ┦ᑐࡋ

ࡿࡍᵓᡂࢆᛶࢺࢡࣃࣥࢥࠊ⌮ศ㞳බࠊ࡚

ᴫᛕࡢࡽࢀࡇࠊࡽࡉࠋࡓࡋᡂຌࡇ

ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ ࠊ 㸯 ࡢ ศ  ࡀ Ꮡ ᅾ ࡍ ࡿ

diffeological subcartesian spaceࢆᐃ

ࡀ௳᮲ࡶࡾࡼከᵝయࡣ㛫✵ࡢࡇࠋࡓࡋ⩏

ᙅ࠸✵㛫࡛ࡓࡲࠋࡿ࠶ ࡍᏑᅾࡀศࡢ1

࣭࣒࣭ࣛࢻࡣ࡚ࡋᑐᚤศ✵㛫࡞࠺ࡼࡿ

࢚ࣅ࣭࣮࣐ࣖࠊ࡚࠸࠾࣮ࢪࣟࣔ࣍ࢥ

࠸ࡘࡇࡿࡍᏑᅾࡀ⣔ิࢫࣜࢺ

࡚ゝཬࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋ⤖ᯝࡽከᵝయࡼ

⬟ྍ⟭ィࡶ࡚࠸࠾㛫✵࠸ᙅࡢ௳᮲ࡾ

 ࠋࡓࡋᡂຌᣑᙇࡢㄽ⌮ࡾ࡞

 

9 ᚤศ✵㛫ࡿࡅ࠾ᚤศ

ᙧᘧࡢࡑ࿘㎶࡚࠸ࡘ 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 25 ᖺ 12

᭶ 

Diffeology in 

Karatsu㸪၈ὠᕷẸ

ὶࢨࣛࣉ 

 ᚤศ✵㛫ࡽㄏᑟࡿࢀࡉ┦ࡣ≉Ṧ

ࡸ⌮ศ㞳බࠊ࡚࠸⏝ࢆ┦ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛

ࡋᡂຌࡇࡿࡍ⩏ᐃࢆᛶࢺࢡࣃࣥࢥ

ᚤࡢព௵ࠊ࡛ࡇࡿ࠸⏝ࢆᛶ㉁ࡢࡇࠋࡓ

ศ✵㛫ᑐࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࢺࢡࣃࣥࢥࠊ࡚ࡋ

ࡇࡿࡍ⩏ᐃࢆᚤศᙧᘧࡓࡗࢃഛࡀ

ᡂຌࡢࡇࡓࡲࠋࡓࡋᴫᛕࢫ࢘ࣁ࡚࠸⏝ࢆ

ࣃࣥࢥࠊ࡚ࡋᑐᚤศ✵㛫ࡘࡶࢆࣇࣝࢻ

ࢥ࣭࣒࣭ࣛࢻࡓࡗࢃഛࡀࢺ࣮࣏ࢧ࣭ࢺࢡ

ࡉࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍᵓᡂࢆ࣮ࢪࣟࣔ࣍

Ꮡࡢ⣔ิࢫࣜࢺ࢚ࣅ࣮࣐ࣖࡽ

ᅾᛶ࡚࠸ࡘゝཬࠋࡓࡋ 

 

ᅪࡘᣢࢆᵓ㐀ࣝࢹࣔ 10

ᵓ㐀ࣝࢹࣔࡢ㒊ศᅪࡢ

ࡘࡢࡑ㸪ᑟධ᪉ἲࡢ

 ࡚࠸

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 26 ᖺ 1

᭶ 

ᖹᡂ 25 ᖺᗘ᪥ᮏᩘᏛ

୰ᅜ࣭ᅄᅜᨭ㒊

㸪ᓥ᰿Ꮫ⥲ྜ⌮ᕤ

Ꮫ㒊 1 ྕ㤋 2 㝵 21 教

ᐊ 

 ᭷㝈⏕ᡂࣔࣝࢹᵓ㐀ࢆᣢࡘᅪ Dࡢ㒊ศ

ᅪ Cᑐࠊ࡚ࡋໟྵ㛵ᡭ i㸸CЍDࡿ࠶

㛵ᡭ G㸸DЍCࡀᏑᅾࡋ iࡣ Gࡢᕥ㝶క㛵

ᡭ࡛ࡿ࠶ࠊࡁࡿ࠶᮲௳ࡁࡍࡓ‶ࢆ D

㛵ᡭࢆᵓ㐀ࣝࢹ᭷㝈⏕ᡂࣔࡢ G࡛ࡇࡍ

㒊ศᅪ࡛ C᭷㝈⏕ᡂࣔࣝࢹᵓ㐀ࢆᑟ

ධࠊࡽࡉࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍ᮲௳ไ

⣙ࢆຍࡿ࠼ᅪ Dᅪ Cࣝࢹࣔࡢᵓ㐀ࡣ

Quillen ࡲࠋࡓࡋ⤂ࢆࡇࡿ࡞್ྠ

✵ⓗ⏕ᡂ್ᩘ࡚ࡋ࡞ලయⓗࡢࡇࠊࡓ

㛫ࡢᅪ NG ᅪࡢᡂ✵㛫⏕ࢺࢡࣃࣥࢥ CG

 ࠋࡓࡋ⤂ࢆ

 
     

人間－323



 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

 
11 ᚤศ✵㛫ࡢᛶ㉁ࡑ

 ࡚࠸ࡘ⏝ᛂࡢ

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 26 ᖺ 3

᭶ 

➨ 10 ᅇᩘᏛ⥲ྜⱝᡭ

研究㞟㹼ከศ㔝㛫

Ⓨᒎ࣭Ⓨࡿࡼὶࡢ

ぢࢆ┠ᣦ࡚ࡋ㹼㸪ᾏ

㐨ᏛᏛ⾡ὶ㤋 

 ௵ពࡢᚤศ✵㛫 Xࡣ Xࢆࢺࢵࣟࣉࡢ⏝

ࡀࡇࡿࡍ⩏ᐃࢆᚤศᙧᘧ࡛ࡇࡿ࠸

࣭ࢻ࡚࠸⏝ࢆᚤศᙧᘧࡢࡇࠊࡾ࠶࡛⬟ྍ

ࡀࡇࡿࡁᵓᡂ࡛ࢆ࣮ࢪࣟࣔ࣍ࢥ࣭࣒ࣛ

ࡇࡿ࠶ኚ࡛࣮ࣆࢺࣔ࣍ࠊࡾ࠶࡛⬟ྍ

ࡋⓎᒎࡢㄽ⌮ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡀ

ᚤศࡓࡗࢃഛࡀࢺ࣮࣏ࢧࢺࢡࣃࣥࢥࠊ࡚

ᙧᘧࢆᵓᡂࢺࢡࣃࣥࢥ࡚࠸⏝ࢆࢀࡇࠊࡋ

ࣟࣔ࣍ࢥ࣭࣒࣭ࣛࢻࡓࡗࢃഛࡀࢺ࣮࣏ࢧ

ࡽࢀࡇࠋࡓࡋᡂຌࡇࡿࡍᵓᡂࢆ࣮ࢪ

ᚤศ✵㛫ࡾࡓ࠶ࡿࡍഛᩚࢆㄽ⌮ࡢ

࡚࠸ࡘᛶ㉁ࡢ┦✵㛫ࡿࢀࡉㄏᑟࡽ

ㄪࠋࡓ 

 
     

人間－324



 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

 
12 ᩘ್ⓗ⏕ᡂ✵㛫ࡢᅪ

ᑟධࡢᵓ㐀ࣝࢹࣔࡢ

㸦研究࡚࠸ࡘ⯡୍ࡢࡑ

Ⓨ⾲㸧 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 26 ᖺ 3

᭶ 

᪥ᮏᩘᏛ 2014 ᖺᗘ

ᖺ㸪Ꮫ⩦㝔Ꮫ 

 ᅪ Diffᅪ Topࡢ㛫ࡣ㛵ᡭ T㸸Diff

ЍTop D㸸TopЍDiffࡀᏑᅾࠊ࡚ࡋTࡣ

D ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡀࡇࡿ࡞ᕥ㝶క㛵ᡭࡢ

TDXࠋࡿ  X ┦✵㛫ࡿ࡞┦ྠࡀ X ࢆ

ᩘ್ⓗ⏕ᡂ✵㛫್ᩘࡓࡲࠋࡪࡼⓗ⏕ᡂ

✵㛫ࡿ࡞ࡽᅪ Top ࢆ‶㒊ศᅪࡢ NG

ᅪࠊࡁࡿࡍ NGࡣ CW」యࠊࡳྵࢆᴟ

㝈࣭వᴟ㝈㛵࡚ࡋ㛢ࡽࡉࠊࡾ࠾࡚ࡌ

᭷㝈⏕ᡂࣔࣝࢹᵓ㐀ࢆᑟධྍ⬟࡛ࠊࡾ࠶

ᅪ Topࣝࢹࣔࡢᵓ㐀 Quillenྠ್࡛࠶

⌮ࡢࡽࢀࡇࠊࡽࡉࠋࡓࡋ⤂ࢆࡇࡿ

ㄽࢆᅪㄽୖ୍࡛⯡ྍ⬟࡛ࢆࡇࡿ࠶

 ࠋࡓࡋ♧

 
13 ᚤศ✵㛫ࣆࢺࣔ࣍ࡢ

࣮ㄽࡢࡑ࿘㎶࡚࠸ࡘ 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 26 ᖺ 7

᭶ 

➨ 61 ᅇࢩ࣮ࢪ࣏ࣟࢺ

㸪ᮾᏛ࣒࢘ࢪ࣏ࣥ

∦ᖹࡃࡉࢫࣃࣥࣕ࢟

 ࣮ࣝ࣍ࡽ

 ᚤศ✵㛫ࡿࡅ࠾ n ḟඖ⌫యࠊn ḟඖ

⌫㠃ࡢᚤศᵓ㐀ࢆቃ⏺ୖ࡛ࡣᚤศಀᩘ

ᖖࡀ ࡞ࢀධࢆᚤศᵓ㐀࡞࠺ࡼࡿ࡞0

㝈ᅇ↓ࢆⅬ➃ࡢ㐨࡞ࡽࠊ࡛ࡇࡍ࠾

ᚤศྍ⬟࡛ࡇࠋࡓࡋ⬟ྍࢆࡇࡄ࡞ࡘ

ࡉ┦✵㛫࡛ᒎ㛤ࠊ࡛ࡇ࠺ࢆ௳᮲ࡢ

ࢆㄽ⌮࡞࠺ࡼࡌྠㄽ࣮ࣆࢺࣔ࣍ࡿࢀ

ᵓᡂ࡛ࡇࡿࡁᡂຌࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋᴫ

ᛕࠊࣥࣙࢩ࣮ࣞࣈࣇࠊ࡚࠸⏝ࢆ⬊య

」యࢆ⩌࣮ࣆࢺࣔ࣍ࠊᵓᡂࢆࡽࢀࡇࠊࡋ

⏝࡛ࡇࡿࡍᅪ Diff ࢹ᭷㝈⏕ᡂࣔ

ࣝᵓ㐀ࢆᑟධࡇࡿࡍᡂຌࠋࡓࡋ 

 

14 ᚤศ✵㛫ࣆࢺࣔ࣍ࡢ

࣮ㄽ࡚࠸ࡘ 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 27 ᖺ 11

᭶ 

࣏ࣥࢩㄽ࣮ࣆࢺࣔ࣍

ࡲࡾࡣጲ㊰࣭す࣒࢘ࢪ

ᆅሙ⏘業࣮ࢱࣥࢭ㸦ࡌ

㸧6ࡿࡧࢇࡉࡤ 㝵 601

㆟ᐊ 

 ᚤศ✵㛫ࡢᅪ Diff ᑟࢆᵓ㐀ࣝࢹࣔ

ධࠊ࡛ୖࡿࡍ᪂࡞ࡓᡭἲࢆⓎぢࠋࡓࡋ

ࡃ tame-ീࡢᴫᛕࢆᑟධࡢࡇࠊࡋᴫ

ᛕ࡚࠸⏝ࢆ⬊య」యࢩ࣮ࣞࣈࣇࢥࠊ

ࠋࡿࡍᵓᡂࢆࣥࣙࢩ࣮ࣞࣈࣇࠊࣥࣙ

ࡢࡽࢀࡇ ᭷㝈⏕ᡂࠊ࡚ࡗࢆ௳᮲ࡢࡘ3

ࡶࢆᛶ㉁ࡓఝࡀࡿ࡞␗ࡣᵓ㐀ࣝࢹࣔ

ࡋᡂຌࡇࡿࡍᑟධࢆᵓ㐀ࣝࢹࣔࡘ

ᅪࠋࡓ Topࡣ᭷㝈⏕ᡂࣔࣝࢹᵓ㐀ࡘࡶࢆ

ᅪࠊࡁࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡀࡇ Diff

ᅪ Topࣝࢹࣔࡢᵓ㐀ࡣ Quillenྠ್࡛

 ࠋࡓࡋド᫂ࢆࡇࡿ࠶

 
15 ᚤศ✵㛫ࣝࢹࣔࡢᵓ

㐀࡚࠸ࡘ 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 28 ᖺ 9

᭶ 

᪥ᮏᩘᏛ 2016 ᖺᗘ

⛅Ꮨ⥲ྜศ⛉㸪㛵す

Ꮫ༓㔛ᒣࣃࣥࣕ࢟

➨ࢫ 4Ꮫ⯋ 3ྕ㤋 4㝵

3401 

 ᚤศ✵㛫ࡢᅪ࡚࠸࠾㸪࣮ࣆࢺࣔ࣍ㄽ

ࣙࢩ࣮ࣞࣈࣇ㸪ࡵࡓࡿࡍᒎ㛤ࢆ

ࣥ㸪ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣈࣇࢥ㸪࣮ࣆࢺࣔ࣍

ࡿࡍ㛵ಀ┦ࡀࡽࢀࡇ㸪ࡋᑟධࢆࣥࢢ

ᛶ㉁ࢆㄪࡓ㸬ࡢࡇ⤖ᯝࢆ⏝࡚ࡋ㸪ᚤ

ศ✵㛫ࡢᅪ Diff ࡍᑟධࢆᵓ㐀ࣝࢹࣔ

ᅪࡢ┦✵㛫ࠊࡓࡲࠋࡓࡋᡂຌࡿ Top

Ⓨぢࢆ᪉ἲࡿࡍẚ㍑ࢆᵓ㐀ࣝࢹࣔࡢ

ᅪࠊ࡚࠸⏝ࢆᡭἲࡢࡇࠋࡓࡋ Diff ᅪ

Top ࡣᵓ㐀ࣝࢹࣔࡢ Quillen ࡿ࡞್ྠ

┦ࠊࡽᯝ⤖ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋ♧ࢆࡇ

✵㛫ᚤศ✵㛫࣮ࣆࢺࣔ࣍ࠊ࡚࠸࠾ㄽ

 ࠋࡓࡗ࡞⬟ྍࡀࡿࡍᒎ㛤ᵝྠࢆ

 
     

人間－325



 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

 

16 ᚤศ✵㛫ࣝࢹࣔࡢᵓ

㐀ࡢࡑ࿘㎶࡚࠸ࡘ 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 28 ᖺ 10

᭶ 

 ➨ 135 ᅇ᪥ᮏᩘᏛ

ᕞᨭ㒊, 㛗ᓮ

ᏛᕤᏛ㒊㸯ྕ㤋㸳

␒教ᐊ㸦ᩥ教ࣃࣥࣕ࢟

 (ࢫ

 ᚤศ✵㛫ࡢᅪ Diff ࢆㄽ࣮ࣆࢺࣔ࣍

ᒎ㛤࡛ୖࡿࡍᚲせࡿ࡞⬊య」యࡢᛶ

㉁࡚࠸ࡘㄪࡃࠋࡓᚤศ✵㛫࠾

┦✵㛫ࠊᚤศ✵㛫ࠊࡣ㹁㹕」యࡿࡅ

ࣆࢺࣔ࣍ࡿࢀࡉ⩏ᐃ࡛ࢀࡒࢀࡑ࡚࠸࠾

ࡇࡿࡍド᫂ࢆࡇࡿ࡞ᆺྠࡀ⩌࣮

ࡋᚤศከᵝయ࡛ྍࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋᡂຌ

ࡽ ࢀ ࡿ ࠕ Whitney Aproximation 

property୍ࠖࡢ⯡ᤊࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼

࠾㛫✵ࡘࡶࢆᚤศᵓ㐀ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ

⬟ྍࡀࡇࡿࡍࢆ࠸ᢅ࡞㐃⥆ⓗࡶ࡚࠸

 ࠋࡿ࡞

 
17 ᚤศ✵㛫ࣆࢺࣔ࣍ࡢ

࣮ㄽ㛵ࡇࡿࡍ 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 28 ᖺ 12

᭶ 

⩌స⏝┦㸪ᇛᓮ

ᗣ⚟♴࣮ࢱࣥࢭ 

 ┦✵㛫ᚤศ✵㛫࣮ࣆࢺࣔ࣍ࡢㄽ

ࡃࠋࡓࡋᵓᡂࢆ᪉ἲࡢࡵࡓࡿࡍẚ㍑ࢆ

nࠊ ḟ༢༊㛫 I^n ࡢ㹁㹕」యࡽ

㐃⥆ീ࡞ࡽࡿ࠶ࠊࡣീࢺࣔ࣍

ࡇࠋࡓࡋド᫂ࢆᛶ㉁࠺࠸ࡿ࡞ࢡࢵࣆ

┦࡛ᚤศ✵㛫ࡿࡍ⏝ࢆᯝ⤖ࡢ

✵㛫࡛ᒎ㛤࣮ࣆࢺࣔ࣍ࡿࢀࡉㄽ୍ࡣ⮴

ᅪࡢᚤศ✵㛫ࠊࡓࡲࠋࡿࢃࡀࡇࡿࡍ

Diff ᡭࡿࡍᑟධࢆᵓ㐀ࣝࢹ࡚ࣔ࠸࠾

ἲᨵⰋࢆຍ࠼㆟ㄽࢬ࣮࣒ࢫࢆᵓᡂ

 ࠋࡓࡋᡂຌࡿࡍ

 

18 ᚤศ✵㛫ࡢ CW 」యࡢ

ᵓᡂࡢࡑᛶ㉁࡚࠸ࡘ 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 29 ᖺ 3

᭶ 

ᑠ研究㞟ࠕᏳᐃࣔ࣍

ࢺ ࣆ ࣮ ㄽ  ࡑ ࡢ ࿘

㎶ 㸪ࠖᒸᒣᏛ⌮Ꮫ㒊 2 

ྕ㤋 3 㝵ᩘࠕᏛྜྠ₇

⩦ᐊࠖ 

 ᚤศ✵㛫ࡿࡅ࠾ CW 」యࡢᵓᡂ᪉ἲ

ࠊɔࡃࠋࡓࡋ⤂ࢆ ᡂࠊࡾࡓ࠶ࡿࡍ

weak diffeology ✚┤ࠊࡋᑟධࢆᴫᛕࡢ

✵㛫┦ᛶࡀⰋࢀࡇࠋࡓࡋ♧ࢆࡇ࠸

ࡢ┦✵㛫ࠊࡣ CW 」యࡍࡸ࠸ᢅࡶࡾࡼ

 Whitneyࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᛶ㉁࠸

approximation propertyࡀᡂࡇࡘ❧ࡾ

 ࠋࡓࡋ⤂ࢆ

 

19 Whitney approximation 

property on smooth cell 

complexes of 

diffeological spaces 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 29 ᖺ 10

᭶ 

➨ 15 ᅇᕞᩘ⌮⛉

Ꮫ࣮ࢼ࣑ࢭ㸪ᕞᕤ

業㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ 1ྕ㤋

3㝵ㅮ⩏ᐊ 

 ྍᚤศከᵝయࡢ㛫ࡢ௵ពࡢ㐃⥆ീ

ࣆࢺࣔ࣍㝈ᅇᚤศྍ⬟ീ↓ࡿ࠶ࠊࡣ

ࠊࡀࡇࡿࡁ㛵ಀ࡛㏆ఝ࡛ࡢࢡࢵ

Whitney 㸬ྍࡿࢀࡽ▱࡚ࡋ⌮㏆ఝᐃࡢ

ᚤศከᵝయ୍ࢆ⯡ࡓࡋᴫᛕࡢᚤศ✵

㛫ࡢࡇᛶ㉁ࢆᑟධࡢࡑࠋࡿࡍ ࡢࡘ1

࡞ࡽࠊ࡚ࡋ CW」యୖ࡛ࠊࡣWhitney

ࡇࠊࡋド᫂ࢆࡇࡘ❧ࡾᡂࡀ⌮㏆ఝᐃࡢ

ࢆ⌮ᐃࡢ CW 」యୖᣑᙇࡇࡿࡍᡂ

ຌࠋࡓࡋ 

 
20 ᚤศ✵㛫ୖࡿࡅ࠾

࡞ࡽ CW 」యୖࣔ࣍ࡢ

 ࡚࠸ࡘᵓ㐀࣮ࣆࢺ

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 30 ᖺ 9

᭶ 

᪥ᮏᩘᏛ 2018 ᖺᗘ

⛅Ꮨ⥲ྜศ⛉㸪ᒸᒣ

Ꮫὠᓥࢫࣃࣥࣕ࢟ 

 ᚤศ✵㛫ࡢᑐ㇟ࡽࠊ࡚ࡋࢫࣛࢡࡢ

࡞ CW 」యࢆᵓᡂࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ

CW 」యୖ࡛ᇶᮏⓗ࣮ࣆࢺࣔ࣍࡞ㄽࢆᒎ

㛤ࡢࡑࠋࡿࡍ㔜せ࡞ᛶ㉁ࢺࣔ࣍ࠊ࡚ࡋ

ࢺ࣡࣍ࠊ⌮య㏆ఝᐃ⬊ࠊᣑᙇᛶ㉁࣮ࣆ

 ࠋࡿࡍ⤂ࢆ➼⌮ᐃࡢࢻࢵ࣊
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 

 

ᴫ        せ 

 

21 Homotopy properties 

of smooth cubical cell 

complexes 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 30 ᖺ 11

᭶ 

ி㒔Ꮫ௦ᩘ࣏ࣟࢺ

㸪ி㒔࣮ࢼ࣑ࢭ࣮ࢪ

Ꮫ⌮Ꮫ㒊 6ྕ㤋 609 

 ᚤศ✵㛫ࡢᅪୖ࡛࡞ࡽࠊ CW 」య

࡞ࡽࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ⩏ᐃࢆ CW

」యୖ࡛࣮ࣆࢺࣔ࣍ㄽࢆᒎ㛤ࡵࡓࡿࡍ

᪉࡞ලయⓗࠊࡋ⤂ࢆᛶ㉁ࡿ࡞ᚲせ

ἲ࡚࠸ࡘ⤂࣮ࣆࢺࣔ࣍ࡃࠋࡓࡋ

ᣑᙇᛶ㉁ࡢᑟධ᪉ἲ࡚࠸ࡘゐࠊࢀN 㐃

ࡸ⤖ Nྠ್ࡢ࡚࠸ࡘᛶ㉁ࢆ⤂ࠋࡓࡋ 

 
22 A homotopy theory of 

diffeological spaces 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

௧ 1ᖺ 9᭶ ࣮ࣆࢺࣔ࣍Ἀ⦖ 2019㸪

 㑣ぞࡍࡪࢇ࡚

ᚤศ✵㛫ࡢᅪୖ࡛࡞ࡽࠊ CW 」యࢆ

⤂࣮ࣆࢺࣔ࣍ࠊࡋㄽ࡛ᇶᮏⓗ࡞ᛶ㉁ࢆ

ㄝ᫂ࠊࡶࡿࡍ⡆༢࡞ド᫂ࢆ࠼

ࡢീ࡞࡞ࡽ㐃⥆ീࡃࠋࡓ

㛫࡛ࢡࢵࣆࢺࣔ࣍ࡣ㏆ఝ࡛ࡇࡿࡁ

 ࠋࡓࡋ⤂ࢆ

         ㅮ₇ࠖࡢ➼ᅜ㝿Ꮫࠕ

1 A homotopy structure 

of diffeological spaces 

༢ ⊂ Ⓨ

⾲ 

ᖹᡂ 31 ᖺ 3

᭶ 

Building-up 

Differential 

Homotopy Theory, 

D-413 IMI Auditorium 

West 1 Bld., Kyushu 

University 

 ᚤศ✵㛫ࡢᅪୖ࡛࣮ࣆࢺࣔ࣍ㄽࢆᒎ

㛤ࡿࡍ㝿ᚲせࡿࢀࡽ࠼⪄``tame"ᛶ

ࡋ⏝ࢆᛶ㉁ࡢࡇࠊࡋᑟධࢆᴫᛕ࠺࠸

ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡓࡋ⤂ࢆㄽ࣮ࣆࢺࣔ࣍ࡓ

tameᛶ┦ᛶࡢⰋ࠸ᑐ㇟ࡽࠊ࡚ࡋ

ࢆᵓ㐀࣮ࣆࢺࣔ࣍ࠊࡋ⤂ࢆ㹁㹕」య࡞

ㄪ᭱ࠋࡓᚋࡢࡽࢀࡇᛶ㉁ࢆ⏝ࡋ

ᑟධࢆᵓ㐀ࣝࢹࣔࡢᅪୖࡢᚤศ✵㛫ࠊ࡚

ࣥࣛࢺ࢘ࡢド᫂ࠊࡋ⤂ࢆ᪉ἲࡿࡍ

 ࠋࡓࡋゎㄝࢆ

 

研究㞟ࡓࡵົࢆୡヰேࠕ 

 

        

1 ᑠ研究㞟ࠕᏳᐃࣔ࣍

 ࿘㎶ࠖࡢࡑㄽ࣮ࣆࢺ

ඹྠ ᖹᡂ 29 ᖺ 3

᭶ 

ᒸᒣᏛ⌮Ꮫ㒊 2 ྕ

㤋 3 㝵ᩘࠕᏛྜྠ₇⩦

ᐊࠖ 

ᮏ研究㞟ࢆୡヰேࠊ࡚ࡋㅮ₇⪅ࢆເ

㞟ࡋᙜ᪥ࡢ㐠Ⴀࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 ୡヰேࠖࡢࡢࡑࠕ

㫽ᒃ⊛ࠊዟᒣៅ࿃ྜྷࠊ⏣⪔ᖹ 
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2 年 3᭶ 31 ᪥ 

Ặྡ 山 田  均 

研   究   ศ   野 研究ෆᐜの࢟㸫࣡㸫ࢻ 

          教育学 ♫⛉教育ἲ・教⛉♫・ᆅᇦ学ᰯの㐃ᦠ 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

(1) 目ᶆᣦᑟホ౯ࢆ一యすࡿ授業࡙ࡾࡃのᐇ 

㊶ 

ᖹᡂ 24

年 4 ᭶

㹼 ᖹᡂ

29 年 3

᭶ 

学ᰯホ౯おࠊ࡚࠸授業࡙࡚࠸ࡘࡾࡃのホ౯ࢆ特ຊ

ࠋྛࡓᐇ㊶し࡚ࢀධࢆ 教ဨの授業ࢆཧほしࡑのᚋ㠃ㄯᣦ

ᑟしࠊ度授業᳨࡚࠸ࡘウ࠺⾜ࢆなᰯෆ授業研究

 ࠋࡓࡏࡉάࢆ

（⋤ᑎ༡ᑠ学ᰯ⌧職教育のྲྀ⤌し࡚のᐇ㊶） 

学ᰯホ౯おࠊ࡚࠸授業࡙࡚࠸ࡘࡾࡃのホ౯ࢆ特ຊ

ࠋྛࡓᐇ㊶し࡚ࢀධࢆ 教ဨの授業ࢆཧほしࡑのᚋ㠃ㄯᣦ

ᑟしࠊ度授業᳨࡚࠸ࡘウ࠺⾜ࢆなᰯෆ授業研究

 ࠋࡓࡏࡉάᛶࢆ

（⋤ᑎ༡ᑠ学ᰯ⌧職教育のྲྀ⤌し࡚のᐇ㊶） 

(2) ぢ᪉・⪃࠼᪉ࢆാかࡿࡏ教ᮦのᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘ

ᐇ㊶ 

ᖹᡂ 30

年 12᭶ 

ඣ❺ࡀ♫ⓗなぢ᪉・⪃࠼᪉ࢆാか࡚ࡏ学ಟࢆ㐍ୖࡿࡵ

ᑎ༡ᑠ学ᰯの⋥ࠊࡵࡓࡿドす᳨ࢆすᙺࡓ教ᮦのᯝࠊ࡛

6 年⏕ࢆᑐ㇟ࠊ教ᮦ研究ࠊ学⩦ᣦᑟసᡂࠊ授業ᐇ㊶

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

ࡓ࠺⾜ࢆ教ᮦ研究ࠖのᐇド研究ࡿࡵ῝ࢆ⩦ඣ❺の学ࠕ）

 （ ㊶のᐇࡵ

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

 タ㛤ᨺࠖሗⓎಙ ࡃ㛤ᆅᇦࢆ学ᰯࠕ(1)

 （ዉⰋ┴ᑠ・中学ᰯ㛗） 

ᖹᡂ 24

年 3᭶ 

ᆅᇦࡓࡅྥሗⓎಙࡸ学ᰯタの㛤ᨺࠊ学ᰯᨭࣛ࣎

ンテのᑟධな㛤かࡓࢀ学ᰯ࡙ࡀࡾࡃ㐍ࡿ࠸࡛ࢇ

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部のࠋࡓ㏙ࢆ௳᮲ࡿす⥆⥅ࡀ

特ูάືのᣦᑟἲࠕ のࠖࢤスࢺテチャ㸫し࡚の授業

࡛ά⏝しࠋࡓ 

ᑠ学♫ࠕ(2) 6年ୖࠖᩥ部⛉学┬᳨ᐃ῭教⛉書ᑠ学

♫⛉⏝（᪥本ᩥ教ฟ∧） 

 

 

 

 

ᖹᡂ 26

年 4᭶ 

ᖹᡂ 27年度∧ᑠ学♫⛉教⛉⏝ᅗ書 ⴭస⪅ 

ụ野⠊⏨ࠊⓗሙ正美ࠊ安野ຌ  32ྡ 

㹀㸳∧ 㸶 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

(1)ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部࡛ࢤスࢺテチャ㸫

特ูάືのᣦᑟἲࠖᣦᑟの㝿の学⏕の授業ࠕし࡚

 ࢺ㸫ࢣン

ᖹᡂ 28

年 7᭶ 

特ูάື（ึ➼）࡛学ᰯ⾜↔Ⅼࢆあ࡚ࠊ目ᶆෆᐜ

学ᰯの⾜ࠋࡓヰしࢆ➼㝿の␃ពⅬࡿᣦᑟす 1年間ࢆ

どぬⓗᥦ♧しࠋࡓ学⏕の満㊊度ࡣ 85㸣ࠋ 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

(1)教育ᐇ⩦⏕ᣦᑟ学ᰯࣛ࣎ンテの大学⏕ᣦ

ᑟ 

和 59

年 6 ᭶

㹼 ᖹᡂ

29 年 3

᭶ 

ዉⰋ┴㯮村❧㯮東ᑠ学ᰯ・ዉⰋ┴吉野㒆大ᾷ⏫❧大

ᾷ野ᑠ学ᰯ・ዉⰋ┴ⴱᇛ㒆⋤ᑎ⏫❧⋤ᑎ༡ᑠ学ᰯ・

ዉⰋ┴☾ᇛ㒆田原本⏫❧田原本ᑠ学ᰯ࡛ẖ年教育ᐇ⩦

ඣࡸᣦᑟࡾࢆ⛉のᣦᑟ♫特ࠋࡓᣦᑟしࢆ⏕

❺⌮ゎのどⅬ➼ࢆᣦᑟしࡑࠋࡓのᚋࠊࡣ⟶⌮職し࡚の

❧ሙかࡽ⤫ᣓⓗᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
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(2) ዉⰋ┴ᑠ学ᰯ♫⛉研究大 

3年⏕ศ⛉ᣦᑟຓゝ 

テ㸫マ 

のᙧ♫࠸ࡼࡾࡼࠊࡵ῝ࢆ᪉࠼⪄ⓗなぢ᪉㺃♫ࠕ 

ᡂཧ⏬すࡿຊࢆ育࡚ࡿ♫⛉学⩦ࠖ 

 大ሙ㸸ዉⰋ┴田原本⏫❧田原本ᑠ学ᰯ 

 

ᖹᡂ 25

年 11᭶ 

ࢀࡽࡵ㎸ࡾ⚍㺂㢟ᮦࢆࠖࡾ⚍ᆅᇦのࡃ⥆ࡽかࡃྂࠕ

の⌮ゎ࠸のᛮࠎ人ࡿಖᏑすࢆࡾ⚍ࡸ࠸の㢪ࠎ人ࡿ࠸࡚

ࡿࡏࡉ࠼⪄࡚࠸ࡘのཧ加ࡾ⚍ඣ❺⮬㌟のࠊ㔜どしࢆ

ᐇ㊶ሗ࿌ࠊ࡚࠸ࡘ人ࠎのႠࡸࡳ㢪࡚࠸ࡘ࠸㺂ලయⓗ

なᐇㄆ㆑ࢆしࠊ࡛ୖࡓඹឤⓗ⌮ゎすࡣࡇࡿᆅᇦの

一ဨし࡚のព㆑ࢆ育࡚ࡘࡇࡿなࡇ࠺࠸ࡿࡀ

な࡚࠸ࡘຓゝしࠋࡓ 

(3)ᅜᑠ学ᰯ♫⛉研究༠㆟研究大 

5年⏕ศ⛉ᣦᑟຓゝ 

テ㸫マ 

のᙧ♫࠸ࡼࡾࡼࠊࡵ῝ࢆ᪉࠼⪄ⓗなぢ᪉㺃♫ࠕ

ᡂཧ⏬すࡿຊࢆ育࡚ࡿ♫⛉学⩦ࠖ 

 ➨ 3ሙ㸸Ἀ⦖┴༡㢼原⏫❧⩧༡ᑠ学ᰯ 

 

ᖹᡂ 27

年 2᭶ 

ࡾ㺂教ᮦのᅾ㢟ᮦࢆしࠖࡽࡃのࡕࡓ⚾ᕤ業のⓎ㐩ࠕ

᪉ࡾࡡࠕあ࠸（ඣ❺一人一人のぢ᪉㺃⪃࠼᪉ࢆὶしྜ

♫ࠊ࡚࠸ࡘ㊶ᐇࡓ㔜どしࢆࠖ（࠸ሙ㠃࡛のヰしྜ࠺

ⓗな㇟࡚࠸ࡘ☜かな根ᣐᇶ࡙ࡁ⮬ศなࡾの⪃࠼

なࡇࡿຊ࡛あࡿな♏ཧ⏬のᇶ♫ࠊࡀࡇࡘᣢࢆ

 ࠋࡓຓゝし࡚࠸ࡘ

 

(4)㏆␥ᑠ学ᰯ㛗༠㆟研究大㈡大 

ศ⛉ᣦᑟຓゝ 

テ㸫マ 

教育ࡴ育ࢆࡶ子ࡿࡁ⏕యⓗࢆ௦࠸᪂しࠕ 

⎔ቃ・教育᮲௳ࠖ 

 ሙ㸸大ὠࣜࣉンス࣍テル 

 

ᖹᡂ 27

年 11᭶ 
➨㸴ศ⛉ࠕ教育⎔ቃ・教育᮲௳ࠖᣦᑟຓゝ 

学ᰯᨭࣛ࣎ンテのά⏝ࢆᅗࡾなࡽࡀ㺂ᰯ⯋のಟ⧋

⎔教育ࡿࡵບ安ᚰし࡚ຮ学ࡀ❺ඣࡌ㏻ࢆ㝖なᤲࡸ

ቃのᐇ⌧ࢆᅗ࠺࠸ࡓࡗⓎ⾲ࠊ࡚࠸ࡘ学ᰯᆅᇦ࢘ࡀ

のࡇࡿࡅࡀᚰࡀ㛗ᰯ࠺ࡼࡿなンの㛵ಀ࢘ン㺃

㔜せᛶࡸᆅᇦ㛤かࡓࢀ学ᰯすࡵࡓࡿሗⓎಙࠊ

タ㛤ᨺࠊᆅᇦの人ᮦά⏝の୕Ⅼ࣏ࡀンࢺな➼ࡇࡿ

 ࠋࡓຓゝし࡚࠸ࡘ

 

(5)㏆␥ᑠ学ᰯ♫⛉教育研究༠㆟大㜰大 

㸱学年ㄢ㢟研究ศ⛉ᣦᑟຓゝ 

テ㸫マ 

 ࠖࡿᅗࢆຊのᙧᡂࡿཧ⏬す♫ࠕ 

 大ሙ㸸大㜰ᕷ❧⪷和ᑠ学ᰯ 

 

ᖹᡂ 27

年 11᭶ 

の⫼ᬒࡾࢃかࡾࡘ࠺㐨ලのࠊ㢟ᮦࢆしࠖࡽࡃ᫇のࠕ

しࡑࠊࡾあ࠸のᛮࠎ人࠺㢪ࢆ⌧しのᐇࡽᬽ࠸ࡼࡾࡼࠊࡣ

࠺࠸ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖しࡽᅾのᬽ⌧ࡀ࠸の㢪ࠎ人ࠊ࡚

♫ࠋࡓࡗᐇ㊶Ⓨ⾲࡛あࡓ㔜どしࢆࡇࡿゎす⌮ࢆࡇ

ཧ⏬のᇶ♏し࡚ࠊᑠ学ᰯ࡛ࡣ㺂♫ⓗ㇟࡚࠸ࡘの

知㆑の⩦ᚓࠊୡの中య࡛⪃࠼なࡤࢀࡅなࡽなࡇ࠸の

ᏑᅾẼࡑࠊࡇࡃし࡚㺂学⩦しࡓ♫ⓗ㇟࠸ࡘ

࡚㛵ᚰࢆᣢࡀࡇࡿࡅ⥆ࡕ㔜せ࡛あࢆࡇࡿຓゝしࠋࡓ 

(6) ዉⰋ┴ᑠ学ᰯ♫⛉研究大 

3年⏕ศ⛉ᣦᑟຓゝ 

テ㸫マ 

⏬ཧのᙧᡂ♫࠸ࡼࡾࡼࠊࡵ῝ࢆࡧの学ࡽ⮬ࠕ

すࡿຊࢆ育࡚ࡿ♫⛉学⩦ࠖ 

ᖹᡂ 28

年 11᭶ 

の⫼ᬒࡾࢃかࡾࡘ࠺㐨ලのࠊ㢟ᮦࢆしのኚࠖࡽࡃࠕ

ࡑࠊࡾあ࠸のᛮࠎ人࠺㢪ࢆ⌧しのᐇࡽᬽ࠸ࡼࡾࡼࠊࡣ

し࡚ࠊ人ࠎの㢪ࡀ࠸⌧ᅾのᬽࡽし࠸ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖

♫ࠋࡓࡗᐇ㊶Ⓨ⾲࡛あࡓ㔜どしࢆࡇࡿゎす⌮ࢆࡇ࠺

ཧ⏬のᇶ♏し࡚ࠊᑠ学ᰯ࡛ࡣ㺂♫ⓗ㇟࡚࠸ࡘ

の知㆑の⩦ᚓࠊ学⩦しࢆࡇࡓᇶ⮬ศ⮬㌟の⪃ࡶࢆ࠼

ຓゝࢆ㔜せᛶ࠺ྜࡵ῝ࡾࡼࠊ࠸ヰしྜࢆ࠼⪄のࡑࡇࡘ

しࠋࡓ  

 

（7）大和㒆山ᕷ❧∦᱒ᑠ学ᰯ授業研究            

ᰯෆ研ಟᣦᑟຓゝ                               

テ㸫マ 

の育ᡂ 㹼⮬ศのᛮࡶ子ࡪ学ࡽ⮬ࡁ⏕ࡁ⏕ࠕ

 㹼ࠖࡿࡅࡘࢆຊࡿࡆࢁࡦ㸪࠸ྜ࠼し㸪ఏ⌧⾲ࢆ࠸

 

ᖹᡂ 29

年 7᭶ 

ࡿⓎ⾲すࠕ ሙࠖ㠃なࡿⱞᡭព㆑かࡽ༑ศヰしྜ࠸

άືཧ加࡛ࡁな࠺࠸࠸ඣ❺のᐇែࡁ⏕ࠕ࠼ࡲࡩࢆ⏕

࠼し㸪ఏ⌧⾲ࢆ࠸の育ᡂ㹼⮬ศのᛮࡶ子ࡪ学ࡽ⮬ࡁ

ᅜࠕ研究㢟のୗ࠺࠸㹼ࠖࡿࡅࡘࢆຊࡿࡆࢁࡦ㸪࠸ྜ

ㄒ⛉ࢆせしྛࡘࡘ教⛉➼の特㉁ᛂ࡚ࡌ㸪ඣ❺のゝㄒ

άືࢆᐇす࠺࠸ࠖࠋࡇࡿඹ㏻ㄆ㆑࡛授業ᐇ㊶ྲྀ

ࢆ次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿の㊃᪨ࠊᑐし࡚学ᰯࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾ

ࡼࡿࡁ࡛ࡀఱࠕࠖࡧ学࠸῝యⓗ・ᑐヰⓗ࡛ࠕࠊ࠼ࡲࡩ

   ࠋࡓຓゝしࡽかࠖの明☜➼のどⅬかࡿな࠺

 

（8）ዉⰋᕷᐩ雄➨୕ᑠ中学ᰯ➨ 55ᅇᅜᑠ学ᰯ♫

⛉研究༠㆟研究大ሙᰯし࡚の授業බ㛤୪

                     授業研究ᥦࡧ

授業ᵓࠊᣦᑟసᡂࠊ研究Ⓨ⾲➼㛵すࡿᣦᑟ  

テ㸫マ 

ඣ❺㺃⏕ᚐ࠺ྜࡧ学ࡁ⏕ࡁ⏕ࠊࡕࡶࢆかなᚰ㇏ࠕ

の育ᡂ 㸫⫈ࡘ ࠸ྜࡁな࠸ྜࡾࡀ 学࠺ྜࡧ授業

の㐀㸫ࠖ 

 

ᖹᡂ 29

年 7᭶ࠊ

8᭶ 

学ᰯの研究㢟࡛あࠕࡿ㇏かなᚰࡁ⏕ࡁ⏕ࠊࡕࡶࢆ学

 ࠸ྜࡾࡀなࡘ ࠸ྜࡁ⫈ඣ❺㺃⏕ᚐの育ᡂ  㸫࠺ྜࡧ

学࠺ྜࡧ授業の㐀㸫 のࠖᐇ⌧ࠊ࡚ࡅྥᣦᑟの❧ࠊ

授業ᵓの᳨ウࠊ研究紀せのసᡂࠊ研究Ⓨ⾲➼かかࢃ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆຓゝࠊᣦᑟࡾ

 

人間－329



(9)➨ 55ᅇᅜᑠ学ᰯ♫⛉研究༠㆟研究大 

学年ู授業研究(3年⏕部)୪ࡧㄢ㢟ู研究

(3年⏕部)ᣦᑟຓゝ                      

テ㸫マ 

⏬ཧのᙧᡂ♫࠸ࡼࡾࡼࠊࡵ῝ࢆࡧの学ࡽ⮬ࠕ

すࡿຊࢆ育࡚ࡿ♫⛉学⩦ 㸫人のႠࡳ学ࡡࠊࡧ

 ㏻し࡚㸫ࠖࢆ⩦学࠺ྜࡾ

 

ᖹᡂ 29

年 10᭶ 

ຊࡿཧ⏬すのᙧᡂ♫࠸ࡼࡾࡼࠊࡵ῝ࢆࡧの学ࡽ⮬ࠕ

⩦学࠺ྜࡾࡡࠊࡧ学ࡳ⛉学⩦ 㸫人のႠ♫ࡿ育࡚ࢆ

のᙧᡂ♫ࠊࡁᇶ࡙㏻し࡚㸫ࠖの大の研究テ㸫マࢆ

ᨭࢆ♫ࠊし࡚ࡇᚲせなࡵࡓ࠺㣴ࢆຊࡿཧ⏬す

ᑐし࡚のࡳの人のႠࡑし࡚ࡑࠊ࠸のฟ人ࡿ࠸࡚࠼

ඹឤⓗな⌮ゎࡀ㔜せ࡛あࡑࡇࡿのႠࡀࡳ⮬ศ⮬㌟

の⏕ά大ࡁなかかࡀࡾࢃあࡇࡿのẼࡳ⏕ࢆࡁ

ฟすࡵࡓの学⩦ࠊࡅࢃࡾࠊᑐヰⓗな学ࡘࡶࡧなࡿࡀ

Ꮠ༑ࡘ౫ᣐしࢆ࠼⪄ࡓᇶヰしྜྜࡾࡡࡿࡵ῝ࢆ࠸

 ࠋࡓᣦᑟし࡚࠸ࡘの㔜せᛶ࠸

 
(10)⋤ᑎ⏫❧⋤ᑎᑠ学ᰯ授業研究        

ᰯෆ研ಟᣦᑟຓゝ                 

テ㸫マ 

 ࠖࢢンࢽ㸫ࣛࣈテࢡࠕ

 

ᖹᡂ 29

年 11᭶ 

次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡶᥦࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉయⓗࠊᑐヰⓗ

ࡧ学࠸῝࡛ 学࡚࠸ࡘࢢンࢽ㸫ࣛࣈテࢡࡿࡺࢃ࠸ࠖ

⩦ᣦᑟせ㡿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᨵゞの࣏ンࡸࢺෆᐜࢆ中

ᚰࢡࠊテࣛࣈ㸫ࢽン࡚࠸ࡘࢢ一ᐃの学⩦᪉ἲࢆ

ࡇ࠺࠸࠸なࡣ࡛௳ᐇ⌧の༑ศ᮲ࡀࡇࡿࢀධࡾྲྀ

ࠊ⩦యⓗな学ࠊ特ࠋࡓᣦᑟし࠺ࡼࡿᅗࢆゎ⌮࡚࠸ࡘ

ᑐヰⓗな学⩦ࡣඣ❺యの学⩦ࡀ๓ᥦ࡛あ࡛ࡲࢀࡇࠊࡾ

௨ୖ教ᮦ研究ࡸඣ❺⌮ゎࡀࡇࡿࡵ῝ࢆᚲせ࡛あࡿ

  ࠋࡓㄝ明しࢆࡇ

 
(11)⏕㥖ᕷᐙᗞ教育講ᗙ講師 

テ㸫マ 

ࡶ子 ࠺ࡼࡳቃ 㸫ീし࡚⎔ᡂ㛗ࡶ子ࠕ

 のୡの中㸫ࠖࢁࡇࡿな大人ࡀࡕࡓ

ᖹᡂ 29

年 11᭶ 

ᑡ子高㱋のᛴ㏿な㐍ᒎࡸ人⏕ 100年௦の฿᮶ࠊ㸿㹇

の㐍Ṍなࠊࡾࡼ子ࡀࡕࡓࡶ㏄࡛ࡿ࠼あ࠺ࢁᮍ᮶ࡣ

ࡿ࠼㉸㐶かࢆീࠊ࠸なࡶࡇࡓ㦂し⤒ࡀ大人ࡕࡓ⚾

♫なࡿ࠸࡚ࡗᮍ᮶ண ࢆ研究し࡚ࡿ࠸学⪅ࡕࡓ

ࡓࡗ࠸ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ なᮍ᮶ண࠺ࡼのࡑࠋࡿ࠸ᥦၐし࡚ࡀ

࠸ࡼࡤࢀࡏࡉࡅ㌟ࡕࡓࡶ子ࢆなຊ࠺ࡼの࠸

のかࠋ次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣᮍ᮶ண ࢆど野ධࡓࢀᨵ

ゞࡀなࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉの࠺ࡼなணࡿࢀࡉᮍ᮶♫ᩥࡸ

部⛉学┬ࡿ࠼⪄ࡀ子ࡕࡓࡶの教育の᪉ྥᛶࡑࠊし࡚

ࢆなᩘ್ࠎᵝ࡚࠸ࡘᐙᗞ࡛の教育ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆࡽࢀࡑ

元࠺࠸࠺ࡇ࠸࡚࠼⪄ᥦ㉳ࠋࡓࡗ⾜ࢆ  

 

(12)ዉⰋ┴ᑠ学ᰯᰯ㛗ᙺဨ研ಟ講師 ᖹᡂ 30

年 8᭶ 

ࠊテ࣮マのୗ࠺࠸ࠖࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘの教育ࡽかࢀࡇࠕ

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿の目ᣦし࡚ࡶࡿ࠸のࠊ学ᰯࡸ教ဨࡾྲྀࢆ

ᕳࡃ≧ἣࠊാࡁ᪉ᨵ㠉ࠊ㹑ociety5.0 なࢆษࡾ口ࠊ

学ᰯࢆ⤒Ⴀす࠺࠸ࡿどⅬかࡽのᥦ㉳ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(13)ዉⰋᕷᐙᗞ教育講ᗙ講師 ᖹᡂ 30

年 11᭶ 

ᑡ子高㱋のᛴ㏿な㐍ᒎࡸ人⏕ 100年௦の฿᮶ࠊ㸿㹇

の㐍Ṍなࠊࡾࡼᮍ᮶ࡣീࢆ㐶か㉸ࡿ࠼♫な

ᥦၐしࡀࡕࡓ⪅学ࡿ࠸研究し࡚ࢆ ᮍ᮶ணࡿ࠸࡚ࡗ

ࡼの࠸ࡓࡗ࠸ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ なᮍ᮶ண࠺ࡼのࡑࠋࡿ࠸࡚

ᮍ᮶ࠋのか࠸ࡼࡤࢀࡏࡉࡅ㌟ࡕࡓࡶ子ࢆなຊ࠺

な子࠺ࡼのᐙᗞ࡛ࠊ࠼⪄ࢆࡏのᖾࡕࡓࡶ子ࡿࡁ⏕ࢆ

育࡚࠸ࡼࡤࡅ⾜࡚ࡗ⾜ࢆのかࢆࢱ࣮ࢹࠊᇶཧ加⪅

  ࠋࡓࡗ⾜ࢆ講₇ࡿ࠼⪄

(14)⏕㥖㒆ᰯ㛗研ಟ講師 ᖹᡂ 30

年 12᭶ 

᪉ࠖࡾホ౯のᅾ学⩦ᣦᑟࡓ࠼ぢᤣࢆ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ࠕ

のテ࣮マのୗࠊ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿の࣏ン࡛ࢺあࡿ♫

㛤かࡓࢀ教育ㄢ⛬ࠊカ࣒ࣜࣛࣗ࢟・マ࣓ࢪࢿンࠊࢺ㈨㉁

⬟ຊの ࠊ᪉࠼⪄・ぢ᪉ࡿࢀࡉ教⛉➼࡛育ᡂࠊのᰕࡘ3

యⓗ・ᑐヰⓗ࡛῝࠸学ࡧのල⌧ࠊ࡚࠸ࡘ学ᰯ⤒Ⴀの

どⅬかࡽᥦ㉳ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

(15)ዉⰋ┴青ᑡ年健育ᡂ༠㆟講₇講師 ᖹᡂ 30

年 12᭶ 

ࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘࡶの子࢟ࢻマࠕ ࢆ₇㢟࠺࠸ࠖ

タᐃしࠊ青ᑡ年の健育ᡂᦠࡿ࠸࡚ࡗࢃዉⰋ┴ෆのྛ

ᅋయの௦⾲⪅ࠊ子ࡾྲྀࢆࡶᕳࡃ⎔ቃࡅࢃࡾࠊ SNS

なの≧ἣࡸࡵࡌ࠸ࠊⓏᰯの≧ἣࠊ子ࡶᡂ㛗ス࣮ࣆ

の≧ἣࡕࡓࡶᅾの子⌧ࡽ口かࡾのษの加㏿なࢻ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ講₇ࡿࡵ῝ࢆゎ⌮࡚࠸ࡘ

人間－330



(16)➨ 2ᅇࡾ㹼ࡿカࣞࢪࢵ講師 令 和元

年 6᭶ 

ᑡ子高㱋のᛴ㏿な㐍ᒎࡸ人⏕ 100年௦の฿᮶ࠊ㸿㹇

の㐍Ṍなࠊࡾࡼᮍ᮶ࡣീࢆ㐶か㉸ࡿ࠼♫な

ᥦၐしࡀࡕࡓ⪅学ࡿ࠸研究し࡚ࢆ ᮍ᮶ணࡿ࠸࡚ࡗ

ࡼの࠸ࡓࡗ࠸ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ なᮍ᮶ண࠺ࡼのࡑࠋࡿ࠸࡚

ᮍ᮶ࠋのか࠸ࡼࡤࢀࡏࡉࡅ㌟ࡕࡓࡶ子ࢆなຊ࠺

な子࠺ࡼのᐙᗞ࡛ࠊ࠼⪄ࢆࡏのᖾࡕࡓࡶ子ࡿࡁ⏕ࢆ

育࡚࠸ࡼࡤࡅ⾜࡚ࡗ⾜ࢆのかࢆࢱ࣮ࢹࠊᇶཧ加⪅

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ講₇ࡿ࠼⪄

(17)⏕㥖㒆ᰯ㛗研ಟ講師 令 和元

年 7᭶ 

のᐇ㝿ࢺン࣓ࢪࢿマ࣒ࣛࣗ࢟カࣜࠕ ᪂ࠖ学⩦ᣦᑟせ㡿の

ᐇഛࠊᰯ࠼ 㛗し࡚ᰯෆおࡿࡅカ࣒ࣜࣛࣗ࢟マࢿ

ࡇ࠺࠸か࠸ࡼࡤࡅ࠸᥎㐍し࡚࠺ࡼのࢺン࣓ࢪ

ࠊࡽࡀ介しな⤂ࢆࡿ࠸ඛ⾜し࡚ᐇし࡚ࠊ࡚࠸ࡘ

ཧ⪃す࣏ࡁンࠊࢺ␃ពⅬ➼࡚࠸ࡘゎㄝしࠊලయ

ⓗなྲྀ࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾຓゝしࠋࡓ 

(18)☾ᇛ㒆教㢌研ಟ講師 令 和元

年 7᭶ 

ࢆከᛁࠊテ࣮マのୗ࠺࠸ᚲせな教㢌のᙺࠖ学ᰯࠕ

ᴟࡿࡵ教㢌の᪥ࠎの職ົࢆᨵᩚ࡚ࡵ⌮しࠊ教㢌し࡚ࡸ

ࡀな࠸⾜ࢆᣦᑟの教職ဨࠊ業ົ࠸なࡽなࡤࢀࡅなࡽ

ࡇ࠺⾜ࢆ業ົのぢ┤しࠊࠎ➼業ົࡁ࠺ࡽࡶỈ⪔し࡚ࡽ

᪉ࡁാࠕ࠸なࡽなࡤࢀࡅなࡲ⤌ࡾྲྀࡀ学ᰯの㔜せᛶ

ᨵ㠉 ࡚࠸ࡘ᪉ࡾ᪉のᅾࡁの教㢌のാࡵࡓࡿᐇ⌧すࠖࢆ

 ࠋࡓຓゝしࡽࡀンしなࣙࢩࢵスカࢹ

(19) ዉⰋ┴ᑠ学ᰯ教⛉➼研究♫⛉部ኟᮇ研

ಟ講師 

令 和元

年 8᭶ 

令和元年度ணᐃࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏆␥大ࠊᅜ大のⓎ⾲

࡚ࢀࡉ♧᪂学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࠊ本௳の研究㢟ࠊ࡚࠸ࡘ

⛉教育ࠖの♫ࡿࡏാかࢆ᪉࠼⪄・ⓗなぢ᪉♫ࠕࡿ࠸

どⅬかࠊࡽⓎ⾲ෆᐜࢆศᯒⓗホ౯しࢀࡇࠊかࡽのᑠ学

ᰯ♫⛉教育お࡚࠸㔜どし࡚࠸ࡓࡁ࠸᪉ྥᛶ࠸ࡘ

࡚ᣦᑟしࠋࡓ 

(20) ➨ 57 ᅇᅜᑠ学ᰯ♫⛉研究༠㆟研究大

学年ูㄢ㢟研究 3年⏕部ᣦᑟຓゝ 

令 和元

年 11᭶ 

ዉⰋ┴のⓎ⾲࡛あࡕࡓ⚾ࠕࡿのዉⰋᕷの⛣ࡾኚࠖࡾࢃ

ࡓࡗࢃኚࡀෆᐜࡃࡁ大ࠊࡾࡼ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ࠊ࡚࠸ࡘ

༢元࡛あࠊࡾの࠺ࡼ授業ᐇ㊶ࢆし࡚࠸ࡼࡤࡅ࠸か

➼ពⅬ␃ࡸࢺン࣏༢元のࠊࡵࡓࡓ㞟中しࡀ㉁ၥ࡚࠸ࡘ

࠸し࡚♧研究㢟ࡀ┴ዉⰋࠊࡓࡲࠋࡓຓゝし࡚࠸ࡘ

ࡇࡀ❺ඣࡿࡁ⏕ࢆᮍ᮶ࠊࡽどⅬか࠺࠸ࠖ⏬ཧ♫ࠕࡿ

の༢元の学⩦ࢀࡇࠊࡾࡼかࡽのዉⰋᕷࠊ࡚࠸ࡘ⮬ศ

のၥ㢟ព㆑࡛ᢠதし࡚ࡇࡃ࠸の㔜せᛶ࡚࠸ࡘຓゝ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

(21) ⋤ᑎ⏫㐃ྜ㹎㹒㸿研ಟ講師 令 和元

年 11᭶ 

ᑡ子高㱋のᛴ㏿な㐍ᒎࡸ人⏕ 100年௦の฿᮶ࠊ㸿㹇

の㐍Ṍなࠊࡾࡼᮍ᮶ࡣീࢆ㐶か㉸ࡿ࠼♫な

ᥦၐしࡀࡕࡓ⪅学ࡿ࠸研究し࡚ࢆ ᮍ᮶ணࡿ࠸࡚ࡗ

ࡼの࠸ࡓࡗ࠸ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ なᮍ᮶ண࠺ࡼのࡑࠋࡿ࠸࡚

ᮍ᮶ࠋのか࠸ࡼࡤࢀࡏࡉࡅ㌟ࡕࡓࡶ子ࢆなຊ࠺

な子࠺ࡼのᐙᗞ࡛ࠊ࠼⪄ࢆࡏのᖾࡕࡓࡶ子ࡿࡁ⏕ࢆ

育࡚࠸ࡼࡤࡅ⾜࡚ࡗ⾜ࢆのかࢆࢱ࣮ࢹࠊᇶཧ加⪅

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ講₇ࡿ࠼⪄

(22) 田原本ᑠ学ᰯ子育࡚講₇講師 令和 2

年 2᭶ 

࠸࠺࠸᪉ࠖ࠸ྜࡁのࡶᛮᮇ・ᢠᮇの子ࠕ

ᢠᮇࡽどⅬか࠺࠸のⓎ㐩ㄢ㢟ࡶ子ࠊテ࣮マのୗ࠺

し࡚ぶࢆࡇのࡑࡸのゝືの特ᚩࡶ子ࡿࡏぢ

⪅ཧ加ࠊ中ᚰࢆࡇ࠺࠸のか࠸ࡼࡤࢀࡵṆࡅཷ࠺

య㦂ㄯࢆฟしྜ࠸な࠺ࡼ࠸ࡃ࠸࡚࠼⪄ࡽࡀ研ಟࢆ

㐍ࠋࡓࡵ 

㸳 ࡑの   

特記㡯なし   

   

人間－331



職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

・中学ᰯ教ㅍ一⣭ᬑ㏻චチ(♫) 

 

・高➼学ᰯ教ㅍ⣭ᬑ㏻චチ(♫) 

 

・学ⱁဨ㈨᱁ 

 

・ᑠ学ᰯ教ㅍ⣭ᬑ㏻චチ 

 

・ᑠ学ᰯ教ㅍ一✀චチ 

和 55

年 3᭶ 

和 55

年 3᭶ 

和 55

年 3᭶ 

和 56

年 3᭶ 

ᖹᡂ  6

年 6᭶ 

 

 54中 1ᬑࡵ➨ 4405ྕ ி㒔ᗓ教育ጤဨ 

 

 54高 2ᬑࡵ➨ 4519ྕ ி㒔ᗓ教育ጤဨ 

 

ྠ博➨ 94ྕ ྠᚿ♫大学 

 

 55ᑠ 2ᬑ➨ 397ྕ ዉⰋ┴教育ጤဨ 

 

ᖹ 6ᑠ 1✀➨ 47ྕ ዉⰋ┴教育ጤဨ 

  

㸰 特チ➼   

特記㡯なし   

   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

（1）ዉⰋ┴ᑠ学ᰯ教⛉➼研究♫⛉部 

 和 62年度 ᑓ㛛ጤဨ 

 ᖹᡂ 5年度㹼11年度 㸱年⏕部部㛗 

 ᖹᡂ 23年度㹼28年度 ⌮・ᣦᑟ部   

和 62

年 4 ᭶

㹼 ᖹᡂ

29 年 3

᭶ 

和 23 年 6 ᭶タ⨨ࠕࡓࢀࡉዉⰋ┴స業༢元ᇶᗏタᐃ

ጤဨࠖࢆẕయしࠊ和 30 年ࠕዉⰋ┴♫⛉教育

研究༠㆟ࠖࢆタ❧しࡑࠋࡓのᚋࠊዉⰋ┴࡛ྛࡣ教⛉➼

の研究ᅋయࢆ一ࡘ⤫ྜし࡚㐠Ⴀすࡇࡿしࠊࡵࡓࡓ

ዉⰋࠊࡾなዉⰋ┴ᑠ学ᰯ教⛉➼研究♫⛉部ࠖࠕ

┴のᑠ学ᰯ♫⛉ᣦᑟの≌ᘬ㌴し࡚のᙺࢆᢸࠋࡓࡗ

  
（2）බ┈♫ᅋἲ人᪥本教育ဨ 

 ᖹᡂ  26年度 ዉⰋ┴ᨭ部ホ㆟ဨࠊ25

 ᖹᡂ 27年度   ዉⰋ┴ᨭ部⌮ 

 

和 62

年 4 ᭶

㹼 ᖹᡂ

29 年 3

᭶ 

᪥本のᩥఏ⤫ࢆ㔜ࠊࡌࢇかࠊࡘ௦のせㄳᛂࡿࡎ

教育の☜❧ࢆ目ᣦしࠊ教育㛵ಀᅋయ୪ࡧ広ࡃ教育㛵

ᚰࡘࡶࢆ⪅の༠ຊのୗ教育のㄪᰝ研究άືཬࡑࡧの

ᬑཬάື➼ࢆ⾜༲ࢆࡇ㏻し࡚ᡃࠊ ᅜの教育の正ᖖࡀ

し࡚健なⓎᒎᐤすࢆࡇࡿ目ⓗしࡓබ┈♫ᅋ

ἲ人ࠋ 

 

（3）ዉⰋ┴᪉㡿ᅵၥ㢟教育⪅㆟ጤဨ㛗 

 

ᖹᡂ 23

年 4᭶ 

㹼 ᖹᡂ

29 年 3

᭶ 

ࠊᡃࡀඣ❺⏕ᚐ࠺ᢸࢆᅜࡀのᡃࡽかࢀࡇ ࡘᅜの㡿ᅵࡀ

❧ほⅬ࠺࠸ࡿ㔜せ࡛あࡀࡇࡿゎす⌮ࡃ正し࡚࠸

ᨻἲ人⾜❧⊃ࡵࡓࡿᅗࢆ᪉㡿ᅵ教育のᐇ・ᙉࠊࡕ

᪉㡿ᅵၥ㢟ᑐ⟇༠ෆᖹᡂ 15 年かࡽタ⨨ࡓࢀࡉ⤌

 ࠋ⧊

 
（4）ዉⰋ┴⋤ᑎ⏫子ࡶ・子育࡚㆟ጤဨ ᖹᡂ 25

年 3 ᭶

㹼 ᖹᡂ

27 年 3

᭶ 

 

⋤ᑎ⏫ࡀ安ᚰし࡚子ࡳ⏘ࢆࡶ育࡚ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ⏫

子育࡚・ࡶᑎ⏫子⋥ࠕࡿᐃす⟇ࡵࡓࡿࡵ㐍ࢆࡾࡃ࡙

ᨭ業ィ⏬ࠖᑐすࡿㅎၥࡑࠊࡅཷࢆの目ⓗࡸෆᐜ➼

 ྖ⸩目ⓗ(ᗙ㛗 ᑠ西ࢆࡇ࠺⾜ࢆ⏦⟆ࠊウ᳨࡚࠸ࡘ

ⓑ㬅▷ᮇ大学教授) 

 

（5）බ┈ἲ人ዉⰋ┴学ᰯ⤥㣗ホ㆟ဨ ᖹᡂ 26

年 4᭶ 

㹼 ᖹᡂ

28 年 6

᭶ 

学ᰯ⤥㣗ᑐしࠊ学ᰯ⤥㣗⏝≀㈨の安ᐃ౪⤥ཬࡧ学ᰯ⤥

㣗のᬑཬᐇ㛵すࡿ業୪ࡧ学ᰯ⤥㣗ࢆ㏻ࡓࡌ㣗

育のᨭࢆࡇ࠺⾜ࢆ目ⓗしࡓබ┈ἲ人ࠋ 

（6）ዉⰋ┴⋤ᑎ⏫教育ࣙࢪࣅン⟇ᐃ᠓ヰጤဨ ᖹᡂ 26

年 9᭶ 

㹼 ᖹᡂ

27年 12

᭶ 

ᚋ 10 年間ࡿࡓࢃ⋤ᑎ⏫の教育⯆ィ⏬⟇ᐃすࡓࡿ

▷のᶵ㛵（ᗙ㛗 吉田明史ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子ࡵ

ᮇ大学部学㛗） 

（7）ዉⰋ┴子ࡶの㈋ᅔᑐ⟇㆟ጤဨ ᖹᡂ 27

年 4᭶ 

㹼 ᖹᡂ

29 年 3

᭶ 

㈋ᅔ≧ែあࡿ子ࡶのᨭのᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘの᳨ウ

㆟（ᗙ㛗 ⚄原ᩥ子⚄ᡞ学㝔大ࡓࢀࡉ⨨タࡵࡓ࠺⾜

学教授） 

人間－332



（8）ዉⰋ┴人ᶒ教育研究㛗 

 

ᖹᡂ 27

年 5᭶ 

㹼 ᖹᡂ

28 年 5

᭶ 

部ⴠၥ㢟ࡀࢃࢆᅜの人ᶒၥ㢟の㔜せなㄢ㢟し࡚ᤊࠊ࠼

ᾰ㣴すࢆ⚄人ᶒᑛ㔜の⢭ࠊ㏻し࡚ࢆ⤌ྲྀࡿᅗࢆのゎỴࡑ

 研究ᅋయࡓし目ⓗࢆ教育研究᥎㐍ࡿ

（9）ዉⰋ┴ᨺㄢᚋඣ❺ᑐ⟇᥎㐍ጤဨጤဨ㛗職ົ௦

⌮⪅ 

ᖹᡂ 27

年 10᭶ 

㹼 ᖹᡂ

29 年 3

᭶ 

 

ᨺㄢᚋඣ❺ࣈࣛࢡᨺㄢᚋ子ࡶ教ᐊの一యⓗな㐠Ⴀ

ࢆࡇࡿᅗࢆᨺㄢᚋのඣ❺ᑐ⟇の᥎㐍ࠊウし᳨࡚࠸ࡘ

目ⓗし࡚タ⨨ࡓࢀࡉጤဨ（ጤဨ㛗 岡田㱟ᶞኳ⌮大

学教授） 

（10）ዉⰋ┴ࡵࡌ࠸㜵Ṇᇶ本᪉㔪᳨ウ༠㆟ጤဨ ᖹᡂ 28

年 2᭶ 

㹼 ᖹᡂ

29 年 3

᭶ 

ዉⰋ┴ࡵࡌ࠸㜵Ṇᇶ本᪉㔪⟇ᐃのࡵࡓのጤဨ（ᗙ㛗 

森田ὒྖ大㜰ᕷ❧大学ྡ教授） 

（11）ዉⰋ┴♫教育ጤဨ ᖹᡂ 28

年 4 ᭶

㹼 ᖹᡂ

29 年 3

᭶ 

 

♫教育ἲᇶ࡙࡚࠸タ⨨ࠊࢀࡉ┴教育ጤဨのㅎၥ

ᛂࠊࡌ♫教育㛵し࡚ពぢࢆ㏙ࡿ♫教育ጤဨ㆟

のጤဨ 

（12）ዉⰋ┴㹌㹇㹃᥎㐍༠㆟㛗 ᖹᡂ 28

年 6 ᭶

㹼 ᖹᡂ

29 年 6

᭶ 

ዉⰋ┴ෆの᪂⪺⏺教育⏺ࡀ༠ຊしࠊ᪂⪺ࢆά⏝すࡿ♫

⛉ࢆ中ᚰしྛࡓ教⛉の学⩦ࢆᬑཬࡼࡇࡿࡏࡉ

ၨⓎࢆሗά⏝⬟ຊࠊࡵ高ࢆඣ❺㺃⏕ᚐの学⩦ពḧࠊࡾ

すࡇࡿなࢆ目ⓗしࡓ༠㆟(㛗 ᑠᰗ和႐雄ዉ

Ⰻ教育大学教職大学㝔教授) 

 

（13）ዉⰋ┴ࣘࣇࢭࢽ༠ホ㆟ဨ ᖹᡂ 28

年 5 ᭶

㹼 ᖹᡂ

29 年 5

᭶ 

子ࡕࡓࡶの健ᗣࢆᏲࡵࡓࡿάືし࡚ࢽࣘࡿ࠸

┴しዉⰋ⤖⥾ࢆ༠ຊ༠ᐃ༠ࣇࢭࢽの᪥本ࣘࣇࢭ

おࣇࢭࢽࣘࡿࡅάືの᥎㐍ࢆᅗࢆࡇࡿ目ⓗしࡓ༠

（㛗 ⏑治夫ዉⰋ᪂⪺♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ） 

 

（14）次ୡ௦教ဨ㣴ᡂࣉロ࣒ࣛࢢ⟇ᐃጤဨጤဨ ᖹᡂ 28

年 10᭶

㹼 ᖹᡂ

29 年 3

᭶ 

ዉⰋ┴の教ဨࢆᚿᮃすࡿ学⏕・⏕ᚐࠊዉⰋ┴教育ࢆᢸ

次ୡ௦教ဨࠊし࡚目ⓗࢆࡇࡿ育ᡂすࢆ㈨㉁・⬟ຊ࠺

㣴ᡂࣉロ࣒ࣛࢢのෆᐜ࡚࠸ࡘ༠㆟すࢆࡇࡿ目ⓗ

しࡓጤဨࠋ㛗➼ࡣ⨨かࠊࡎዉⰋ教育大学（学㛗ࠊ

ົᒁ㛗➼）ዉⰋ┴教育ጤဨົᒁ（教育次㛗ࠊᨻ⟇

᥎㐍ᐊㄢ㛗⿵బ➼）ዉⰋ┴ᑠ学ᰯ㛗㛗࣓ࢆンࣂ㸫

し࡚ࡿ࠸ 

 

（15）ዉⰋ┴බ❧ᑠ学ᰯ㛗本部ጤဨ            

ᖹᡂ 25㸪26年度ィ                   

ᖹᡂ 27年度 㛗 

ᖹᡂ 28年度 㛗 

 

ᖹᡂ 25

年 5 ᭶

㹼 ᖹᡂ

29 年 5

᭶ 

ᑠ学ᰯ教育のᐇⓎᒎࢆ目ⓗࠊዉⰋ┴බ❧ᑠ学ᰯ㛗

ࢆᐃのᙺဨな度ࡸ研究大ࠋᅋయࡓࢀࡉ⧊⤌ࡾࡼ

㏻࡚ࡌᑠ学ᰯ⤒Ⴀ࡚࠸ࡘの㈨㉁のྥୖࢆᅗࠊࡾ┴教育

ጤဨの༠㆟ࢆ㏻しᡭ᪥ⓗな教育ㄢ㢟のᙉ㞵ࢆᅗ

㏆␥ྛᗓ┴のᰯ㛗ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ野άືなࡿ

ᅜ㐃ࡣ㏆␥ᑠ学ᰯ㛗༠㆟࡛㸪ᅜのᰯ㛗ࡣ

ྜᑠ学ᰯ㛗加┕し㐃ᦠࢆᅗࠋࡿ࠸࡚ࡗ 

 
（16）⋤ᑎ⏫ࡵࡌ࠸ᑐ⟇ㄪᰝጤဨጤဨ  ᖹᡂ 29

年 4 ᭶

㹼 ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

➼の㜵Ṇࡵࡌ࠸ࠊࡁᇶ࡙つᐃ㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲࡵࡌ࠸

のࡵࡓのᑐ⟇㛵すࡿㄪᰝ研究ࡵࡌ࠸ࠊ㜵Ṇᑐ⟇業の

ᐇຠᛶの᳨ドࠊ㔜大ែかかࡿᐇ㛵ಀࢆ明☜すࡿ

࡚࠸ࡘ⨨ᚲせなᥐࡵࡓᮍ↛㜵Ṇのࡧのㄪᰝཬࡵࡓ

のᥦゝ➼࠺⾜ࢆጤဨࠋ 

 

（17）ዉⰋ┴教育⯆⌮ ᖹᡂ 29

年 4 ᭶

㹼 ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

青ᑡ年ၥ㢟ᑐすࡿ┴Ẹの㛵ᚰ⌮ゎࠊࡵ῝ࢆ青ᑡ年健

育ᡂのࡵࡓの正し࠸ୡㄽのᙧᡂࡸࡇࡿࡵࡘ人

間ᙧᡂおࡿࡅᐙᗞのᙺࢆㄆ㆑しࠊᐙᗞ教育のࡗ࠸

㛵青ᑡ年教育ࠊࡇࡿかࡣࢆ⯆のᨵ善・ᐇ・࠺ࡑ

すࡿಖㆤ⪅୪ࡧ教職ဨの研ಟάື༠ຊしࡑࠊのຓ

目ⓗࢆなࡇࡿࡵࡘ 1980 年(和㸳㸳年)㸲᭶

⨨ዉⰋ┴⥲ྜᗇ⯋ෆࢆົᒁࠋ教育ᅋయࡓࢀࡉ❧タ

 ࠋࡃ
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（18）බ┈㈈ᅋἲ人᪥本教育බົဨ弘῭ዉⰋᨭ部

┘ᰝ 

 

ᖹᡂ 29

年 4 ᭶

㹼 ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

ᑗ᮶♫㈉⊩しᚓࡿ᭷為の人ᮦࢆ育ᡂすࠊࡵࡓࡿዉⰋ

┴ᅾఫの子のࠊࡕ࠺優⚽な学ᚐᑐしዡ学金ࢆ㈚ࠊ教

育一⯡ࠊ特᭷┈な研究ᑐすࡿຓᡂཬࡧ教育㛵ಀ⪅の

人ᮦの㣴ᡂ୪ࡿࡅお┴ዉⰋ࡚ࡗࡶࠊࡾかࡣࢆୖྥ♴⚟

目ⓗࢆࡇࡿᐤす教育ᩥのྥୖⓎᒎ♫ࡧ

すࡿබ┈㈈ᅋἲ人 

 
（19）⋤ᑎ⏫⩏ົ教育学ᰯ᥎㐍ጤဨ ጤဨ㛗 ᖹᡂ 29

年 5 ᭶

㹼 ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

ᖹᡂ 34 年度㛤ᰯணᐃの⏫❧⩏ົ教育学ᰯの教育ㄢ⛬ࠊ

ᰯ⯋ᘓ⠏ࡑࠊの学ᰯ㐠Ⴀ⯡ࠊ⏫ࠊ࡚࠸ࡘ⏫教育ጤ

ဨかࡽのㅎၥࡅཷࢆ㸪ࢀࡑᑐし࡚༠㆟し᳨ࠊウࢆ加

 ࠋጤဨ࠺⾜ࢆ➼ᥦゝࠊ࡚࠼

(20) ୕㒓⏫⏘ᐁ学ᆅᇦάᛶ㐃⤡༠㆟ᖖ任ጤဨ ᖹᡂ 30

年 5 ᭶

㹼 ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

୕㒓⏫の⾜ᨻၟࠊᕤࠊ大学➼の学ᰯࡀ㐃ᦠしࡒࢀࡑࠊ

༠㆟࡚࠸ࡘᆅᇦのάᛶࡽࡀかしな⏕ࢆࡕのᣢࢀ

しࢆࡳ⤌ࡾྲྀࠊ㐍ࡿࡵጤဨࠋ 

(21)➨ 2ᮇ⋤ᑎ⏫子ࡶ・子育࡚㆟ ጤဨ㛗 令 和元

年 7 ᭶

㹼 ⌧ᅾ

 ࡿ⮳

子ࡶ・子育࡚ᨭἲᇶ࡙ࡁタ⨨ࡓࢀࡉ㆟࡛ࠊᅜの

ಖࡕかな育ࡸの健ࡶ子ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆᆅᇦのໃࡸྥື

ㆤ⪅の子育࡚ࢆᨭすࡇࡿなࡾࡼ子ࢆࡶ安ᚰ

し࡚⏘ࡳ育࡚࡚ࡿࡅ࠸⎔ቃసࢆࡾ㐍ࡵࡓࡿࡵのࠕ⋤ᑎ⏫

子ࡶ・子育࡚ᨭ業ィ⏬ࠖのᑂ㆟࠺⾜ࢆ㆟ࠋ 

㸲 ࡑの   

特記㡯なし   

   

研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

     

（学⾡ㄽᩥ）     

 ࡃ㛤ᆅᇦࢆ学ᰯࠕ1

ሗⓎಙタ㛤ᨺࠖ 

༢ⴭ ᖹᡂ 28 年 9

᭶ 

ᖹᡂ 23 年度ዉⰋ┴

ᑠ・中学ᰯ㛗研究紀

せ 

సᡂ・⦅㞟㸸ዉⰋ┴ᑠ学ᰯᰯ㛗・中学

ᰯᰯ㛗 

ᆅᇦࡓࡅྥሗⓎಙࡸ学ᰯタの㛤

ᨺࠊ学ᰯᨭࣛ࣎ンテのᑟධな㛤

かࡓࢀ学ᰯ࡙ࡀࡾࡃ㐍ࡀࡿ࠸࡛ࢇ⥅⥆

すࠊࡣࡿ学ᰯᆅᇦの᪉࡚࢘ࡗ

子ࠋࡿᚲせ࡛あࡀンの㛵ಀ࢘・ン

ࡉಙ㢗ᆅᇦࠊ༠ຊし࡚ࡗ㢪ࢆのᡂ㛗ࡶ

ࢆࡇ目ᣦし௨ୗのࢆ学ᰯࡿࢀࡉឡࢀ

ᥦしࠋࡓ 

（ᢸᙜ p46㹼p48） 

 
2⏕ά⛉♫⛉の㐃ᦠ

の一⪃ᐹ 

㸫㜵⅏教育ࢆどⅬ㸫  

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 9

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学研究紀

せ ➨ 5㞟 

᪥本のᅜᅵࡣ⅏ᐖ大ᅜ࡛ࣜ࠺࠸ࡿス

ࡿᒃఫすࠊ㠃ࠊࡶࡿ㏙ࢆࢡ

人ࠎの༴ᶵព㆑ࡣపࢆࡇ࠸ෆ㛶ᗓの

ㄪᰝࢆᇶㄽࠋࡓࡌ特㜵⅏教育の目ⓗ

すᙺࡓᯝ教育の㜵⅏教育ົ⩏

の学⛉♫ࡽά⛉か⏕ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘ

⩦ᣦᑟせ㡿の㐃⥆ᛶࠕ⮬ຓ・ඹຓ・බ

ຓࠖの⪃ࢆ࠼⨨࡙ࠊࡅ⌧ᅾの教⛉書ࢆ

ศᯒしࠋࡓ⏕ά⛉の学⩦ࠕࡣ⮬ຓࠖ中ᚰ

࡛⛉♫ࠊࡾあ࡛ࡇࡪ学ࢆඹຓࠖࠕ

し࡚ඹຓ+බຓࠖのබẸⓗ㈨㉁ࠕࠊࡣ

⅏ᐖ࡚࠸ࡘの知㆑⋓ᚓពḧࢆ中ᚰ

ᤣࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠼ࢆᏲࡿ一㑊㞴

᭷ຠな✵間ⓗㄆ知の⋓ᚓ♫⛉ࡣ㈉

⊩し࡚ࢆࡇࡿ࠸ㄽࠋࡓࡌ 

ඹⴭ⪅㸸松田智子ࠊ山田均 

ᢸᙜ㸸ㄽᩥᚋ༙の♫⛉㜵⅏教育の

㛵㐃の部ศ 

（p146㹼p150）༢ⴭ 

 

人間－334



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

3♫⛉ᣦᑟおࡿࡅᆅᇦ

の教ᮦ 

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 12

᭶ 

᪥本人間教育学 ♫⛉ࡣᡓᚋのẸ⩏教育の中᰾ࢆな

すࡶのし࡚タ❧ࡑࠋࡓࢀࡉの目ⓗࡣ青ᑡ

年♫⏕άࢆ⌮ゎࠊࡏࡉ青ᑡ年ࡾࡼࡀⰋ

ࡇࡘᣢࢆពḧຊ⬟ࡿ㐀すࢆ♫࠸

࡛あࡇࠋࡿの目ⓗࢆ㐩ᡂすࠊࡣࡵࡓࡿᆅ

ᇦࢆ学ࢆࡇࡪ大ษしなࡤࢀࡅなࡽな

࠸お次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿の᳨ウࠊᅾ⌧ࠋ࠸

テࢡ）ࡧ学࠸῝యⓗ・ᑐヰⓗ࡛ࠕ࡚

ࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㔜どࡀࠖ（ࢢンࢽ㸫ࣛ・ࣈ

ᚲせな㈨ࡵࡓࡿなᡭࡾᮍ᮶のࡣࢀ

㉁・⬟ຊの育ᡂࡀࡇ࠺࠸㔜ど࠸࡚ࢀࡉ

ᑠ学ᰯ♫⛉教育࡛ࡇࡑࠋࡿあ࡛ࡽかࡿ

お࡚࠸♫ⓗ㇟ࢆ⮬ศࡈし࡚ᤊࠊ࠼

ලయⓗほᐹ・ㄪᰝྍࡀࡇ࠺⾜ࢆ⬟࡛あ

ᆅᇦ教ࡿ࠼ぢࡀ࠸㢪ࡸࡳᚋの人のႠ⫼ࠊࡾ

ᮦࢆά⏝すࡀࡇࡿᴟ࡚ࡵ㔜せ࡛あࡿ

ᮍ᮶のࡕࡓ子౪࡚ࡵᨵࠊし࡚ࡑࠋࡿ࠼⪄

ࡾᡭなࡵࡓࡿの㈨㉁・⬟ຊࢆ育࡚ୖࡿ

࠸ࡘの᭷ຠᛶࡇࡿࡆୖࡾྲྀࢆᆅᇦࠊ࡛

࡚⪃ᐹしࠋࡓ（p75㹼p83） 

 

4 ⏕ά⪅し࡚のᇶ♏ⓗな

⬟ຊの育ᡂࡊࡵࢆす⏕ά

⛉ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29 年 11

᭶ 

᪥本人間教育学大

➨ 3ᅇ 研究Ⓨ⾲せ

᪨㞟 

1989年（ᖹᡂ元年）⏕ά⛉ࡀㄌ⏕し࡚

間ࡶなࡃ 30年ࢆ㏄ࠋࡿ࠼⏕ά⛉タ⨨ࠊࡣ

ᑠ学ᰯ教育おࠊ࡚࠸ప学年ඣ❺ࡾࡼࡀ

యⓗ学⩦ࡑࠊࡳ⤌ࡾྲྀのάືの㐣

⛬࡛友㐩ࡸᆅᇦの人ࠊࠎ⮬↛の≀な

ࡿ࠼⪄࡚࠸ࡘศの⏕ά⮬ࠊᑐヰし

㌟ࢆ⬟ᢏࡸ័⩦άୖᚲせな⏕ࠊࡶ

❧⮬ࠊࡅのᇶ♏ࢆ㣴ࡇࡃ࠸࡚ࡗ

次のࠊࡉࡲࡣࢀࡇࠋࡿあࡀ⩏のពࡑ

学⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞの㊃᪨࡛あࠕࡿయ

ⓗ・ᑐヰⓗ࡛῝࠸学ࡀࠖࡧ⨨࠸࡚࠸

యⓗ・ᑐヰⓗࠕࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠼ゝࡿ

し࡚教せᅉࡿࡏࡉ❧ᡂࢆࠖࡧ学࠸῝࡛

師のᨭ╔目しࠕࠊ学⩦ෆᐜࢆᵓ㐀ⓗ

ຊࠖࡿ㛤Ⓨすࢆ教ᮦࠕຊࠖࡿ࠼ࡽ

⪄ᇶࢆ㊶ᙜ࡚࡚ලయⓗなᐇࢆどⅬ

ᐹしࠋࡓ ඹⴭ⪅㸸中㐨ዉ㷗美ࠊ山田均     

（p14㹼p15） 

 
のඹ㏻⌮ゎ≦⌧᪉ྥࠕ5

 ࠖࡿすࡃᙉࢆ学ᰯࡀ

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年 3

᭶ 

ู教職研ಟ 教育

㛤Ⓨ研究ᡤ 

特ูᨭ教ࡸのㄢ㢟Ⓩᰯな・ࡵࡌ࠸

育のᐇのᑐᛂࠊ㈋ᅔၥ㢟のᑐᛂな

㞧・ከᵝ「ࡀㄢ㢟ࡿ࠼学ᰯのᢪࠊ

しࠊ学ᰯồࡿࢀࡽࡵᙺࡀᣑ大し࡚࠸

ࢲ㛗のࣜ㸫ᰯࠕࡣࡽ中教ᑂかࠊࡓࡲࠋࡿ

㸫ࣉࢵࢩのୗࠊカࣜࠊ࣒ࣛࣗ࢟᪥ࠎの教

育άືࠊ学ᰯの㈨※ࡀ一యⓗマ࣓ࢪࢿ

ンࠊࢀࡉࢺ教職ဨࡸ学ᰯෆのከᵝな人ᮦ

ࢆかし࡚⬟ຊ⏕ࢆのᑓ㛛ᛶࢀࡒࢀࡑࠊࡀ

Ⓨしࠊ子౪ࡕࡓᚲせな㈨㉁・⬟ຊࢆ

☜ᐇ㌟ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉࡅ学

⟆ࡀ学ᰯࠖの᥎㐍࣒チ㸫ࠕࡿࡺࢃ࠸ࠖᰯ

㘠ᆺࠖࠕࡽか࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏦

ᨵ善ࢆ࠺ࡼࡾ学ᰯ⤌⧊のあࡿࢀࢃゝ

しᰯࠊ㛗のࣜ㸫ࢲ㸫ࣉࢵࢩሗ➼の教

職ဨ間の᪉ྥⓗなඹ᭷しࠊ⤌⧊ᩥ

し࡚のྠᛶ➼ࢆ㔜どすࡿ༠ാࡼ

学ᰯࠊࡵࡓࡿᅗࢺン࣓ࢪࢿ学ᰯ⤌⧊マࡿ

㏻ಙのά⏝ࢆ㏻し࡚࠸ࡘ⤌ྲྀࡓሗ࿌

しࠋࡓ(p60㹼p61) 

人間－335



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

6 ♫⛉教育おࡿࡅぢ

᪉・⪃࠼᪉ࡣ 㸫ぢ᪉・

⛉か♫ࡿ育࡚ࢆ᪉࠼⪄

ࡿࡏാかࢆ᪉࠼⪄・ぢ᪉ࡽ

♫⛉㸫 

༢ⴭ ᖹᡂ 30 年 2

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ ➨

8㞟 

ᖹᡂ 29 年 3 ᭶࿌♧の学⩦ᣦᑟせ㡿♧

ࡀのኚᐜ࠼᪉ࠖのᤊ࠼⪄・ぢ᪉ࠕࡓࢀࡉ

♫⛉教育㛵ಀす⪅ࡿࡓ࠼ン

ᖹᡂࠋࡿあࡀのࡶ࠸ࡁ大ࡣࢺࢡࣃ 29 年

10 ᭶㛤ദࡓࢀࡉᅜ♫⛉教育学

➨ 66ᅇ研究大࡛ࠕࠗࡣ ぢ᪉・⪃࠼᪉࠘

ㄽ࡛♫⛉ࡣኚࡿࢃのか㸽ࠖࢩ࠺࠸ン

⪄・ⓗなぢ᪉♫ࠊࢀࡉ㛤ദࡀ࣒࢘ࢪ࣏

ࢆ᪉ࡾし࡚のあ⛉⛉の教♫ࡣ᪉࠼

ぢ┤すࡶのなࡾᚓࡿのか㆟ㄽし࡚࠸

࠼⪄・ぢ᪉ࠕࡣ⛉教育♫ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ

᪉ࠖのᤊࡶ࠼ኚᐜし࡚ࡃ࠸のかࠊ

⪃ᐹしࠋࡓ（p109㹼p117） 

 の♫⛉教育ࡽかࢀࡇࠕ7

㹼㈨㉁・⬟ຊࢆ㠃㹼  ࠖ

༢ⴭ ᖹᡂ 30 年 3

᭶ 

ዉⰋ┴教育） ࡲࡸ

⯆） 

ᖹᡂ 29 年 3 ᭶࿌♧ࡓࢀࡉ次ᮇᑠ学ᰯ

学⩦ᣦᑟせ㡿の♫⛉ࠕࠊ࡚࠸ࡘయ

ⓗ・ᑐヰⓗ࡛῝࠸学ࠖࡧのᐇ⌧ࢆᅗୖࡿ

なෆࡓࢀࡉᨵゞࡸⅬࡿなࢺン࣏࡛

ᐜ࡚࠸ࡘ⪃ᐹしࠋࡓ（p8㹼p11） 

8 ♫ⓗなぢ᪉・⪃࠼᪉

ࡅお⛉ᑠ学ᰯ♫-ࡣ

࠼⪄・ⓗ㇟のぢ᪉♫ࡿ

᪉の一⪃ᐹ- 

༢ⴭ ᖹᡂ 30 年 8

᭶ 

オンࣛンࢪャ࣮ࢼ

ルࠕ人間教育ࠖ➨ 1ᕳ 

次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ྛࠊࡣ教⛉➼の目ᶆ

ࡿのᰕ࡛あࡘ㈨㉁・⬟ຊの୕ࢆෆᐜࡸ

⾲ࠊຊุ᩿ࠊᛮ⪃ຊࠕࠊࠖ⬟ᢏࠊ知㆑ࠕ

⌧ຊ➼ࠖࠕ学ྥࡧか࠺ຊࠊ人間ᛶ➼ࠖ

明ࡀ㈨㉁・⬟ຊࠊࢀࡉ⌮ᩚ࡚࠸ᇶ࡙

ࡣ࡚࠸お⛉ᑠ学ᰯ♫ࠋࡓࡗな☜

ࡏാかࢆ᪉ࠖ࠼⪄・ⓗ㇟のぢ᪉♫ࠕ

㣴ࢆ♏し࡚の㈨㉁・⬟ຊのᇶබẸࠊ࡚

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡇ࠺

ࠊ㏻し࡚ࢆ㊶ᐇ㝿の♫⛉のᐇࠊ࡛ࡇࡑ

ඣ❺ࡀのࠕ࠺ࡼ♫ⓗ㇟のぢ᪉・

ࡸⓗ㇟の特Ⰽ♫ࠊࡏാかࢆ᪉ࠖ࠼⪄

┦の㛵㐃ࠊពࢆከゅⓗ⪃ᐹしࠊ♫

ぢࡿࢀࡽㄢ㢟ࡸ♫の㛵ࡾࢃ᪉

のか⪃ᐹࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ㑅ᢥ・ุ᩿すࢆ

すࠋࡿ 

8 ⩏ົ教育学ᰯ࡚࠸ࡘ

の一⪃ᐹ-⋤ᑎ⏫ࡀ目ᣦす

⩏ົ教育学ᰯのྲྀ⤌ࢆ㏻

し࡚- 

༢ⴭ ᖹᡂ 30 年 9

᭶ 

オンࣛンࢪャ࣮ࢼ

ルࠕ人間教育ࠖ➨ 1ᕳ 

2015年学ᰯ教育ἲࡀᨵ正ࠊࢀࡉ᪂ࡓ

ᑠ中一㈏教育࠺⾜ࢆ⩏ົ教育学ᰯࡀ加

ᡓᚋの教育ᨵ㠉ࠊࡣࡇのࡇࠋࡓࢀࡽ࠼

㸴・㸱ไࠖのᑠ学ࠕࡓࢀࡽࡅタ࡚ࡗࡼ

教育ไ度のぢ┤しົ⩏࠺࠸中学ᰯࠊᰯ

⋥┴ዉⰋࠊᅾ⌧ࠋࡿの࡛あࡶࡿࡀなࡘ

ᑎ⏫࡛ࡣ⩏ົ教育学ᰯタ⨨のྲྀ⤌ࢆ

㐍ࡑࡣ⪅➹ࠋࡿ࠸࡚ࡵの᥎㐍ጤဨの一人

㸴・㸱ࠕࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸し࡚ཧ⏬し࡚

ไࠖぢ┤しࡀᅗࡸ⦌⤒ࡓࡁ࡚ࢀࡽ⩏ົ

教育学ᰯタの⫼ᬒ࡚࠸ࡘ⪃ᐹすࡿ

⨨ᑎ⏫の⩏ົ教育学ᰯタ⋥ࠊࡶ

のྲྀ⤌の≧ἣ➼᳨࡚࠸ࡘドすࠋࡿ 

9 ⏕ά⪅し࡚のᇶ♏ⓗ

な⬟ຊの育ᡂࡊࡵࢆす 

-♫のかかࡾࢃのẼ

ࢆࡁ⏕かしࡓ学⩦ࡵࢆ

 -し࡚ࡊ

ඹⴭ ᖹᡂ 30 年 9

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ ➨

9㞟 

本✏࡛ࠕࡣඣ❺ࠗࡀ学⩦の人බ࠘な

ά⏕ࡁࡿࢀࡉಖ㞀ࡀ教育ᶵࠖࡿᚓࡾ

⛉の学⩦おࠊ࡚࠸教師ࡀの࠺ࡼᨭ

すࠊ࡛ࡇࡿ教⛉の特ᛶࢆ⏕かしࡘ

័⩦άୖᚲせな⏕ࠕ特ࠊの目ᶆࡑࠊࡘ

ࢆ♏のᇶ❧⮬ࠊࡏࡉࡅ㌟ࢆ⬟ᢏࡸ

㣴ࢆࡇ（2ࠖ࠺㐩ᡂすࡘࡇࡿなࡀ

ᑎ⏫❧⋤ᑎ༡ᑠ⋥ࢆࡇ࠺࠸のかࡿ

学ᰯ中㐨教ㅍのᐇ㊶ࡶࢆ⪃ᐹし࡚

ࠊඹⴭ⪅㸸中㐨ዉ㷗美 ࠋࡿすࡇࡃ࠸

山田均 

人間－336



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

10 ඣ❺の学⩦ࡿࡵ῝ࢆ

教ᮦ研究 -ඣ❺のぢ᪉・

 -ࡣ教ᮦࡿ育࡚ࢆ᪉࠼⪄

༢ⴭ ᖹᡂ 31 年 2

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ ➨

10㞟 

 

本✏࡛ࠊࡣ᭷田和正のᥦၐしࠖࢱࢿࠕࡓ

㛤Ⓨの⪃࠼᪉ࠊࡶࢆඣ❺ࡀయⓗ

学⩦ࡑࠊࡳ⤌ࡾྲྀの⪃ࡿࡵ῝ࢆ࠼教ᮦ

のᅾࡾ᪉ࢆᐇドⓗな᳨ドࢆ㐍ࠊࡵࡓࡿࡵ

❧ࢆ⏬ᣦᑟィࠊ࠸⾜ࢆ教ᮦ研究ࡀ⪅➹

ᑎ⏫❧⋤ᑎ༡ᑠ学ᰯの⋥ࠊ࡚ 6年⏕の学

⩦ᣦᑟࢆ㏻し࡚ࠊ教ᮦの㔜せᛶ࡚࠸ࡘ

᳨ドࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

11 ♫ⓗなぢ᪉・⪃࠼᪉

ㄆ♫ࡣࡧ学ࡿࡏാかࢆ

㆑ࢆ育ࡴ 

ඹⴭ 令和元年 9᭶ ዉⰋ学ᅬ大学紀せ ➨

11㞟 

本✏࡛ࠕࠊࡣ♫ⓗなぢ᪉・⪃࠼᪉ࢆാ

かࠊ࡚ࠖࡏ♫⛉学⩦ࢆᒎ㛤し࡚ࡇࡃ࠸

౯್ㄆ㆑ࠖࠕᇶࢆᐇㄆ㆑ࠖࠕࠊࡣ

ࢭロࣉㄆ㆑ࠖのᙧᡂ♫ࠕ࠺࠸࠺⾜ࢆ

ス㔜なࡶࡿの࡛あ࡛ࡲࢀࡇࠊࡾかࡽ♫

⛉教育ࡀ目ᣦし࡚ࡓࡁබẸし࡚の

㈨㉁・⬟ຊのᇶ♏ࢆ㣴࠺教育のᅾࡾ᪉ࡑ

のࡶの࡛あࠊࢆࡇ࠺࠸ࡿዉⰋᕷ❧బ

ಖᑠ学ᰯ田中教ㅍのᐇ㊶᳨ࡶࢆド

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

ඹⴭ⪅田中雅௦ࠊ山田均 

ࢆࢻࣛࣉࢡࢵࣅࢩ 12

㔊ᡂすࡇࡿのྍ⬟ᛶ

 ࡚࠸ࡘ

༢ⴭ 令和 2年 3᭶ ዉⰋ学ᅬ大学紀せ ➨

12㞟 

♫⛉教育࡛ྲྀࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾᆅᇦ♫

のゎỴࡑࠊᢕᥱし࡚ࢆㄢ㢟ࡿࢀࡽぢ

ࠊ㑅ᢥ・ุ᩿しࢆ᪉ࡾࢃの㛵♫࡚ࡅྥ

ၥ㢟ゎỴయⓗࠊ࠼⪄ࢆ♫࠸Ⰻࡾࡼ

し࠺ࡼすࡿែ度ࢆ㣴ࢆࡇ࠺㏻し࡚ࠊ

ᆅᇦ♫ᑐすࡿࡾឡࡸᆅᇦ♫

の一ဨし࡚の⮬ぬࢆ㣴ࢆࡇ࠺目

ᣦしࡓ学⩦ࢆᒎ㛤し࡚ࠋࡿ࠸目ᶆし࡚

ᆅᇦのၥ㢟ࡿࢀࡤࠊࡣ࡛✏本ࠋࡿ࠸

άయⓗࠊࡕࡶࢆᑐし࡚ᙜ⪅ព㆑

ືすࠖࢻࣛࣉࢡࢵࣅࢩࠕࡿの㛵㐃

ࢇ⤌ࡾ⛉教育࡛ྲྀ♫࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸ࡘ

⤌ࡾ目ᣦし࡚ྲྀࢆ⏬ཧ♫ࡿ࠸࡚ࡁ࡛

࠸ࡘの㛵ಀᛶࡑࡶࢆࡓࢀࡲ

࡚⪃ᐹし᳨ࠊドࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

     （のࡑ）

特記㡯なし     
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教  育  研  究  業  績  書 

令和㸰年㸱᭶㸱㸯᪥    

Ặྡ 太田 雄久 

研   究   ศ   野 研 究 ෆ ᐜ の ࢻ ࣮ ࣡ ࣮ ࢟ 

教育学 教育᪉ἲ(⌮⛉)・教⛉教育（⌮⛉）・学⣭⤒Ⴀ 

教  育  ୖ  の  ⬟  ຊ    㛵  す  ࡿ    㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ           せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 
(㸯)ᑠ学ᰯ⌮⛉ࣞࢺ࣮࣏సᡂࡿࡼ⛉学ⓗなᛮ⪃

ຊ・⾲⌧ຊの育ᡂ 

 
ᖹᡂ 22年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶ 
 

 
ᑠ学ᰯ⌮⛉の学⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞのᨵ善のලయⓗ㡯
一ࡀ᪉࠼⪄ࡸඣ❺の⛉学ⓗなぢ᪉ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡛
ᒙ῝࠺ࡼࡿࡲ㸪ほᐹ・ᐇ㦂の⤖ᯝᩚࢆ⌮し⪃ᐹし
⾲⌧すࡿ学⩦άືࠖのᐇし࡚㸪子ྛࡶ༢元
の⤊ᮎ࡛のࣞࢺ࣮࣏సᡂࡑࠋࡓࡏࡲ⤌ࡾྲྀの⤖ᯝ㸪
ほᐹ・ᐇ㦂の⤖ᯝᩚࣇࣛࢢࢆ⌮しࡾࡓ㸪ணࡸ௬
ㄝ㛵㐃࡙࡚ࡅ⪃ᐹしࡾࡓしࢆࡇࡓゝㄒάືし
࡚⾲⌧すࡿᚲせᛶࢆ子ࡶ⌮ゎࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ
ࡇࡿᐇすࡶの授業࡛のゝㄒάືࠎ㸪᪥ࡶࡿ
ࡸ学ⓗなᛮ⪃ຊ⛉ࡘࡘ࠼ࢆᙳ㡪㸪┦ࡁ࡛ࡀ
⾲⌧ຊࢆ育ᡂすࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 
（大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ࡛のᐇ㊶） 
 

 
(㸰) ࠕ㸿エࢿル࣮ࢠ・⢏子ࠖ㡿ᇦおࡿࡅぢ࠼な

 の教ᮦ㛤Ⓨ⛉⌮ࡿす࠺ࡼࡿ࠼ぢࢆのࡶ࠸
 
 

 
ᖹᡂ 25年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶ 
 
 

 
のࡶ࠸な࠼ぢࡿࡅお⢏子ࠖ㡿ᇦ・࣮ࢠルࢿ㸿エࠕ
⾜㸱年⏕⌮⛉の༢元࡛ࢆ教ᮦ㛤Ⓨࡿどすྍࡿすࢆ
㸪࡚࠸おのᛶ㉁ࠖの༢元▼☢ࠕ㸪ࡣලయⓗࠋࡓࡗ
ぢ࠼な࠸☢▼のຊのാࡁ᪉ྍࢆどすࡵࡓࡿ㸪Წ
ࡃ㛗ࢆᴟྠኈ␗のࡶࡓ㐃⤖しࡃᴟྠኈ㛗ྠࢆ▼☢
㐃⤖しࡶࡓのࢆసࡃࡘࡽࢀࡑࠋࡓࡗ㕲࡛࡛ࡓࡁ≀
のࡁࡘ᪉の㐪࠸かࡽ㸪子ྠࡣࡶᴟྠኈおࡧࡼ␗ᴟ
ྠኈ㏆࡙ࡁࡓࡅの☢▼のຊのാࡁ᪉の㐪ࡽࢆ࠸
退ࡿࡅ㏆࡙ࢆᴟྠኈྠࠕ㸪ࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼
⌧࠺࠸ࠖ࠺ྜࡁᘬࡿࡅ㏆࡙ࢆ㸪␗ᴟྠኈ࠸ྜࡅ
᪉ࡁのຊのാ▼☢࠸な࠼ぢࡣࡶ㸪子࡚࠸ࡘ㇟
ゐࢀなࡽࡀ㸪⮬ศなࡾの⾲⌧࡛ㄝ明すࡁ࡛ࡀࡇࡿ
ルࢿエࠕ㸪㸱年⏕のࡣのጼࡽࢀࡇࠋࡓࡗな࠺ࡼࡿ
ホ౯ࡿ࠸࡚ࡗ育ࡀ᪉࠼⪄ࡸのぢ᪉࡚࠸ࡘ࣮ࠖࢠ
ࢿエࠕ㸪ᑠ学ᰯ㸱年⏕࡛のࡓࡲࠋࡿの࡛あࡶࡿࡁ࡛
ル࡚࠸ࡘ࣮ࠖࢠのホ౯つ‽し࡚㸪ᥦᛶのあࡿ
 ࠋࡓࡗなのࡶ
（大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ࡛のᐇ㊶） 
 

 
(㸱) ỗ⏝ ᐃ⨨ࠕ㹑㹎㸿㹐㹉ࠖࡓ࠸⏝ࢆᑠ学ᰯ

⌮⛉の授業㛤Ⓨ 
 

 
ᖹᡂ 23年 4᭶
㹼ᖹᡂ 24年 3
᭶ 
 
 
 
 
 
 

 
大㜰教育大学のࣙࢩ࣮࣋ࣀン人ᮦ育ᡂࡓࡅྥカ
ඛࢆのᐇドࡑ教ᮦ・教授᪉ἲの㛤Ⓨࡸ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ
ᑟⓗ教育研究ࠕࡴ⤌ࡾྲྀ⛉学教育ࣉロࢺࢡ࢙ࢪ
（㏻⛠）ࠖ し࡚㸪ᑠ学ᰯ⌮⛉の目ᶆの㔜Ⅼ࡚࠸お
ᣲࠕࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆඣ❺ࡀほᐹ㸪ᐇ㦂なの⤖ᯝᩚࢆ
⌮し㸪⪃ᐹ㸪⾲⌧すࡿάື࠸⾜ࢆ㸪学ࢆࡧ⏕άの
かかࡾࢃの中࡛ぢ┤し㸪⮬↛の≀・⌧㇟࡚࠸ࡘ
のᐇឤࢆకࡓࡗ⌮ゎࢆᅗࡿάືࠖࢆලయしࡓ授業
㛤Ⓨし࡚㸪㸳年⏕ࠕ㟁☢▼のࠖࡁࡽࡓࡣの༢元࡛㸪
ỗ⏝ ᐃ⨨ࢆࡓࡗ授業㛤Ⓨࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの⤖ᯝ㸪
㟁ὶのᙉࢥࡸࡉルのᕳᩘࡁのኚなࡿࡼ㟁☢
▼のࡘࡶ☢ຊのኚࢆᐃ㔞ⓗㄆ㆑し㸪㟁☢▼の☢
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ຊのᙉࢆࡉኚࡿࡏࡉ᮲௳ࢆ⌮ゎࠋࡓࡏࡉ 
（大㜰教育大学ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ࡛のᐇ㊶） 

 
(㸲) 子ࡶのឤᛶࢆാかࡏ⛉学ⓗなぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉

 の授業ᣦᑟ᪉ἲ㛤Ⓨ⛉⌮ࡴ育ࢆ

 
ᖹᡂ 25年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶ 

 
⌮⛉の目ᶆあࠕࡿ⛉学ⓗなぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉ࠖࢆ育ࡴ
ാかࢆのឤᛶࡶ㸪㸱年⏕⌮⛉の授業࡛㸪子ࡵࡓ
࠼ࠋࡓࡗ⾜࡚ࡌ㏻ࢆ㸪年間ࢆな授業㛤Ⓨ࠺ࡼࡿࡏ
の༢元࡛ࠖࡾࡃࡘのయの≀᳜ࠕのࡵࡌࡣ⏕㸪㸱年ࡤ
㸪ᩘ㸪Ⰽ㸪ኚࡁのほᐹのどⅬ（ど⥺のྥࡶ㸪子ࡣ
な）のពࡅ㸪౯್ࢆࡅᣦᑟ⪅ࡇ࠺⾜ࡀ
࡛㸪⮬↛の≀・⌧㇟ࢆぢࡿ㝿のどⅬࢆቑࡸしࠋࡓ
㸪ほᐹ࠼ቑࡀの᳜≀のほᐹのどⅬࡶの⤖ᯝ㸪子ࡑ
の㉁ୖྥࡀしࡓࡲࠋࡓ㸪௨㝆の༢元おࡶ࡚࠸㸪ึ
ᮇ㇟のฟࡸ࠸ほᐹ・ᐇ㦂の㝿ከᵝなẼࡀࡁ
ࢆయⓗなၥ㢟ゎỴࡀࡶ㸪子ࡾな࠺ࡼࡿࢀࡲ⏕
㏻し࡚㸪⛉学ⓗなぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉ࢆ㌟ࡀࡇࡿࡅ
 ࠋࡓࡁ࡛
（大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ࡛のᐇ㊶） 
 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ 
(㸯)育ᐇ⩦⏕ࣃンࢺࢵࣞࣇ 
  大㜰教育大学㝃ᒓᑠ学ᰯ⌮⛉部 

 
ᖹᡂ 24年 4᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
教育ᐇ⩦⏕の⌮⛉の授業࡙ࡾࡃᣦᑟの⬟ຊのྥୖ
㸪⌮⛉ᐊおࡣලయⓗなෆᐜࠋࡓし࡚సᡂし目ⓗࢆ
༴ᶵ⟶⌮㸪教ᮦഛᐊの⎔ቃᩚഛ㸪安‽⛉⌮ࡧࡼ
㛤Ⓨの᪉㸪ᯈ書の᪉ἲ㸪教ᮦࡸᐇ㦂ჾලの特ᛶ㸪
⌮⛉の目ᶆ㸪子ࡶの学⩦άືᣦᑟ⪅のᨭ㸪学
⩦ᣦᑟの書ࡁ᪉なࢆ㏙ࡽࡉࠋࡓ⌮⛉の授業
ࢆ┿ࡸ㸪ලయ࡚࠸ࡘෆᐜࡿࢃ㛵ᣦᑟࡾࡃ࡙
ከ⏝し㸪教育ᐇ⩦⏕ࢃ࡚ࡗかࡸࡾすࡃ⌮ゎ࡛ࡁ
 ࠋࡓ㏙࠺ࡼࡿ
㸿㸲∧ 8ࢪ࣮࣌ 
（ᖹᡂ 24 年度㸪25 年度大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ
学ᰯのᐇ⩦⏕ᣦᑟ࡛⏝） 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯ 
(㸯)大㜰教育大学㠀ᖖ講師し࡚の学⏕ࡿࡼ

授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣ⤖ᯝ 
 
 
 

 
ᖹᡂ 24年 9᭶ 
 
 
 

 
大㜰教育大学㠀ᖖ講師し࡚学⏕ࡿࡼ授業ン
授業研究ࠖ⛉⌮➼ึࠕᢸᙜのࡀ㸪本人ࡿࡼࢺ࣮ࢣ
ࢆホ౯࠸㸪⥲ྜホ౯࡛㸱㸬㸶Ⅼ（㸲Ⅼ満Ⅼ中）高ࡣ
ᚓ࡚ࠋࡿ࠸特ලయⓗなヰ࡛ศかࡸࡾす࠸Ⅼ࡛㸪学
⏕の満㊊度ࡀ高ࡓࡲࠋ࠸㸪授業の‽ഛࡸᕤ夫しࡓ教
ᮦのᥦ♧なࡶ学⏕かࡽዲホ࡛あࠋࡓࡗ 
 

 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 25年 9᭶ 
 
 
 
 

๓年度ᘬࡁ⥆ࡁ大㜰教育大学㠀ᖖ講師し࡚の
学⏕ンࢺ࣮ࢣホ౯ࡣ⥲ྜホ౯࡛㸱㸬㸷Ⅼ（㸲Ⅼ満
Ⅼ中）࡛あࡾ㸪学⏕のฟᖍ⋡の高ࡉ㸪教ဨの♧の
ศかࡸࡾすࡉ㸪学⏕のෆᐜの⌮ゎ度の㸱ࡘの㡯目࡛
特高࠸ホ౯ࢆᚓࠋࡓ 
 

 
(㸰)大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯのᰯ㛗かࡽ

のホ౯ 

 
ᖹᡂ 26年 2᭶ 

 
⌮⛉部࡛ࡣ㸪⛉学教育ࣉロࢺࢡ࢙ࢪの中ᚰし࡚大
㜰教育大学の㐃ᦠࢆᐦし㸪ࣉロࢺࢡ࢙ࢪ᥎㐍
ᐤしࡓࡲࠋࡓ㸪⌮⛉教育部の中ᚰし࡚᪂学⩦ᣦ
ᑟせ㡿ᇶ࡙ࡓ࠸研究ࢆ㐍ࡶࡇࡿࡵ㈉⊩しࠋࡓ
ᴟⓗ✚ࡶし࡚㸪研究㆟のሙ࡛㸪⌮⛉任ࡽࡉ
㛤Ⓨし㸪研究᥎㐍ࢆな教ᮦࡓ᪂ᥦし㸪ពḧⓗ
㸪➨㸱学年ࡣ学年㐠Ⴀ࡛ࡧࡼ学ᰯおࠋࡓ㈉⊩し
任ࡵົࢆ㸪ࢻ࣑ル࣮࣮ࣜࢲのᙺࢆᯝࡓしࠋࡓ学年
ᢸ任ᅋࡵࡲࢆ㸪ඣ❺のᣦᑟࡸಖㆤ⪅の㐃ᦠࢆ
ᐇࡏࡉ㸪学ᰯ⧊⤌ࢆし࡚ᶵ⬟ࠋࡓࡏࡉ教育ᐇ⩦
部࡛ࡣ㸪教育ᐇ⩦任ࢆ⿵బし㸪教育ᇶ本ᐇ⩦㸪➨
㸰部㸲ᅇ⏕ᐇ⩦㸪㸯᪥教育ᐇ⩦㸪教育ᐇ⩦オࣜエン
テ࣮ࣙࢩンなのᐇ⩦㛵㐃業ົࡾࢆなࡃ㐠Ⴀし
 ࠋࡓ
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(㸱)⛉研㈝⋓ᚓのࡵࡓの研究⿵ຓ 

 
ᖹᡂ 26年 3᭶ 

 
大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ教ㅍし࡚㸪ᖹᡂ 25
年度⛉研㈝（ዡບ研究）ᛂເしࠋࡓ（研究༠ຊ⪅ࡣ㸪
大㜰教育大学⛉学教育ࢭン࣮ࢱ特任准教授 ௰矢史
雄Ặ࡛あࠋࡿ）テ࣮マࠕࡣ⌧ሙ教ဨࡿࡼ一㈏ᣦᑟ
授業㘓ࢩステࡿࡼ࣒教育ᐇ⩦⏕ᣦᑟ᪉ἲの㛤
Ⓨ࡛ࠖあࠋࡿ⛉研㈝し࡚ࡣ᥇⏝࡛あࡀࡓࡗ㸪大
㜰教育大学の学ෆ㑅⪃ࡾࡼ㸪⛉研㈝⋓ᚓ࡚ࡅྥ
⥅⥆ⓗ研究ࢆ㐍ࡿࡵ౯್ࡀあࡿテ࣮マ࡛あࡿの
ホ౯ࠋࡓࡅཷࢆ⛉研㈝⋓ᚓの研究⿵ຓ（ᖹᡂ㸰㸴年
度）し࡚㸯㸮の研究⿵ຓ㈝ࢆ⋓ᚓしࠋࡓ 
 

 
(㸲)ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部᥇⏝ᙜ࡚ࡗࡓの

学㛗かࡽのホ౯ 

 
ᖹᡂ 26年 7᭶ 

 
大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ࡛⌮⛉教育ࢆ㸶年間
ᢸᙜし教育᪉ἲᢏ⾡ࡶ㇏か࡛あࡓࡲࠋࡿ大㜰ᗓୗの
ᑠ学ᰯ教ဨのᣦᑟṔࡶከࡃ㸪⌮⛉ࡀⱞᡭな教ဨ
ᐇ㦂➼のᣦᑟࡶ優ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀ㸪㝃ᒓᑠ学ᰯ࡛
ከࡃの教育ᐇ⩦⏕のᣦᑟ⤒㦂ࡶあࡾ㸪本大学の教育
ᐇ⩦ᣦᑟࡶຊࢆⓎ࡛ࡿࡁᮇᚅすࡽࡉࠋࡿ㸪
㠀ᖖ講師し࡚大㜰教育大学࡛⌮⛉教育お࡚࠸
学⏕ᣦᑟࢆᢸᙜしࡓ⤒㦂ࡶあࡾ㸪す࡛㠀ᖖ࡛あ
ࡣ㝃ᒓ࡛ࠋࡿあࡀし࡚の授業の⤒㦂大学教ဨࡀࡿ
ᢸ任ࡸ学年任の⤒㦂ࡶあࡾ㸪学⏕ᣦᑟおࡶ࡚࠸
ዉⰋ学ᅬ大学のࠋࡿ࠼⪄ࡿࡁⓎ࡛ࢆの⤒㦂ࡑ
ᚋࢆᨭࡿ࠼ⱝᡭ研究⪅し࡚ᮇᚅ࡛ࠋࡿࡁ 
 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯 
(㸯)大㜰教育大学の教育ᐇ⩦⏕ᣦᑟᢸᙜ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᖹᡂ 22年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶ 
ẖ年 9᭶ 
（間部） 
 
 
 

 
ẖ年㸪大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯົしࡓ㸶
年間㸪大㜰教育大学教育学部の間部の学⏕ࢆ㸷᭶
の㸯ࣨ᭶間ࢆᣦᑟしࠋࡓ教育ᐇ⩦部し࡚ࡣ㸪ᙜヱ
年度の࡚のᐇ⩦⏕ࢆᣦᑟしࠋࡓ大㜰教育大学㝃ᒓ
ኳ⋤ᑎᑠ学ᰯࡣẖ年度㸯㸮㸮ྡ⛬度の教育ᐇ⩦⏕ࢆ
 ࠋࡿあ࡛ࡾ௨ୗの㏻ࡣᣦᑟのෆᐜࠋࡿ࠸࡚ࢀධࡅཷ
 
・⌮⛉の授業࡙ࡾࡃおࡧࡼᣦᑟసᡂのᣦᑟ（⌮

⛉ᑓ⛉） 
・㡢ᴦ⛉㸪ᅗ⏬ᕤస⛉ࢆ㝖ࡃ㸪ᑠ学ᰯ⛉おࡧࡼ㡿
ᇦの授業࡙ࡾࡃおࡧࡼᣦᑟసᡂのᣦᑟ㸪ᐇ⩦記
㘓の᪉なのᐇ⩦ົ㛵ࡿࢃᣦᑟ㸪学⣭⤒Ⴀ
なの学⣭ᢸ任し࡚のᚰᵓ࡚࠸ࡘ࠼のᣦᑟ
（学⣭ᢸ任） 

・教育ᐇ⩦⏕し࡚のᚰᵓ࠼㸪子ࡶの㛵ࡾࢃ᪉㸪
⅏ᐖなの教ဨのᙺ㸪Ᏺ⛎⩏ົ➼学ᰯ教ဨ
し࡚のつᚊな࡚࠸ࡘのᣦᑟ 

（教育ᐇ⩦部ᢸᙜ） 
 

人間－340



 ᖹᡂ 22年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶ 
ẖ年 11᭶ 
（ኪ間部） 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯົしࡓ㸶年間㸪
ẖ年㸪大㜰教育大学教育学部のኪ間部の学⏕⣙ 40
ࢆྡ 11᭶㸰㐌間ᣦᑟしࠋࡓ教育ᐇ⩦部し࡚ࡣ㸪
ᙜヱ年度の࡚のᐇ⩦⏕ࢆᣦᑟしࠋࡓᣦᑟのෆᐜࡣ
௨ୗの㏻࡛ࡾあࠋࡿኪ間部の学⏕ࡣす࡛ᑠ学ᰯ 2
の࠸ከࡀ⏕学ࡿ࠸ᚓし࡚ྲྀࢆᰯ✀➼のචチࡸ✀
࡛㸪一ᐃの教職ᑐすࡿ知㆑ࢆഛࡑࠋࡿ࠸࡚࠼のࡓ
 ࠋࡓᣦᑟし࡚࠸ࡘ௨ୗのⅬ特ࡵ
 
・ᣦᑟసᡂおࡿࡅほⅬูホ౯のつ‽のタᐃᐇ
㝿のホ౯の᪉ἲ࡚࠸ࡘ（⌮⛉ᑓ⛉） 

・学⣭࡙ࡾࡃお࡚࠸㸪特ูᨭࢆせすࡿඣ❺
の㛵ࡾࢃ᪉ࡸ㸪ࡑの⧊⤌ࡵࡓし࡚ᑐᛂすࡿᚲ
せᛶ࡚࠸ࡘ（学⣭ᢸ任） 

・ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦ㐃ᦠし㸪ඣ❺ࢆ育࡚ࡵࡓࡿの㸪教
師し࡚のᚰᚓࡸ㸪ಖㆤ⪅のⱞなࢆ学⣭ࡸ学
 ࡚࠸ࡘかす᪉ἲ⏕ࡾࡃ࡙ᰯ
（教育ᐇ⩦部ᢸᙜ） 

 
（㸰)大㜰ᗓୗのᑠ学ᰯ教ဨのᣦᑟຊྥୖのࡵࡓの

研ಟのᣦᑟຓゝ 
 
 
 

 
ᖹᡂ 22年 8᭶ 
【2ᅇ目】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大㜰教育大学の学㛗特ูࣉロࢺࢡ࢙ࢪ業（ᆅᇦ㈉
⊩部㛛）の一⎔し࡚㸪年度ᘬࡁ⥆ࡁᐇしࠋࡓ
目ⓗࡣ㸪大㜰ᗓୗの教ဨのᣦᑟຊྥୖ࡛あࠋࡿ 
の⌮⛉ᣦᑟ㸟安ᚰ安⌮⛉ᐇ㦂ᇶ♏講ᗙ࡚ࡵࡌࡣࠕ
（ึ⣭⦅）ࠖࠕ⌮⛉ᐇ㦂ᇶ♏講ᗙ（中⣭⦅）ࠖ のᣦᑟࢆ
中㸪安㠃࠸ከࡀ教育のⱞᡭな教ဨ⛉⌮ࠋࡓࡗ⾜
どⅬࡓ࠸⨨ࢆ研ಟࡣḼ㏄ࠋࡓࢀࡉほᐹ・ᐇ㦂おࡅ
ࡼ᪉㸪⌮⛉ᐊお࠸ᇶ本ⓗなᐇ㦂ჾලのࡸពⅬ␃ࡿ
ຠ࠸な࠸࡚ࡗ載ഛᐊの⎔ቃᩚഛ㸪教⛉書‽⛉⌮ࡧ
ᯝⓗなᐇ㦂᪉ἲ㸪⛉学࡛ࣈࣛࢡᴦしࢱࢿࡿࡵな㸪
ほᐹ・ᐇ㦂のᐇࢆ目ⓗし࡚ࠋࡿ࠸ 
（ᑐ㇟⪅㸸大㜰ᗓୗᑠ学ᰯ教ㅍ㸰㸮ྡ） 

 ᖹᡂ 23年 8᭶ 
【3ᅇ目】 

大㜰教育大学の学㛗特ูࣉロࢺࢡ࢙ࢪ業（ᆅᇦ㈉
⊩部㛛）の一⎔し࡚㸪㐃⥆講ᗙ 3ᅇ目ࢆᐇしࠋࡓ
目ⓗࡣ㸪大㜰ᗓୗの教ဨのᣦᑟຊྥୖ࡛あࠋࡿ 
ほᐹ・ᐇ㦂ᇶ♏講ᗙ ࡅྥ⪅ᚰึࠕ の⛉学ࡶ子ࠕࠖ
ⓗなぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉ࡿࡵ῝ࢆ授業࡙ࠖࡾࡃのᣦᑟࢆ⾜
㸪安ࡣほᐹ・ᐇ㦂ᇶ♏講ᗙࠖ ࡅྥ⪅ᚰึࠕࠋࡓࡗ
㠃どⅬࡓ࠸⨨ࢆ研ಟ࡛あࠋࡿලయⓗࡣ㸪ほᐹ・
ᐇ㦂おࡿࡅ␃ពⅬࡸᇶ本ⓗなᐇ㦂ჾලの࠸᪉㸪 
⌮⛉ᐊおࡧࡼ⌮⛉‽ഛᐊの⎔ቃᩚഛ㸪教⛉書載ࡗ
⌮ᣦᑟし㸪ཧ加教ဨのࢆຠᯝⓗなᐇ㦂᪉ἲ࠸な࠸࡚
⛉授業࡛のほᐹ・ᐇ㦂のᐇࢆ目ⓗし࡚ࠕࠋࡿ࠸子 
ࠖࡾࡃ授業࡙ࡿࡵ῝ࢆ᪉࠼⪄ࡸの⛉学ⓗなぢ᪉ࡶ
ࡃの授業࡙⛉⌮ࡓ目し╔ᡤࡅの目のࡶ㸪子ࡣ
㸪⌮⛉のෆᐜ࡛㸪子ࡣලయⓗࠋࡿの研ಟ࡛あࡾ
教ᮦのࡧཬࡇࡿศᯒすࢆࢁࡇࡿὀ目す࠸ࡘࡀࡶ
特㉁ࢆศᯒすࡇࡿの㔜せᛶࢆ㸪授業ᐇ㊶ࢆし
なࡽࡀᣦᑟしࠋࡓ研ಟཧ加⪅࡚ࡗ㸪明᪥かࡽの
授業࡚ࡗ᭷ព⩏な研ಟなࠋࡓࡗ 
（ᑐ㇟⪅㸸大㜰ᗓୗᑠ学ᰯ教ㅍ㸰㸮ྡ） 
 

 ᖹᡂ 24年 8᭶ 
【4ᅇ目】 

大㜰教育大学の学㛗特ูࣉロࢺࢡ࢙ࢪ業（ᆅᇦ㈉
⊩部㛛）の一⎔し࡚㸪㐃⥆講ᗙ 4ᅇ目ࢆᐇしࠋࡓ
目ⓗࡣ㸪大㜰ᗓୗの教ဨのᣦᑟຊྥୖ࡛あࠋࡿ 
テࢆࠖࡾࡃ授業࡙ࡿࡵ῝ࢆ᪉࠼⪄ࡸ学ⓗなぢ᪉⛉ࠕ
࣮マ研究ࠋࡓࡗ⾜ࢆ子ࡶの⮬↛の≀・⌧㇟
ᑐすࡿぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉ࢆ⛉学ⓗなࡶのኚᐜࡓࡿࡏࡉ
ࡇࡿ介す⤂ࢆ授業ᐇ㊶ࡸ᪉࠼⪄のࡾࡃの授業࡙ࡵ
ࡶ子ࠕࠋࡿ࠸し࡚目ⓗࢆ㸪⌮⛉の授業ຊྥୖ࡛
㸪ࡣࡾࡃの授業࡙⛉⌮࠺⾜ࢆయⓗなၥ㢟ゎỴࡀ
ඣ❺ศᯒ教ᮦศᯒࡀᚲせྍḞ࡛あࢆࡇࡿᐇឤ
しࠕࠖࡇࡓ༢元おࡧࡼ本の授業ᚋの子ࡶのጼࢆ

人間－341



タᐃし࡛࠼࠺ࡓ授業࡙ࡇ࠺⾜ࢆࡾࡃの㔜せᛶࠖࢆ
ㄽࠋࡓࡌ⤖ᯝ㸪῝࠸教ᮦศᯒⓗ☜なඣ❺⌮ゎの㔜
せᛶཷࢆ講⏕ࡣ⌮ゎすࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 
（ᑐ㇟⪅㸸大㜰ᗓୗᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸰㸮ྡ） 
 

(㸱)大㜰教育大学教育学部（➨部）ࠕ⌮⛉教育ἲ  ࠖ  
  ᐇᆅ講師し࡚の授業ࢆᢸᙜ 
 
 

ᖹᡂ 23年 4᭶
㹼ᖹᡂ 24年 3
᭶ 
【㸯年目】 
 
 

大㜰教育大学教育学部（➨部）ࠕ⌮⛉教育ἲࠖお
し࡚㸪授業࡙テ࣮マࢆ高学年の⌮⛉ᣦᑟࠖࠕ㸪࡚࠸
の講⩏㸪授業ᐇ࡚࠸ࡘ㸪ඣ❺ศᯒ㸪教ᮦศᯒࡾࡃ
㊶の⤂介㸪ᶍᨃ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆලయⓗࡣ㸪㸴年⏕
のࠕỈ⁐ᾮのᛶ㉁ࠖの授業ᐇ㊶ࢆ㸪子ࡶのලయ
のࢺ࣮ࣀ記㘓ࢆᣲࡆなࡽࡀ㸪ලయⓗな教ᮦศᯒ
の᪉ࢺ࣮ࣀࡸのホ౯の᪉ࡶ࡚࠸ࡘゐࢀなࡽࡀ
⤂介しࠋࡓ㸴年⏕ࡶࠕのの࠼ࡶ᪉ࠖの༢元࡛㸪ぢ࠼
な࠸✵Ẽのὶࢀ子ࡀࡶὀ目すࡿᑟධのࢹ
⛉⌮㸪ࡵࡓࡓࢀධࡾྲྀࡃከࢆලయࠋࡓ介し⤂ࢆ
の授業ᑐすࡿぢ᪉ࡀኚࡓࡗࢃ学⏕ࡀከかࡓࡗ 
（ཷ講⪅㸸大㜰教育大学㸱ᅇ⏕おࡧࡼ㸲ᅇ⏕ࢆ中ᚰ
 （⣙㸴㸮ྡ

 ᖹᡂ 24年 4᭶
㹼ᖹᡂ 25年 3
᭶ 
【2年目】 

大㜰教育大学教育学部（➨部）ࠕ⌮⛉教育ἲࠖお
高学年の⌮⛉ᣦᑟࠕ㸪࡚࠸ ࠋࡓし࡚ᣦᑟしテ࣮マࠖࢆ
ㄝ明しࢆ学⩦の特ᚩ高学年ඣ❺のⓎ㐩ẁ㝵ࡎࡲ
㸪ඣ❺ศᯒ㸪教ᮦศᯒ㸪ཬࡾࡃ㸪授業࡙ࡽࡉࠋࡓ
授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏の講࡚࠸ࡘホ౯のほⅬ目ᶆࡧ
ᐇ㊶の⤂介ࡶ㸪ᶍ⠊授業ࠋࡓࡗ⾜ࡶලయⓗ
࠸ࡘ᪉ࠖの授業ᐇ㊶࠼ࡶののࡶࠕ㸪㸴年⏕のࡣ
࡚㸪子ࡶのලయのࢺ࣮ࣀ記㘓ࢆᣲࡆなࡽࡀ㸪
教ᮦศᯒの᪉ࢆࢺ࣮ࣀࡸホ౯すࡿ᪉ἲࡸどⅬࡘ
の༢ࠖ࠺ࡻࡌࢇࡓカのࢲ࣓ࠕ⏕㸳年ࠋࡓ介し⤂࡚࠸
元࡛ࡣ㸪子ࢲ࣓ࠕࡀࡶカࢆほᐹしࠋࠖ࠸ࡓ 㢪࠺࠸
ᶍࡸ授業ᐇ㊶ࠋࡓ介し⤂ࢆᑟධの授業ࡘࡶࢆ࠸
⠊授業ࢆከࡾྲྀࡃධࢀ㸪子ࡶのࢺ࣮ࣀ記㘓ࡶከᩘ
⤂介しࡵࡓࡓ㸪教育ᐇ⩦๓の学⏕ࡾ㸪ᑠ学ᰯ⌧
ሙ࡛の⌮⛉の授業ࡸ子ࡶのᛂࡑࡸのホ౯࠸ࡘ
࡚のࢆࢪ࣮࣓ᣢࡁ࡛ࡀࡇࡘ㸪᭷┈な講⩏なࡗ
 ࠋࡓ
（ཷ講⪅㸸大㜰教育大学㸱ᅇ⏕おࡧࡼ㸲ᅇ⏕ࢆ中ᚰ
 （⣙㸴㸮ྡ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᖹᡂ 25年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶ 
【3年目】 

大㜰教育大学教育学部（➨部）ࠕ⌮⛉教育ἲࠖお
し࡚㸪授業࡙テ࣮マࢆ高学年の⌮⛉ᣦᑟࠖࠕ㸪࡚࠸
のᡭࡑホ౯のほⅬࡧ㸪ඣ❺ศᯒ㸪教ᮦศᯒཬࡾࡃ
高学年ඣ❺のⓎ㐩ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏の講࡚࠸ࡘ࡚❧
学⩦ഴྥ࡚࠸ࡘㄝ明しࡽࡉࠋࡓ授業ᐇ㊶の⤂介㸪
ᶍᨃ授業(༢元ࢲ࣓ࡣカ㸪㇋㟁⌫)ࠕࠋࡓࡗ⾜ࢆ知࡚ࡗ
࠸なࡅᥥࡀカࢲ࣓のࡿ࠸ 㸪ࠖࢻ࣮ࣜࠕ⥺ࢵࢣࢯࡁ
ࡇࡿࡅࡘࢆࡾ明か⌫㸪㇋㟁࡛ࡅࡔࡓࡗなࡃなࡀࢺ
ࢆࡿすࡾࡓࡏẼかのᐇࡇࠖ࠸なࡁ࡛ࡀ
⤂介しࠋࡓ学⏕かࡣࡽ㸪ࠕᚑ᮶の࣓ࢲカのぢ᪉ࡀኚࢃ
ࡗศかࡀし࡚㇋㟁⌫の教育ⓗな౯್教ᮦࠕࠋࠖࡓࡗ
ࠋࠖࡓ ᖜの広ࡃ῝ࡾࡼࢀࡇࠋࡓࢀか⪺ࡀኌࡓࡗ࠸
ゎ⌮༑ศࢆ๓のணഛᐇ㦂の㔜せᛶࡸ教ᮦศᯒ࠸
しࡓ学⏕ࡀከᩘ࡛あࠋࡓࡗ 
（ᑐ㇟⪅㸸大㜰教育大学㸱ᅇ⏕おࡧࡼ㸲ᅇ⏕ࢆ中ᚰ
 （⣙㸴㸮ྡ

人間－342



 ᖹᡂ 26年 4᭶
㹼ᖹᡂ 27年 3
᭶ 
【4年目】 

大㜰教育大学教育学部（➨部）ࠕ⌮⛉教育ἲࠖお
し࡚㸪ᶍテ࣮マࢆᑠ学ᰯ⌮⛉授業のᐇ㝿ࠖࠕ㸪࡚࠸
ᨃ授業ࡸᐇ㊶の⤂介ࢆ㏻し࡚㸪ඣ❺ศᯒ㸪教ᮦ
ศᯒ㸪ホ౯のほⅬࡑの᪉ἲ࡚࠸ࡘ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ᶍᨃ授業࡛ࡣ㸪࣮ࣜࢻ⥺ࢆࢺࢵࢣࢯࡁࡎࢃ㇋
㟁⌫明かࢆࡾࡇࡿࡅかࡽ㸪ࠕぢ࠼な࠸部ศྵࡶ
ࡿࡏࡉゎ⌮ࢆࡇࠖࡿ࠸࡚ࡗなのᅇ㊰ࡁ⥆一࡚ࡵ
かすືࢆ⥺の目ࡶ㸪子ࡣ㸪ᐇ㊶の⤂介࡛ࡇ
ࡲ῝ࡣࡧの学ࡶ子࡚ࡗࡼᨭࡸなㄢ㢟タᐃ࠺ࡼ
ࡅࡔࡿࢃኚࡀ⥺目ࠕ㸪ࡣࡽ学⏕かࠋࡓᣦᑟしࢆࡇࡿ
࡛㸪ࡶののぢ᪉ࡀኚࢃࡀࡇࡿࢃかࠕࠋࠖࡓࡗ⮬ศࡓ
㦫のか࠺㐪ࢀࡇࡀࡧ㸪学࡛ࡇࡿάືすࡀࡕ
ࠋࠖࡓしࡲࡁ なࡓࡗ࠸ឤࢆᚓࡽࢀࡇࠋࡓかࡽ㸪
ඣ❺⌮ゎ教ᮦศᯒࡶࢆしࡓ授業࡙ࡾࡃの㔜せ
ᛶࢆ⌮ゎしࡓ学⏕ࡀከᩘ࡛あࡓࡗゝࠋࡿ࠼ 
（ᑐ㇟⪅㸸大㜰教育大学㸱ᅇ⏕おࡧࡼ㸲ᅇ⏕ࢆ中ᚰ
 （⣙㸴㸮ྡ
 

ᖹᡂ 27年 4᭶
㹼ᖹᡂ 28年 3
᭶ 
【5年目】 
 
 
 
 

大㜰教育大学教育学部（➨部）ࠕ⌮⛉教育ἲࠖお
し࡚㸪ᶍテ࣮マࢆᑠ学ᰯ⌮⛉授業のᐇ㝿ࠖࠕ㸪࡚࠸
ᨃ授業ࡸᐇ㊶の⤂介ࢆ㏻し࡚㸪ඣ❺ศᯒ㸪教ᮦ
ศᯒ㸪ホ౯のほⅬࡑの᪉ἲ࡚࠸ࡘ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ᶍᨃ授業࡛ࡣ㸪ఱࡶぢࢲ࣓ࡎカࢆᥥかࡇࡿࡏか
యⓗなࡀࡇࡿࡏࡉぬ⮬ࢆࡾࡶࡘࡿ࠸࡚ࡗ知ࠕ㸪ࡽ
ၥ㢟ゎỴࡘなࢆࡇࠖࡿࡀ⌮ゎࠋࡓࡏࡉᐇ㊶
の⤂介࡛ࡣ㸪࣒ࢦのാࡁの学⩦おࡿࡅ子ࡶの目
⥺のኚࢆ根ᣐ㸪ඣ❺ศᯒホ౯の᪉ἲ࡚࠸ࡘ
ゝཬしࠋࡓ学⏕かࡣࡽ㸪ࠕ教師の教ᮦ研究ࡸඣ❺⌮ゎ
᪂しࡶ子ࠕࠋࠖࡓࡁ☜ㄆ࡛ࢆ㔜せかࢀࡀ
ࡗᛮࡔ大ษࡀかࡿ࠼か࠸ࡀ㸪教師ࢆどⅬ࠸
ࠋࠖࡓ なのឤࢆᚓࡽࢀࡇࠋࡓかࡽ㸪ඣ❺ศᯒ㸪教
ᮦศᯒ㸪ホ౯࡚࠸ࡘの⌮ゎࡓࡵ῝ࢆ学⏕ࡀከᩘ࡛
あࡓࡗゝࠋࡿ࠼ 
（ᑐ㇟⪅㸸大㜰教育大学㸱ᅇ⏕おࡧࡼ㸲ᅇ⏕ࢆ中ᚰ
 （⣙㸴㸮ྡ
 

 ᖹᡂ 28年 4᭶
㹼ᖹᡂ 29年 3
᭶ 
【6年目】 

大㜰教育大学教育学部（➨部）ࠕ⌮⛉教育ἲࠖお
し࡚㸪ᶍテ࣮マࢆᑠ学ᰯ⌮⛉授業のᐇ㝿ࠖࠕ㸪࡚࠸
ᨃ授業ࡸᐇ㊶の⤂介ࢆ㏻し࡚㸪ඣ❺ศᯒ㸪教ᮦ
ศᯒ㸪ホ౯のほⅬࡑの᪉ἲ࡚࠸ࡘ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ᶍᨃ授業࡛ࡣ㸪ఱࡶぢࢲ࣓ࡎカࢆᥥかࡇࡿࡏか
యⓗなࡀࡇࡿࡏࡉぬ⮬ࢆࡾࡶࡘࡿ࠸࡚ࡗ知ࠕ㸪ࡽ
ၥ㢟ゎỴࡘなࢆࡇࠖࡿࡀ⌮ゎࠋࡓࡏࡉᐇ㊶
の⤂介࡛ࡣ㸪子ࡶほᐹࡿࡏࡉࢆのᣦᑟෆᐜࢆ
⤂介し㸪ࡑのᚋ子ࡀࡶかࡓ࠸ほᐹ記㘓ࢆ⤂介しࠋࡓ
㸪ほᐹࡽのほᐹ記㘓のኚᐜかࡶ㸪ᩘྡの子ࡓࡲ
㸪ࡣࡽ学⏕かࠋࡓゝཬし࡚࠸ࡘᚲせなᣦᑟ᪉ἲ
の記㘓ࡶか࡛㸪子ࡿホ౯すࢆの記㘓のఱࡶ子ࠕ
のかࢀࡇࡀࡾࡪࡁኚࡿࢃのか㦫࠸ࡘࠕࠋࠖࡓ࠸㸪
ఱࡶᣦᑟࡎࡏࢆほᐹ記㘓ࢆかࡁな࠸ࡉఏ࡚࠼し
の学ࡶ子࡚ࡗࡼ㸪教師のᣦᑟࡀࡿなࡕࡀ࠸ࡲ
ࢆのឤなࠋࠖࡓឤᚰしのかࡿࡲ῝ࢀࡇࡀࡧ
ᚓࡽࢀࡇࠋࡓかࡽ㸪ඣ❺ศᯒ㸪教ᮦศᯒ㸪ホ౯ࡘ
 ࠋࡿ࠼ゝࡓࡗከᩘ࡛あࡀ⏕学ࡓࡵ῝ࢆの⌮ゎ࡚࠸
（ᑐ㇟⪅ 大㜰教育大学㸱ᅇ⏕おࡧࡼ㸲ᅇ⏕ࢆ中ᚰ
 （⣙㸴㸮ྡ
 

人間－343



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 29年 4᭶
㹼ᖹᡂ 30年 3
᭶ 
【7年目】 

大㜰教育大学教育学部（➨部）ࠕ⌮⛉教育ἲࠖお
し࡚㸪ᶍテ࣮マࢆᑠ学ᰯ⌮⛉授業のᐇ㝿ࠖࠕ㸪࡚࠸
ᨃ授業ࡸᐇ㊶の⤂介ࢆ㏻し࡚㸪ඣ❺ศᯒ㸪教ᮦ
ศᯒ㸪ホ౯のほⅬࡑの᪉ἲ࡚࠸ࡘ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ᶍᨃ授業࡛ࡣ㸪ఱࡶぢࢲ࣓ࡎカࢆᥥかࡇࡿࡏか
యⓗなࡀࡇࡿࡏࡉぬ⮬ࢆࡾࡶࡘࡿ࠸࡚ࡗ知ࠕ㸪ࡽ
ၥ㢟ゎỴࡘなࢆࡇࠖࡿࡀ⌮ゎࠋࡓࡏࡉᐇ㊶
の⤂介࡛ࡣ㸪子ࡶほᐹࡿࡏࡉࢆのᣦᑟෆᐜࢆ
⤂介し㸪ࡑのᚋ子ࡀࡶかࡓ࠸ほᐹ記㘓ࢆ⤂介しࠋࡓ
㸪ほᐹࡽのほᐹ記㘓のኚᐜかࡶ㸪ᩘྡの子ࡓࡲ
㸪ࡣࡽ学⏕かࠋࡓゝཬし࡚࠸ࡘᚲせなᣦᑟ᪉ἲ
ࡗࢃኚࡀࡾࡪࡁ㏻し࡚⮬ศの記㘓の書ࢆయ㦂授業ࠕ
ࡇࡿࢃኚࡶࡾࡪࡁの記㘓のかࡶ㸪子ࡽかࡇࡓ
ᣦᑟ⪅の⥥ᐦなᣦᑟィࡶの༢元࡛ࠕࠋࠖࡓ⣡ᚓし
ࡿࡀなࡘࡧの学ࡶ㸪子ࡑࡇࡽかࡿあࡀഛ‽ࡸ⏬
ࠋࠖࡓゎし⌮ࢆࡇ なのឤࢆᚓࡽࢀࡇࠋࡓかࡽ㸪
ඣ❺ศᯒ㸪教ᮦศᯒ㸪ホ౯࡚࠸ࡘの⌮ゎࡓࡵ῝ࢆ
学⏕ࡀከᩘ࡛あࡓࡗゝࠋࡿ࠼ 
（ᑐ㇟⪅ 大㜰教育大学㸱ᅇ⏕おࡧࡼ㸲ᅇ⏕ࢆ中ᚰ
 （⣙㸴㸮ྡ
 

(㸲)ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ࡛のᣦᑟ講師 
 

ᖹᡂ 24年 4᭶
㹼ᖹᡂ 25年 3
᭶ 
【1年目】 

し࡚㹼ၥ㢟ゎỴ学ࡊࡵࢆ子ࡪ学ពḧⓗ࠼⪄ࡽ⮬ࠕ
研࠺࠸㹼ࠖࡿ࠼⪄ࢆゝㄒάືの⣔⤫ᛶࡿࡅお⩦
究テ࣮マの࡛ࡶ㸪⌮⛉㸪⏕ά⛉の教⛉研究おࡧࡼ
ᥦ授業࡚࠸ࡘのᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆィ⏬ⓗ⥅⥆ⓗ
年間㸳ᅇ（ᥦ授業のᣦᑟ講ホ㸱ᅇ㸪ኟᮇ研ಟ࡛
のෆᐜおࡧࡼ㸰学ᮇ௨㝆の授業ᣦᑟのᣦᑟ㸯ᅇ㸪
年度ᮎの研究のᡂᯝㄢ㢟࡚࠸ࡘのᣦᑟ講ホ㸯
ᅇ）のᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆᙜの᭷岡ᑠ学ᰯの教ဨࠕࡣゝ
ㄒάື㸻ヰしྜ࠸άືࡶしࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡣࡃの記
㘓ࠖゝㄒάືࢆ間㐪࡚ࡗㄆ㆑し࡚ࡿ࠸ഴྥࡀᙉか
ゝㄒάືのᐇࡤࢀࡅなࡀయ㦂άືのᐇࠕ㸪ࡀࡓࡗ
本の授業のࡸ༢元ࡣゝㄒάືࠕࠖࡇ࠸ᚓなࡾあࡣ
目ᶆ࡛ࡣなࡃ㸪ᛮ⪃の࣮ࢶル࡛あࢆࡇࠖࡿᣦᑟし
ࡘゝㄒάືの᪉ྥⓗな学⩦ຠᯝయ㦂άືࠋࡓ
య㦂άࡿ㸪౯್あࡀᣦᑟし㸪授業࡛のゝㄒάື࡚࠸
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗࢃのኚࡶࡓࢀࡽࡅື
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸲㸮ྡ） 
 

 ᖹᡂ 25年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶ 
【2年目】 

ࢆし࡚㹼య㦂άືࡊࡵࢆ子ࡪ学ពḧⓗ࠼⪄ࡽ⮬ࠕ
㏻しࡓၥ㢟ゎỴ学⩦おࡿࡅゝㄒάືの⣔⤫ᛶࢆ⪃
ᥦ授業ࡧࡼ㹼ࠖ⌮⛉㸪⏕ά⛉の教⛉研究おࡿ࠼
年間㸵ᅇ（ᥦ授業のᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆのᣦᑟ࡚࠸ࡘ
講ホ㸱ᅇ㸪年度ึࡵの研究の᪉ྥᛶ࡚࠸ࡘのᣦᑟ
㸯ᅇ㸪ኟᮇ研ಟ࡛の研究のෆᐜおࡧࡼ㸰学ᮇ௨㝆
の授業ᣦᑟのᣦᑟ㸯ᅇ㸪ఀᕷ教育ጤဨᣦᐃの
研究Ⓨ⾲࡛のᣦᑟ講ホ㸯ᅇ㸪年度ᮎの研究のᡂᯝ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆのᣦᑟ講ホ㸯ᅇ）のᣦᑟ࡚࠸ࡘㄢ㢟
ᣦᑟのෆᐜし࡚ࡣ㸪子ࡶのᛮ⪃ࡀാࡗࡁࡃかࡅ
࡛あࡿయ㦂άືのᐇのᚲせᛶ㸪授業ᚋのලయの子
ලయし࡚かࢆ（記㘓なࢺ࣮ࣀⓎゝ㸪）のጼࡶ
のࡇࡿ࠼⪄ࢆ࡚❧のᡭࡵࡓࡿࡏࡉኚᐜのጼࡑࡽ
㸰Ⅼ࡛あࠋࡿᣦᑟの⤖ᯝし࡚㸪ࠕ子ࡶのᛮ⪃ࢆാ
かࡗࡁࡿࡏかࡅなࡿయ㦂άືのᐇࢆព㆑しࡓ授
業ᥦࡀ大ᖜቑࠕࠖࡇࡓ࠼ᙧᘧⓗなゝㄒάືࡀ授
業ሙ㠃࡛ῶᑡしࠕࠖࡇࡓ༢元ࡸ本の授業の目ᶆࢆ
ලయし࡚授業ࡿࢀࡽ࡚❧ࢆ教ဨࡀቑࠖࡇࡓ࠼
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸲㸮ྡ） 

人間－344



 ᖹᡂ 26年 4᭶
㹼ᖹᡂ 27年 3
᭶ 
【3年目】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

࠼⪄し࡚㹼⮬ศのࡊࡵࢆ子ࡪ学ពḧⓗ࠼⪄ࡽ⮬ࠕ
㹼ࠖࡿ࠼⪄ࢆ᪉ࡾのၥ㢟ゎỴ学⩦のあࡵࡓࡘᣢࢆ
年間㸳ᅇ（ᥦࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟ࡛ࡶ研究テ࣮マの࠺࠸
授業のᣦᑟ講ホ㸱ᅇ㸪ኟᮇ研ಟ࡛の研究のෆᐜ
おࡧࡼ㸰学ᮇ௨㝆の授業ᣦᑟのᣦᑟ㸯ᅇ㸪年度ᮎ
の研究のᡂᯝㄢ㢟࡚࠸ࡘのᣦᑟ講ホ㸯ᅇ）のᣦ
ᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ年度のᣦᑟのෆᐜࡣ㸪ࠕ子ࡶ一人一
人の⏕ά⤒㦂ࡸ学⩦⤒㦂࡚ࡗࡼ㸪子ࡶの⮬↛の
≀・⌧㇟ࢆぢࡿ目ࡣỴࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲ ࡲのỴࡑࠕࠖ
ࡣのၥ㢟ព㆑ࡶ㸪子࡛ࡇすࡽࡎࢆ⥺目ࡿ࠸࡚ࡗ
ࡸࡅᛮ⪃のከᵝな⾲⌧᪉ἲのពࠕࠖࡇࡿࢀࡲ⏕
౯್ࢆࡅᣦᑟ⪅ࡀⓗ☜࡛ࡇ࠺⾜㸪子ࡶの学
యⓗなࡀࡶ㸪子ࡾࡲ高ࡽࡉࡣពḧࡿᑐす⩦
ၥ㢟ゎỴ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡴ⤌ࡾྲྀなࠖࡇࡿ
の㸱Ⅼ࡛あࠋࡿᣦᑟの⤖ᯝし࡚㸪ࠕඣ❺のᐇែࢆヲ
⣽記㘓しࡓ学⩦ᣦᑟࡀከࡃなࠕࠖࡇࡓࡗ授業
の子ࡶのጼࢺ࣮ࣀࡸ記㘓ࡶࢆしࡓウ㆟࠺⾜ࢆ
ࡶࢆၥࡸのពぢࡶ子ࠕࠖࡇࡓᐃ╔しࡀࡇ
授業ࢆ㐍ࡿࡵሙ㠃ࡀ研究授業お࡚࠸ከࡃぢࡿࢀࡽ
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀࠖࡇࡓࡗな࠺ࡼ
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸲㸮ྡ） 
 

 ᖹᡂ 27年 4᭶
㹼ᖹᡂ 28年 3
᭶ 
【4年目】 
 

㸪࠸ྜ࠼し࡚㹼ఏࡊࡵࢆ子ࡪ学ពḧⓗ࠼⪄ࡽ⮬ࠕ
࠺࠸㹼ࠖࡿ࠼⪄ࢆ᪉ࡾၥ㢟ゎỴ学⩦のあ࠺ྜࡵ῝
研究テ࣮マの࡛ࡶᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ年間㸳ᅇ（ᥦ
授業のᣦᑟ講ホ㸱ᅇ㸪ኟᮇ研ಟ࡛の研究のෆᐜお
㸰学ᮇ௨㝆の授業ᣦᑟのᣦᑟ㸯ᅇ㸪年度ᮎのࡧࡼ
研究のᡂᯝㄢ㢟࡚࠸ࡘのᣦᑟ講ホ㸯ᅇ）のᣦᑟ
ྜ࠼ఏࡶ子ࠕࡣ年度のᣦᑟのෆᐜࠋࡓࡗ⾜ࢆ
㸪ࠗࡣࡵࡓࡿࡏࢃྜࡵ῝࠸ のၥ㢟ព㆑ࢿン࣍ ᣢ࠘ࢆ
授業ࢆ࠼⪄ࡸのពぢࡶ子ࠕࠖࡇࡿあࡀᚲせࡿࡏࡓ
の࣮ࢦルྥか࠺ࡼ࠺㸪ᣦᑟ⪅ࡀពࡾࡓࡅ౯
್ࡾࡓࡅすࡿᚲせࡀあࠖࡇࡿの㸰Ⅼ࡛あࠋࡿᣦ
ᑟの⤖ᯝし࡚㸪ࠗࠕ ࡿࡏࡓᣢࢆのၥ㢟ព㆑࠘ࢿン࣍
ࡇࡓࢀࡽከᩘぢࡀ᪉のᕤ夫ࡏࢃな㇟のฟ࠺ࡼ
࠺ྜ࠼のఏࡽ⮬↛⮬ࡀࡶ子ࡾࡼのᕤ夫ࡑࠕࠖ
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀࠖࡇࡓࡗな࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇ
（ᑐ㇟⪅㸸ᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸲㸮ྡ） 
 

 ᖹᡂ 28年 4᭶
㹼ᖹᡂ 29年 3
᭶ 
【5年目】 
 

㸪࠸ྜ࠼し࡚㹼ఏࡊࡵࢆ子ࡪ学ពḧⓗ࠼⪄ࡽ⮬ࠕ
࠺࠸㹼ࠖࡿ࠼⪄ࢆ᪉ࡾၥ㢟ゎỴ学⩦のあ࠺ྜࡵ῝
研究テ࣮マの࡛ࡶᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ年間㸳ᅇ（ᥦ
授業のᣦᑟ講ホ㸱ᅇ㸪ኟᮇ研ಟ࡛の研究のෆᐜお
㸰学ᮇ௨㝆の授業ᣦᑟのᣦᑟ㸯ᅇ㸪年度ᮎのࡧࡼ
研究Ⓨ⾲࡛のᣦᑟ講ホ㸯ᅇ）のᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ
年度のᣦᑟࡣ㸪ࠕ子ࡶఏࡵࡓࡿࡏࢃྜࡵ῝࠸ྜ࠼
㸪ࠗࡣ のၥ㢟ព㆑ࢿン࣍ ࡇࡿあࡀᚲせࡿࡏࡓᣢ࠘ࢆ
ࡼ࠺かྥル࣮ࢦ授業のࢆ࠼⪄ࡸのពぢࡶ子ࠕࠖ
ᚲせࡿすࡾࡓࡅ౯್ࡾࡓࡅពࡀ⪅㸪ᣦᑟ࠺
࡛ᯈ書なࢆࡅ౯್ࡸࡅのពࡑࠕࠖࡇࡿあࡀ
ࡵ῝࠸ྜ࠼ఏࠕࠖࡇ࠺࠸かࡿどすྍ࠺ࡼの
ᣦᑟのᡂᯝࠋࡿルのά⏝ἲࠖの㸲Ⅼ࡛あ࣮ࢶࡿ࠼ྜ
࣎ࢺ࣡࣍ࡸし࡚㸪年度ᮎの研究Ⓨ⾲࡛㸪ᯈ書
ࡓし࡚ά⏝しル࣮ࢶのࡵࡓᛮ⪃のྍどのࢆࢻ࣮
⏕ά⛉の授業㸪࣍ࠕンࢿのၥ㢟ព㆑ ⛉⌮ࡿㄏⓎすࠖࢆ
の授業㸪ྛࢢル࣮ࣉのᐇ㦂ࢆࢱ࣮ࢹ根ᣐ࠺ྜࡵ῝
⌮⛉の授業ࢆබ㛤すࡀࡇࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿᣲࢀࡽࡆ
 ࠋࡿ
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸲㸮ྡ） 

人間－345



 ᖹᡂ 29年 4᭶
㹼ᖹᡂ 30年 3
᭶ 
【6年目】 

㸪࠸ྜ࠼し࡚㹼ఏࡊࡵࢆ子ࡪ学ពḧⓗ࠼⪄ࡽ⮬ࠕ
࠺࠸㹼ࠖࡿ࠼⪄ࢆ᪉ࡾၥ㢟ゎỴ学⩦のあ࠺ྜࡵ῝
研究テ࣮マの࡛ࡶᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ年間㸳ᅇ（ᥦ
授業のᣦᑟ講ホ㸳ᅇ）のᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ年度のᣦ
ᑟࡣ㸪ࠕ子ࡀࡶయⓗఏ࠺ࡼࡿ࠼ྜࡵ῝࠸ྜ࠼な
⎔ቃᵓᡂの᪉ࠖࠕ子ࡶのពぢࢆ࠼⪄ࡸ授業の࣮ࢦ
ルྥか࠺ࡼ࠺㸪ᣦᑟ⪅ࡀពࡾࡓࡅ౯್ࡅ
ᣦᑟのᡂࠋࡿの㸰Ⅼ࡛あࠖࡇࡿあࡀᚲせࡿすࡾࡓ
ᯝし࡚㸪ෆᐜの⣔⤫ᛶࠕࡓ࠼ࡲࡩࢆ学⩦マࠖࣉࢵ
ࡓࡌᛂ学⩦ෆᐜࡸ㸪Ⓨ㐩ẁ㝵ࡸࡇࡓࡁసᡂ࡛ࢆ
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀࡇࡓࡁ࡛㊶ᐇࢆ⩦学ࣉル࣮ࢢ
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸲㸮ྡ） 
 

 ᖹᡂ 30年 4᭶
㹼ᖹᡂ 31年 3
᭶ 
【7年目】 

῝㸪࠸ྜ࠼し࡚㹼ఏࡊࡵࢆ子ࡪ学ពḧⓗ࠼⪄ࡽ⮬
研࠺࠸㹼ࠖࡿ࠼⪄ࢆ᪉ࡾၥ㢟ゎỴ学⩦のあ࠺ྜࡵ
究テ࣮マの࡛ࡶᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ年間㸴ᅇ（ᥦ授
業のᣦᑟ講ホ㸴ᅇ）のᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ年度のᣦᑟ
ࡇ࠺⾜ࢆㄢ㢟ゎỴࡸၥ㢟ゎỴయⓗࡀࡶ子ࠕ㸪ࡣ
ၥࡽ⮬ࡀࡶ子ࠕ᪉ࠖࡾンのあࢨࢹ授業ࡿࡁ࡛ࡀ
㢟ゎỴࡸㄢ㢟ゎỴྥかࡿ࠼教師のᙧᡂⓗホ౯のあ
㸪年度ࡣし࡚ᣦᑟのᡂᯝࠋࡿ᪉ࠖの㸰Ⅼ࡛あࡾ
のᡂᯝし࡚ᣲࡓࢀࡽࡆ学⩦マࢆࣉࢵ子ࡶの学ࡧ
の⮬ぬಁࢆ㐍ࡶࡿࡏࡉのᨵ⦅࡛ࡇࡓࡁ㸪子
ࡘ᪉ࡾ教師のⓎゝのあࡄなࡘࢆ࠼⪄ࡸࡁのẼࡶ
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀࡇࡓ࠼ྜࡧ教職ဨဨ࡛学࡚࠸
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸲㸮ྡ） 
 

ᖹᡂ 31年 4᭶
㹼令和 2 年 3
᭶ 
【8年目】 

῝㸪࠸ྜ࠼し࡚㹼ఏࡊࡵࢆ子ࡪ学ពḧⓗ࠼⪄ࡽ⮬
研࠺࠸㹼ࠖࡿ࠼⪄ࢆ᪉ࡾၥ㢟ゎỴ学⩦のあ࠺ྜࡵ
究テ࣮マの࡛ࡶᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ年間㸵ᅇ（ᥦ授
業のᣦᑟ講ホ㸴ᅇ㸪ኟ季研ಟ࡛の講₇㸯ᅇ）のᣦ
ᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ年度のᣦᑟࡣ㸪ࠕ᭷岡ᑠ学ᰯ࡛の㐣ཤ
の⌮⛉・⏕ά⛉࡛の研究ᡂᯝࢆάかしࡓ授業ࢨࢹ
ン࡛ࠖあࠋࡿᣦᑟのᡂᯝし࡚ࡣ㸪࡛ࡲࢀࡇの研究
のᡂᯝㄢ㢟ࢆศᯒす࡛ࡇࡿ㸪᭷岡ᑠ学ᰯࡀ目ᣦ
すࠕయⓗ・ᑐヰⓗ࡛῝࠸学ࡿࡼࡧ授業ᨵ善ࠖの
どⅬࢆ教職ဨဨ࡛ඹ㏻⌮ゎ࡛ࡀࡇࡓࡁᣲࢀࡽࡆ
 ࠋࡿ
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸲㸮ྡ） 

(㸳)大㜰ᗓୗのᑠ学ᰯ教ဨの⮬由研究ᣦᑟຊྥୖ
のࡵࡓの研ಟのᣦᑟຓゝ 

 

ᖹᡂ 25年 6᭶ 
【1年目】 
 

大㜰ᗓ教育ࢭン࣮ࢱദのࠕ⮬由研究ᣦᑟຊྥୖ研
ಟ࡛ࠖ講ヰࠋࡓࡗ⾜ࢆ講ヰのෆᐜࠕࡣ⮬由研究のᣦ
ᑟࡘなࡿࡀ⌮⛉の授業࡙࡛ࠖࡾࡃあࠋࡿ講ヰの目
ⓗࡣ㸪᪥ࠎの⌮⛉⮬由研究ࡿ࠼⪄≀ูࢆの࡛ࡣ
なࡃ㸪᪥ࠎの⌮⛉の授業ࢆᐇ࡛ࡇࡿࡏࡉ㸪子
す࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆ由研究⮬࠸㉁の高ࡀࡶ
の授業࡛ၥࠎ᪥ࠕし࡚㸪研ಟの⤖ᯝࠋࡿあ࡛ࡇࡿ
㢟ゎỴの㐨➽ࢆ子ࡾ⧞ࢆࡇࡿࡏࡽࡓࡶ㏉す
⪅ཧࢆࡇࡿࡀなࡘ由研究の㉁のྥୖ⮬ࡀࡇ
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀࠖࡇࡓᐇឤしࡀ
（ᑐ㇟⪅㸸大㜰ᗓୗᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸱㸮ྡ） 
 

 ᖹᡂ 26年 6᭶ 
【2年目】 

大㜰ᗓ教育ࢭン࣮ࢱദのࠕ⮬由研究ᣦᑟຊྥୖ研
ಟ࡛ࠖ講ヰࠋࡓࡗ⾜ࢆ講ヰのෆᐜࠕࡣ⮬由研究のᣦ
ᑟࡘなࡿࡀ⌮⛉の授業࡙࡛ࠖࡾࡃあࠋࡿ講ヰの目
ⓗࡣ㸪᪥ࠎの⌮⛉の授業ෆᐜࢆᐇ࡛ࡇࡿࡏࡉ㸪
子ࡀࡶ㉁の高࠸⮬由研究ࢆࡇ࠺⾜ࢆㄽࠋࡓࡌ研
ಟᚋࠕ子ࡶの⣲ᮔなぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉のศᯒの㔜せᛶࠖ
ࡏࡽࡓࡶ子ࢆ➽の授業࡛ၥ㢟ゎỴの㐨ࠎ᪥ࠕ
なࡘ由研究の㉁のྥୖ⮬ࡀࡇ㏉すࡾ⧞ࢆࡇࡿ
 ࠋࡓᐇឤしࡀ⪅ཧࢆࡘの㸰ࠖࡇࡿࡀ
（ᑐ㇟⪅㸸大㜰ᗓୗᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸱㸮ྡ） 
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(㸴)大㜰教育大学㹁㹑㹒㣴ᡂࣉロ࣒ࣛࢢ 
ᐇᆅ講師 

 
 

ᖹᡂ 25年 8᭶ 
【1ᅇ目】 

大㜰教育大学⛉学教育ࢭンࡀ࣮ࢱദすࡿ㹁㹑㹒
の࣒ࣛࢢロࣉ㣴ᡂ（チャ࣮࣮エンステࢧࢥ）
学⏕ࣉロ࡛࣒ࣛࢢあࠕࡿ⌮⛉教育ἲϩ࡛ࠖ講⩏ࢆ⾜
授業ࠖࡴ育ࢆ᪉࠼⪄ࡸの⛉学ⓗなぢ᪉ࡶ子ࠕࠋࡓࡗ
㸪ඣ❺ศᯒ㸪教ࡾࡃし㸪中学年の授業࡙テ࣮マࢆ
ᮦศᯒ࡚࠸ࡘの講⩏㸪授業ᐇ㊶の⤂介㸪ᶍᨃ授業
㸪ලࡃな࡛ࡅࡔ知㆑ࡿࢃ㛵⛉⌮ᯝ㸪⤖ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
యの子ࡶのጼ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢪ࣮࣓ࢆなࡓࡗዲ
ホ࡛あࠋࡓࡗ 
（ᑐ㇟⪅㸸㹁㹑㹒㣴ᡂࣉロཷ࣒ࣛࢢ講学⏕⣙㸯㸮ྡ） 
 

 ᖹᡂ 26年 3᭶ 
【2ᅇ目】 

大㜰教育大学⛉学教育ࢭンࡀ࣮ࢱദすࡿ㹁㹑㹒
の࣒ࣛࢢロࣉ㣴ᡂ（チャ࣮࣮エンステࢧࢥ）
学⏕ࣉロ࡛࣒ࣛࢢあࠕࡿ⌮⛉教育ἲϩ࡛ࠖ講⩏ࢆ⾜
授業ࠖࡴ育ࢆ᪉࠼⪄ࡸの⛉学ⓗなぢ᪉ࡶ子ࠕࠋࡓࡗ
㸪ඣ❺ศᯒ㸪教ࡾࡃし㸪高学年の授業࡙テ࣮マࢆ
ᮦศᯒ࡚࠸ࡘの講⩏㸪授業ᐇ㊶の⤂介㸪ᶍᨃ授業
なࡳゎの⌮࠸῝ࡿᑐすᯝ㸪⌮⛉ෆᐜ⤖ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
 ⌮࠸なࡣ࡛ࡳ㎸࠼し教ࢪ࣮࣓ࢆ㸪学⩦⪅のጼࡎࡽ
⛉の授業の㨩ຊࢆឤࡾࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿࡌしࡓ学⏕ࡀ
大ໃ࡛あࠋࡓࡗ 
（ᑐ㇟⪅㸸㹁㹑㹒㣴ᡂࣉロཷ࣒ࣛࢢ講学⏕⣙㸯㸮ྡ） 
 

（㸵）大㜰教育大学教育学部ࠕ教職ධ㛛ࠖᐇᆅ講師 
 

ᖹᡂ 26年 7᭶ 
 

大㜰教育大学教育学部ࠕ教職ධ㛛ࠖお࡚࠸㸪ࠕ⌮⛉
⛉⌮し࡚㸪テ࣮マࢆし࡚の㈨㉁ࠖ教師ࡿ࠼教ࢆ
教師し࡚学ࡇࡪ㸪教育ᐇ⩦⏕ࢆᣦᑟし࡚ឤࡓࡌ
のࡵࡓのࡑの目ᶆෆᐜ⛉⌮ࡽࡉࠋࡓヰしࢆࡇ
授業࡙ࡾࡃおࡧࡼᐇ㊶࡚࠸ࡘの講⩏ࡗ⾜ࢆ
⌮㸪ᑠ学ᰯࡣᐇ㊶࡛ࡧࡼおࡾࡃ㸪授業࡙特ࠋࡓ
ᶍᨃ授ࡏࡉ⏝学⏕一人一人ࢆ教ᮦ࠺ᢅࡾྲྀ࡛⛉
業ࢆయ㦂ࡑࠋࡓࡏࡉのయ㦂ࡶࢆ㸪ᐇ㝿の授業࡛
の子ࡶのᵝ子ࢆ┿࡛⤂介しࡾࡓ㸪ࢺ࣮ࣀ記㘓ࢆ
ᣦᑟࠋࡓしࡾࡓ介し⤂ࢆホ౯᪉ἲࡸ‽ホ౯ᇶࡶ
の⤖ᯝ㸪ࠕ⌧ሙ⤒㦂のあࡿඛ⏕の授業ࡣཧ⪃なࠖࡿ
のᛮࡶ子ࠕࠖ࠸ࡓࡧ学࡚ࡅཷࢆᐇ㝿の授業ࡗࡶࠕ
ホ౯すࡾぢྲྀ☜ⓗࡀ教師ࡽ記㘓かࢺ࣮ࣀࡸጼࢆ⪄
ከࡀのኌなࠖࡓᐇឤしࢆ㔜せかࡅࡔࢀࡀࡇࡿ
ᩘᣲࠋࡓࡗࡀ 
（ཷ講⪅㸸大㜰教育大学㸯ᅇ⏕⣙㸴㸮ྡ） 
 

（㸶）教育ㄢ㢟研ಟᣦᑟ⪅ᾏእὴ㐵ࣉロ࣒ࣛࢢ 
๓研ಟ 

 

ᖹᡂ 26年 8᭶ 
 

和Ἠᕷ❧ᅜᗓᑠ学ᰯ教ㅍし࡚㸪⊂❧⾜ᨻἲ人教ဨ
研ಟࢭン࣮ࢱദのᖹᡂ㸰㸴年度教育ㄢ㢟研ಟᣦᑟ
⪅ᾏእὴ㐵ࣉロ࣒ࣛࢢ๓研ಟཧ加しࠋࡓ研ಟὴ
㐵ඛࡣ㸪ࣇンࣛン࡛ࢻあࠋࡿὴ㐵ᅋの研究テ࣮マ
のࡑࠋࡿあ࡛࡚ࠖ࠸ࡘ㹎㹇㹑㸿ᆺ学ຊの育ᡂࠕࡣ
中࡛ࠕࡶ⛉学ⓗࣜテࣛࢆ࣮ࢩ育ᡂすࡵࡓࡿの⌮⛉授
業のࢨࢹンࠖの研ಟࢆ㐍⌜ࡿࡵᡤᒓすࡇࡿ
なࠋࡓࡗ本๓研ಟ࡛ࡣ㸪ࣇンࣛンࢻの教育ࢩス
テࡸ࣒⌧ᅾのㄢ㢟のࡳなࡎࡽ㸪᪥本の教育ࢩステ࣒
ࡵࡲࢆ教育の㡯目⛉⌮ࡁࡿどᐹすࡘࡘẚ㍑し
ཷࢆ⩏の講᪉なࡵࡲ㸪研ಟሗ࿌書のࡽࡉࠋࡓ
 ࠋࡓࡅ
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（㸷）教育ㄢ㢟研ಟᣦᑟ⪅ᾏእὴ㐵ࣉロ࣒ࣛࢢ 
ᾏእ研ಟཧ加 

（⊂❧⾜ᨻἲ人教ဨ研ಟࢭン࣮ࢱദ） 

ᖹᡂ 26 年 10
᭶ 

ᖹᡂ㸰㸴年㸯㸮᭶㸯㸲㹼㸰㸳᪥の間㸪和Ἠᕷ❧ᅜᗓ
ᑠ学ᰯ教ㅍし࡚㸪ࠕ㹎㹇㹑㸿ᆺ学ຊの育ᡂ࠸ࡘ
ཧ加のᾏእ研ಟ࡛ࢻンࣛンࣇ㸪テ࣮マࢆ࡚ࠖ
しࠋࡓ⌧ᆅ࡛のな研ಟඛࡣ㸪ᅜᐙ教育ᒁ㸪ࣘࣂス
大学㝃ᒓ学ᰯᅬ࢟ンࢩル࣊大学㝃ᒓ学ᰯᅬ㸪ࣛࣗ࢟
おࡧࡼ教ဨ㣴ᡂᐇ⩦ᰯな㸪ィ㸯㸰カᡤのᶵ㛵おࡼ
の授業ぢ学⛉⌮㸪ࡣ研ಟඛ࡛ࠋࡿ学ᰯᅬ࡛あࡧ
本研ಟࠋࡓࡗ⾜ࢆ࣮ࣗࣅࢱンの授業ᢸᙜ教ဨ
࡛明ࡽかなࡣࡇࡓࡗ㸪᪥本の学⩦ᣦᑟせ㡿ࡣୡ
ンࣛンࣇ㸪ࡇࡿあ࡛≀࠸しࡽࡤすࡿࢀࡶ࡛⏺
㸪㹇㹁ࡇ࠸高ࡀル࣋の㹇㹁㹒ά⏝の授業の࡛ࣞࢻ
㹒㢗ࡾす࡚ࡂ本᮶授業࡛大ษすࡁ教ᮦศᯒࡸ
ᯈ書㸪ᨭࡀ༑ศ࠸࡚ࢀࢃ⾜なࡇ࠸なࡀ明ࡽ
かなࠋࡓࡗ 
 

（10）ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯึ任⪅研ಟ講師 ᖹᡂ 27年 9᭶ ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯお࡚࠸㸪ࠕ⌮⛉ᐊの⎔ቃᩚഛ
授業࡙ࡾࡃのᇶ本 テ࣮マ࡛㸪ᖹᡂ࠺࠸ࠖ 27年度
᥇⏝ึࡓࢀࡉ任⪅ᑐし࡚㸪⌮⛉ᐊの⎔ቃᩚഛ㸪安
㠃のᣦᑟ㸪授業࡙࡚࠸ࡘࡾࡃᣦᑟしࠋࡓ特㸪
安㠃のᣦᑟ࡛ࡣ㸪中村㔜太のࠕ⮬స hazards 
drawing ࡿ㛵すඣ❺・⏕ᚐの加⇕ᐇ㦂᧯సࡿࡼ
安ព㆑ㄪᰝ࡛ࠖ⏝ࡓࢀࡉᅗ࡚࠸⏝ࢆ㸪安ᣦᑟ
のᇶࡾࡃ㸪授業࡙ࡓࡲࠋࡓࡏࡉᣦࢆᚲせな部ศࡀ
本࡛ࡣ㸪࣮ࣜࢻ⥺ࡁのࢆࢺࢵࢣࢯ⏝ࡎࡏ㇋㟁
㸪⤯⦕యの౯್㸪࣮ࣜࡽάືかࡿࡅࢆࡾ明か⌫
㟁⌫のᵓ㐀の㛵㐃ᛶ㇋のᵓ㐀ࢺࢵࢣࢯࡁ⥺ࢻ
࠸な࠸࡚࠼し࡚ぢ⪅ᣦᑟࠕᯝ㸪⤖ࠋࡓ講⩏し࡚࠸ࡘ
ࢃࡀࡇࡿ大ษ࡛あࡀࡇࡘᣢࡶの安ព㆑のࡶ
かࠕࠖࡓࡗᣦᑟ⪅ࡀ教ᮦࡃ῝࡚࠸ࡘ⌮ゎすࡀࡇࡿ
子ࢆࡶᘬࡿࡅࡘࡁ授業ࢃࡀࡇࡿࡀ⧄かࠖࡓࡗ 
なのឤࢆᚓࠋࡓࢀࡽ 
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ᪂任教ဨ㸲ྡ） 
 

ࠖ（㸰ᮇ➨）࣒ࣛࣗ࢟ルカࣜࢹಖᗂᑠ᥋⥆ᮇࣔࠕ（11）
᳨ドのࡵࡓのᗂ⛶ᅬබ㛤ಖ育のᣦᑟ講師 

ᖹᡂ 28年 2᭶ 
 
 

ఀᕷ❧࠺ࡇのࡅ࠸ᗂ⛶ᅬおࠕࡓࢀࢃ⾜࡚࠸ಖᗂ
ᑠ᥋⥆ᮇࣔࢹルカ࣒ࣜࣛࣗ࢟（➨㸰ᮇ）ࠖ ロ࣮チࣉ
カ࣒ࣜࣛࣗ࢟ᇶ࡙ࡓ࠸බ㛤ಖ育ཬࡧ研究ウ㆟お
子ࠕ㸪ࡣし࡚ᣦᑟのෆᐜࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟ講ヰࡿࡅ
ࡅྥ࠸㢪ࡸ࠸㸪ᛮࡾࡓㄏⓎしࢆࡁのከᵝなẼࡶ
࡚子ࡀࡶすࡄാࡁかࡾࡓࡅすࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ⎔
ቃᵓᡂの㔜せᛶࠖࠕ子ࡶの⾜ືࡸⓎゝ⪅ࡘなࡆ
බ㛤ಖ育ࢆࡽࢀࡇࠋࡿᨭの㔜せᛶࠖの㸰Ⅼ࡛あࡿ
࡛ぢࡓࢀࡽලయⓗなࢆ根ᣐし࡚㏙ࠋࡓᣦᑟ
の⤖ᯝし࡚㸪ࠕ⏕ά⛉の学ࡣࡧಖ育ᅬࡸᗂ⛶ᅬのࡑ
なࡤࢀࡅかな࠸࡛ࢇ学ࡽ㸪ಖ育かࡾお࡚ࡗࡀ⧄ࢀ
ᑠ学ᰯࠕࠖࡇࡓ࠼ቑࡀᑠ学ᰯ教ဨࡓᐇឤし࠸なࡽ
࡛の学ࢆࡧぢᤣࡓ࠼ಖ育ࡀᚲせ࡛あࡓ࠼⪄ࡿಖ育
ᅬࡸᗂ⛶ᅬの教ဨࡀከᩘぢࡀࡇࠖࡓࢀࡽᣲࢀࡽࡆ
 ࠋࡿ
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷෆのᑠ学ᰯ教ဨ㸪බ❧おࡧࡼ⚾❧
ᗂ⛶ᅬ教職ဨ㸪ಖ育ᡤ職ဨ㸪ࡶࡇᅬ職ဨ ⣙㸵㸮
ྡ） 
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（12）八尾ᕷ❧八尾ᑠ学ᰯ࡛のᣦᑟ講師 ᖹᡂ 28年 4᭶
㹼ᖹᡂ 29年 3
᭶【1年目】 

࠺࠸࡚ࠖࡅྥ⌧のᐇࢢンࢽ࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ
テ࣮マࡶࢆᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ年間㸳ᅇ（ኟ季研ಟ
࡛のᣦᑟ講ヰ㸯ᅇ㸪研究授業の๓ᣦᑟཬࡧᚋᣦ
ᑟࢆ㸱ᅇ㸪年度ᮎの研究のᡂᯝㄢ㢟࡚࠸ࡘのᣦ
ᑟ講ヰ㸯ᅇ）のᣦᑟࢆ㸪⌮⛉ࢆ⛉ᩘ⟭中ᚰࡗ⾜
ࡗࡁࡃാࡀ⪄のᛮࡶ㸪子ࡣし࡚ᣦᑟのෆᐜࠋࡓ
か࡛ࡅあࡿㄢ㢟タᐃの㔜せᛶ㸪ㄢ㢟タᐃのࡵࡓの教
師の教ᮦศᯒෆᐜの⣔⤫ᛶのศᯒの㸰Ⅼ࡛あࠋࡿ
ᣦᑟの⤖ᯝし࡚㸪ࠕ教ᮦの特ᛶࡸෆᐜの⣔⤫ᛶࢆ㋃
授ࡿし࡚ᥦ♧すࡅかࡗࡁ授業のࢆㄢ㢟タᐃࡓ࠼ࡲ
業ࡀቑ加しࠕࠖࡇࡓᒎ㛤部ศ࡛の子ࡶのᙧᡂⓗ
ホ౯のᚲせᛶẼࡃ教ဨࡀฟ࡚ࡀࠖࡇࡓࡁᣲࡆ
 ࠋࡿࢀࡽ
（ᑐ㇟⪅㸸八尾ᕷ❧八尾ᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸲㸮ྡ） 
 

 ᖹᡂ 29年 4᭶
㹼ᖹᡂ 30年 3
᭶【2年目】 

࠺࠸࡚ࠖࡅྥ⌧のᐇࢢンࢽ࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ
テ࣮マࡶࢆᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ年間㸵ᅇ（年度ึࡵ
のᣦᑟ講ヰ㸯ᅇ㸪ྛ 学年の研究授業のᣦᑟ講ヰ㸴ᅇ）
のᣦᑟࢆ㸪⌮⛉ࢆ⛉ᩘ⟭中ᚰࠋࡓࡗ⾜ᣦᑟのෆ
ᐜし࡚ࡣ㸪子ࡶのᛮ⪃ࡘࢆなࡂᣑࡿࡆᣦᑟ⪅の
ᙺ㸪子ࡶのᛮ⪃ࡀ⾲ฟす࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡸࢺ࣮ࣀࡿ
ෆᐜࠕし࡚㸪ᣦᑟの⤖ᯝࠋࡿのά⏝ἲの㸰Ⅼ࡛あࢺ
記㘓のࢺ࣮ࣀࠕࡸ㔜せᛶࠖࡿ࠼教ࢆ᪉ࡧ学ࡃなࡣ࡛
ᙧᡂⓗホ౯ࢆࢀࡑࡸ⪃ᐹ部ศ࡛ά⏝すࡇࡿの㔜せ
ᛶࠖẼࡃ教ဨࡀฟ࡚ࡀࡇࡓࡁᣲࠋࡿࢀࡽࡆ 
（ᑐ㇟⪅㸸八尾ᕷ❧八尾ᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸲㸮ྡ） 
 

 ᖹᡂ 30年 4᭶
㹼ᖹᡂ 31年 3
᭶【3年目】 

᪉ࡾ授業のあࡿࡵ῝・ࡂなࡘࢆ࠼⪄のࡕࡓࡶ子ࠕ
㹼⮬ᕫの学ࢆࡧぢ㏻し㸪ࡾかࢆࡇࡿ࠼大ษし
࡚㹼ࠖ࠺࠸テ࣮マࡶࢆᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆ年間㸴
ᅇ（ྛ学年の研究授業のᣦᑟ講ヰ㸴ᅇ）のᣦᑟࢆ⾜
ࡧのయⓗな学ࡶ㸪子ࡣし࡚ᣦᑟのෆᐜࠋࡓࡗ
ࢆ⪄のᛮࡶ㸪子࡚࠸ࡘンࢨࢹ授業ࡿಖドすࢆ
ᣦᑟのࠋࡿあ࡛ࡘ᪉の㸰ࡾᙧᡂⓗホ౯のあࡿࡆなࡘ
⤖ᯝし࡚㸪本ࣞ࣋ル࡛ࡅࡔなࡃ༢元ࣞ࣋ル࡛の
授業ศᯒࡀ授業➼㆟࡛ከࡃⓎゝࡇࡓࢀࡉ㸪教師
のࡘなࡄⓎゝࡸ子ࡾ⧞ࡶ㏉しⓎゝࢆồࡿࡵ教師
のጼࡀ授業ෆ࡛ከࡃぢࡀࡇࡓࢀࡽᣲࠋࡿࢀࡽࡆ 
（ᑐ㇟⪅㸸八尾ᕷ❧八尾ᑠ学ᰯ教ဨ⣙㸲㸮ྡ） 
 

（13）➨㸲㸷ᅇᅜᑠ学ᰯ⌮⛉研究大大㜰大ศ
⛉ᣦᑟ講師 

 

ᖹᡂ 28 年 11
᭶ 

ሜᕷ❧ᑎ▼ὠᑠ学ᰯ࡛⾜ࡓࢀࢃ㸪➨㸲㸷ᅇᅜᑠ
学ᰯ⌮⛉研究大大㜰大の௦㸲学年ศ⛉お࠸
࡚㸪研究授業㸱本ᐇ㊶ሗ࿌㸰本のᣦᑟ講ホࡗ⾜ࢆ
ࡽࡃの≀᳜ືࡿࡼ㸪季⠇ࡣし࡚ᣦᑟのෆᐜࠋࡓ
し࡛ࡣ㸪季⠇ࡈのẼ ࡸ᪥↷間のኚ᳜ື≀
のࡽࡃしࢆ㛵㐃ࡿࡅᣦᑟのᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘ㏙
ࢆのࡶ࠸な࠼ぢ目度ኚな ࡸ㸪✵Ẽࡓࡲࠋࡓ
ᅗ➼࡛ྍどしなࢪ࣮࣓ࢆࡽࢀࡑ㸪ࡣ༢元࡛࠺ᢅ
㏙࡚࠸ࡘの㔜せᛶࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ⩦学ࡽࡀ
ീ⏬ࣇࣛࢢ࣮ࣔࢧࡸࣇࣛࢢ㸪ࡣࡽཧ⪅かࠋࡓ
な㸪ྍどすࡇࡿのຠᯝࢆឤࡿࢀࡽࡌᐇ㊶Ⓨ⾲
ࡈᆅᇦࠕࠋࠖࡓࡗなの࡛㸪大ኚຮᙉࡓࡗᣦᑟ࡛あࡸ
㸪大㜰ᗓࡾあࡶ࠸᪉の㐪ࡾࡀኟのẼ のୖࡿࡼ
ෆのᆅᇦ࡛の学⩦のࡏࡉ᪉の㐪ࢆ࠸知ࡀࡇࡿ
ࠋࠖࡓࡗな⪄㸪ᚋのᣦᑟのཧࡁ࡛ な࠺࠸ពぢ
 ࠋࡓࡗࡀከᩘᣲࡀ
（ᑐ㇟⪅ ➨㸲㸷ᅇᅜᑠ学ᰯ⌮⛉研究大大㜰大
 ➨㸲学年ศ⛉ ཧ⪅ ⣙㸲㸮ྡ） 
 

人間－349



（14）බ⚾❧ᗂ⛶ᅬ・ࡶࡇᅬ・ಖ育ᡤ（ᅬ）ඹྠ
研究講師 

ᖹᡂ 29年 1᭶ 
【1年目】 

ఀᕷ❧中ኸබẸ㤋࡛⾜ࡓࢀࢃ➨㸲ᅇබ⚾❧ᗂ⛶
ᅬ・ࡶࡇᅬ・ಖ育ᡤ（ᅬ）ඹྠ研究お࡚࠸㸪
ᑠ学ᰯ教ᑵ学๓教育ࡓࡅྥ次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿ࠕ
育のࡽかな᥋⥆₇࠺࠸࡚ࠖ࠸ࡘ㢟࡛講₇ࢆ⾜
⾜し࡚㸪ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ࡛講₇のෆᐜࠋࡓࡗ
根ࢆオ࡛ὶし㸪ᑐ㇟授業ࢹࣅࢆά⛉の授業⏕ࡓࢀࢃ
ᣐし࡚㸪子ࡶの学ࡧの⎔ቃᵓᡂのあࡾ᪉࠸ࡘ 
࡚講⩏ࢆしࡓࡲࠋࡓ㸪ཧ⪅ࢢࡶル࣮ࣉウ㆟ࢆ⾜
ቃᵓᡂの⎔ࡿࡼ࠸ᅬの㐪ᰯࡿ㸪ᡤᒓす࠸ࡽࡶ࡚ࡗ
ᛕ㢌ࢆ⥆㸪ಖᗂᑠの㸱ᰯᅬの᥋ࡽか࠸᪉の㐪࠼⪄
ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚࠼⪄࡚࠸ࡘ᪉ࡾቃᵓᡂのあ⎔ࡓ࠸⨨
講₇のᡂᯝし࡚㸪ࠕᗂ⛶ᅬࡸಖ育ᅬのಖ育のᐇែࢆ
㋃ࡓ࠼ࡲ⏕ά⛉の授業࡙ࡾࡃの㔜せᛶࢆᐇឤしࠋࠖࡓ
࡚࠸ࡘಖ育の⣔⤫ᛶ⛉ά⏕ࡸ⥆の᥋ᑠ学ᰯࠕ
ᨵ࠸࠸ࡿ࠼⪄࡚ࡵᶵな࠺࠸ࠋࠖࡓࡗಖ育ኈࡸᗂ
ᑠ教ဨのࡾ㏉ࡾかࡽ㸪ಖᗂᑠの᥋⥆ᮇお࡚࠸㸪
ࡓ࠸Ẽ࡚࠸ࡘのᰯᅬ࡛の㐃ᦠの㔜せᛶࢀࡒࢀࡑ
ಖ育ኈࡸ教ဨࡀከᩘࡀࡇࡓ࠸ᣲࠋࡿࢀࡽࡆ 
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷෆのᑠ学ᰯ教ဨ㸪බ❧おࡧࡼ⚾❧
ᗂ⛶ᅬ教職ဨ㸪ಖ育ᡤ職ဨ㸪ࡶࡇᅬ職ဨ ⣙㸵㸮
ྡ） 
 

 ᖹᡂ 30年 2᭶ 
【2年目】 

ఀᕷ❧中ኸබẸ㤋࡛⾜ࡓࢀࢃ➨㸳ᅇබ⚾❧ᗂ⛶
ᅬ・ࡶࡇᅬ・ಖ育ᡤ（ᅬ）ඹྠ研究お࡚࠸㸪
࡚࠸ࡘ⥆かな᥋ࡽᑠ学ᰯ教育のᑵ学๓教育ࠕ
㹼ᗂඣᮇの⤊࡛ࡲࡾࢃ育࡚ࡗし࠸ጼ㹼ࠖ࠺࠸
₇㢟࡛講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ講₇のෆᐜし࡚㸪ఀᕷ❧
᭷岡ᑠ学ᰯ࡛⾜ࡸ⛉⌮ࡓࢀࢃ⏕ά⛉の授業ᐇ㊶かࡽ
ᑠ学ᰯ教育࡛の⎔ቃᵓᡂの᭷ຠᛶࢆㄽࡿࡌඹ㸪
ಖᗂᑠの教育ࡽࢆか᥋⥆すࡵࡓࡿᚲせな᮲௳
ࡶ⪅㸪ཧࡓࡲࠋࡓしࢆ⩏講࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾྲྀࡸ
࠸ᅬの㐪ᰯࡿ㸪ᡤᒓす࠸ࡽࡶ࡚ࡗ⾜ࢆウ㆟ࣉル࣮ࢢ
㸪ಖᗂᑠの㸱ᰯࡽか࠸᪉の㐪࠼⪄ቃᵓᡂの⎔ࡿࡼ
ᅬの᥋⥆ࢆᛕ㢌ࡓ࠸⨨⎔ቃᵓᡂのあࡾ᪉࡚࠸ࡘ
ࡘᗂಖのಖ育ࡶ中࡛࠸↓間のࠕࠋࡓࡗࡽࡶ࡚࠼⪄
ᗂ⛶ᅬ࡛ࠕࠋࠖࡓࡌឤ࠸なࡽなࡤࡡか⾜࡛ࢇ学࡚࠸
ࡇࡿຠᯝⓗ࡛あࡶᑠ学ᰯ࡛ࡀቃᵓᡂ⎔ࡿ࠸࡚ࡗ⾜
ᛮ࠺ࡇ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㊶ᐇࡓᐇしࡽࡉ㸪࡚ࡗ知ࢆ
㏉ࡾᗂᑠ教ဨのࡸಖ育ኈ࠺࠸ࠋࠖࡓࡁ࡛ࡀࡇ࠺
ࡿのあࡧ学࡚ࡗࡼ教ဨࡸಖ育ኈࡓ㸪ཧしࡽかࡾ
なࡀࡇࡓࡗఛࠋࡿ࠼ 
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷෆのᑠ学ᰯ教ဨ㸪බ❧おࡧࡼ⚾❧
ᗂ⛶ᅬ教職ဨ㸪ಖ育ᡤ職ဨ㸪ࡶࡇᅬ職ဨ ⣙㸵㸮
ྡ） 
 

（15）ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ研究Ⓨ⾲講₇講師 
 

ᖹᡂ 29年 2᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ఀᕷ教育ጤဨᣦᐃ ᖹᡂ 28 年度ఀᕷ❧᭷岡ᑠ
学ᰯ研究Ⓨ⾲お࡚࠸㸪ࠕ次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ồࡵ
ᑠ学ᰯ⌮⛉・⏕ά⛉の授業㹼᭷岡ᑠ学ᰯの授ࡿࢀࡽ
業研究ࢡࠕテࢽ࣮ࣛ・ࣈンࠖࢢのどⅬかࡽ㹼ࠖ
し࡚㸪ᖹ講₇のෆᐜࠋࡓࡗ⾜ࢆ₇㢟࡛講₇࠺࠸
ᡂ 28 年 12 ᭶の中ኸ教育ᑂ㆟ࠕᗂ⛶ᅬ㸪ᑠ学ᰯ㸪
中学ᰯ㸪高➼学ᰯཬࡧ特ูᨭ学ᰯの学⩦ᣦᑟせ㡿
➼のᨵ善ཬࡧᚲせな᪉⟇➼࠸ࡘ （࡚⟅⏦）ࠖ のෆᐜ
㸪次ᮇ学⩦ᣦᑟ根ᣐࢆ㊶Ⓩቭ⪅の㐣ཤの授業ᐇ
せ㡿࡛ồࡿࢀࡽࡵᑠ学ᰯ⌮⛉・⏕ά⛉の授業ീ㸪お
࡚࠸ࡘ᪉ࡾᚲせな教師のᣦᑟのᅾの授業ࡑࡧࡼ
ゝཬしࠋࡓཧ⪅のンࢺ࣮ࢣかࠕࡽ次ᮇ学⩦ᣦᑟ
せ㡿࡛ồࡿࢀࡽࡵ授業のලయࡀศかࠕࠋࠖࡓࡗ᪂学⩦
ᣦᑟせ㡿ࡀᐇすࡿ๓かࡽ授業のᨵ善ࡴ⤌ࡾྲྀᚲ
せᛶࢆ༑ศឤࡓࡗ࠸ࠋࠖࡓࡌンࢺ࣮ࢣのෆᐜか
ࡧの学࡚ࡅྥ㸪ཧ⪅の次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞࡽ
 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇࡓ࠸ᐇし࡚ࡀ
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷ❧᭷岡ᑠ学ᰯ教職ဨ㸪ఀᕷෆの
学ᰯ教職ဨ㸪ఀᕷእの学ᰯ教職ဨ㸪⣙㸰㸮㸮ྡ） 

人間－350



（16）ఀ ᕷ❧あࡾおかᗂ⛶ᅬᅬෆ研究ᣦᑟ講師 ᖹᡂ 29年 3᭶ ࠕ育ࡕ学ࢆࡧなࡽࡵかࡘなࡿࡆᗂᑠ᥋⥆㹼⮬↛
⛉学のศ野どⅬࢆあ࡚࡚㸪㐟ࡧの中࡛学ࡵ῝ࢆࡧ
研究テ࣮マ࠺࠸㹼ࠖࡿ᥈ࢆの⎔ቃᵓᡂࡵࡓࡃ࠸࡚
の࡛ࡶᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟのෆᐜし࡚ࡣ㸪ࠕಖ育
の学ࡧ⏕ά⛉・⌮⛉の学ࡧの㛵㐃 ⛉⌮・⛉ά⏕ࠕࠖ
の⎔ቃᵓᡂかࡽぢࡿಖ育の⎔ቃᵓᡂのព⩏ࠖの㸰Ⅼ
࡛あࠋࡿᣦᑟの⤖ᯝし࡚㸪ࠕಖ育ᑠ学ᰯ教育の㛵
㐃Ẽࡓ࠸教ဨࡀฟ࡚ࠕࠖࡇࡓࡁ教ဨࡀ⌧ᅾ⾜ࡗ
ᣲࡀࠖࡇࡓࡅẼ౯್ࡸಖ育ᐇ㊶のពࡿ࠸࡚
 ࠋࡿࢀࡽࡆ
（ᑐ㇟⪅㸸ఀᕷ❧あࡾおかᗂ⛶ᅬ教ဨ㸴ྡ） 
 

（㸯㸵）八尾ᕷ❧ட井ᑠ学ᰯ࡛のᣦᑟ講師 ᖹᡂ 30 年 11
᭶ 

八尾ᕷ❧ட井ᑠ学ᰯお࡚࠸㸪⌮⛉の研究ᣦᑟࢆ⾜
ࢿン࣍ࠕのࡶ研究授業のᣦᑟ講ホの㸪子ࠋࡓࡗ
のၥ㢟ព㆑ࡳ⏕ࢆฟす授業ࢨࢹンࠖࢆテ࣮マし
࡚講₇ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
（ᑐ㇟⪅㸸八尾ᕷ❧ட井ᑠ学ᰯ教職ဨ⣙ 40ྡ） 

（㸯㸶）➨ 27 ᅇ大㜰ᗓᑠ学ᰯ⏕ά⛉・⥲ྜⓗな学
⩦教育研究༠㆟研究大中Ἑෆ大の
๓の研究ᣦᑟ講師 

ᖹᡂ 30年 9᭶
㹼（⥅⥆中） 

ᖹᡂ 31年 10᭶ 31᪥八尾ᕷ❧高安ᑠ学ᰯ࡛ᐇࡉ
➨ࡿࢀ 27ᅇ大㜰ᗓᑠ学ᰯ⏕ά⛉・⥲ྜⓗな学⩦教育
研究༠㆟大中Ἑෆ大の⥲ㄽ㸪おࡧࡼ授業研究の
ᣦᑟࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᖹᡂ 30年度ࠕࡣయⓗ・ᑐヰⓗ
ࢆの講₇࡚࠸ࡘࠖࡾࡃ目ᣦす授業࡙ࢆࡧ学࠸῝࡛
2 ᅇ㸪⥲ㄽのෆᐜᣦᑟࢆ 2 ᅇ㸪研究授業のᣦᑟ講ホ
ࢆ 1ᅇ⾜ࠋࡓࡗᖹᡂ 31年度ࡶ⥅⥆ⓗᣦᑟ࠺⾜ࢆண
ᐃ࡛あࠋࡿ 
 

㸳 ࡑの 
(㸯)大㜰教育大学教育学部おࡿࡅ㠀ᖖ講師
し࡚の教育ᐇ績 

 授業研究ࠖᢸᙜ⛉⌮➼ึࠕ

 
ᖹᡂ 24年 4᭶
㹼ᖹᡂ 25年 3
᭶ 

 
大㜰教育大学教育学部の㠀ᖖ講師し࡚ᢸᙜの
授業研究（ࠖᑓ㛛⛉目㸪㸱年次㓄ᙜ㸪༙⛉⌮➼ึࠕ ᮇ㸪
㑅ᢥ㸰༢）お࡚࠸㸪ᑠ学ᰯ学⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ⌮
⛉⦅の目ᶆおࡧࡼෆᐜ࡚࠸ࡘの講⩏㸪学⩦ᣦᑟ
の書ࡁ᪉࡚࠸ࡘの講⩏㸪⌮⛉の教ᮦ研究授業࡙
ᶍᨃࡿࡼ⏕ᐇ㊶の⤂介㸪学ࡧࡼの講⩏おࡾࡃ
授業のᣦᑟ᳨ウおࡧࡼ授業ウ㆟のᐇࡑのᣦ
ᑟ࠸⾜ࢆ㸪࡚ࡗࡼࢀࡑ㸪教育ᐇ⩦ࢆ᥍ࡓ࠼学⏕
学⩦ᣦᑟの書ࡁ᪉㸪⌮⛉の授業࡙ࡾࡃ（ඣ❺ศᯒ㸪
教ᮦศᯒࡴྵࡶ）おࡧࡼ授業ศᯒの᪉ࢆ⌮ゎࡏࡉ
 ࠋࡓࡗあࡀ教育ຠᯝࡿ
 

 ᖹᡂ 25年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶ 
 

大㜰教育大学教育学部の㠀ᖖ講師し࡚ᢸᙜの
授業研究（ࠖᑓ㛛⛉目㸪㸱年次㓄ᙜ㸪༙⛉⌮➼ึࠕ ᮇ㸪
㑅ᢥ㸰༢）お࡚࠸㸪⌮⛉の教ᮦ研究授業࡙ࡃ
ᶍᨃ授業のᐇཬࡿࡼ⏕ᐇ⩦㸪学ࡧࡼの講⩏おࡾ
 㸪授業ࡣලయⓗࠋࡓࡗ⾜ࢆ授業ウ㆟࡛のᣦᑟࡧ
࡛⏝すࡿ教ᮦࢆᐇ㝿సࡾ㸪ࢆࢀࡑࡓࡗᶍᨃ授
業࡛ࡇࡿࡏࡉࢆ㸪教ᮦのㄢ㢟㸪ᯈ書ࡸⓎၥ㸪ᨭ
なのㄢ㢟ࢆウ㆟࡚ࡗࡼ明ࡽかࡇࠋࡓࡏࡉのࡼ
子ࡸ教ᮦศᯒの㔜せᛶࡣ⏕㏻し࡚㸪学ࢆ⩏な講࠺
ࡇࡿゎす⌮ࢆの㔜せᛶࡇ࠺⾜ࢆᨭࡓࡗྜࡶ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ
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職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯   

㡯 年᭶᪥ ᴫ        せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ 
(㸯)ᑠ学ᰯ教ㅍ㸯✀චチ≧ 
(㸰)中学ᰯ教ㅍ㸯✀චチ≧ᐙᗞ 
(㸱)高➼学ᰯ教ㅍ㸯✀චチ≧ᐙᗞ 
(㸲)ᑠ学ᰯ教ㅍᑓಟචチ≧ 

 
ᖹᡂ 14年 3᭶ 
ᖹᡂ 14年 3᭶ 
ᖹᡂ 14年 3᭶ 
ᖹᡂ 29年 3᭶ 

 
ᖹ㸯㸱ᑠ㸯➨㸰㸱㸴㸵ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 
ᖹ㸯㸱中㸯➨㸰㸲㸵㸲ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 
ᖹ㸯㸱高㸯➨㸰㸴㸱㸱ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 
ᖹ㸰㸶ᑠᑓ➨㸯㸱ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 
 

㸰 特チ➼  
特記㡯なし 

  

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿ特記㡯 
（㸯）大㜰教育大学 ⛉学教育ࣉロࢺࢡ࢙ࢪ  

 ᐇጤဨ 
 
 

 

 
ᖹᡂ 23年 4᭶
㹼ᖹᡂ 24年 3
᭶ 
 
 
 

 
大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯのࣉロࢺࢡ࢙ࢪᐇ
ጤဨし࡚㸪⌮⛉ᐊおࡧࡼ⌮⛉‽ഛᐊのᐇ㦂ჾලの
ᐇࡸ⎔ቃᩚഛ㸪次元ࡿࡼࢻ࣮ࢥ࣮ࣂ⌮⛉のࣀ
⛉⌮㸪ࡣලయⓗࠋࡓࡗࢃᦠ➼✚の㞟ࢱ࣮ࢹࢺ࣮
ᐊおࡧࡼ⌮⛉‽ഛᐊのᐇࡸ⎔ቃᩚഛし࡚㸪授業
㘓ࢩステ࣒のᑟධ㸪㉸㡢ἼὙίᶵ㸪大ᆺ⇱ （ƫᐇ
㦂ჾල⏝）のᑟධᦠࡓࡲࠋࡓࡗࢃ㸪子ࡶ一人一
人の次元ࢆࢻ࣮ࢥ࣮ࣂసᡂし㸪ࢆࢀࡑᑓ⏝ス࢟ャ
ࢺ࣮ࣀဨの࡚のࡶ㸪子࡛ࡇࡿྲྀࡳㄞ࡛࣮ࢼ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ✚す࣮ࣂ࣮ࢧ⏝ᑓࢆࢱ࣮ࢹ
 

 ᖹᡂ 24年 4᭶
㹼ᖹᡂ 25年 3
᭶ 
 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯのࣉロࢺࢡ࢙ࢪᐇ
ጤဨし࡚㸪⌮⛉ᐊおࡧࡼ⌮⛉‽ഛᐊのᐇ㦂ჾලの
ᐇࡸ⎔ቃᩚഛᦠࠋࡓࡗࢃᐇ㦂ჾලのᐇ࡛ࡣ㸪
高ࡉ㸯㸬㸳㹫のࣜࢡルࢆࣉࣃ㸯㸮本⏝ពし㸪㣗
ሷの⤖ᬗ㸯⢏ࡀの࠺ࡼỈࡿࡅ⁐かࢆほᐹ࡛ࡁ
࠸ලྜの㐪ࡳのỿ◁࠸㍍▼࠸㸪㔜ࡾࡓし࠺ࡼࡿ
⎔ࠋࡓしࡾࡓし࠺ࡼࡿࡁほᐹ࡛ࢆ᪉ࡁᆅᒙの࡛ࡸ
ቃᩚഛし࡚ࡣ㸪⌮⛉ᐊの書⏬カ࣓ࣛ㸪スマ࣮ࢺ
すの᪂ㄪ࠸⏝ࡶの⟶⌮㸪子ࡑࡧࡼのᑟධおࢻ࣮࣎
なᦠࠋࡓࡗࢃ 
 

（㸰）大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ ⌮⛉任 
 

ᖹᡂ 24年 4᭶
㹼ᖹᡂ 25年 3
᭶ 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯの⌮⛉任し࡚㸪
⌮⛉教ᮦの㛤Ⓨࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ授業࡛ࢆࢪ࣮࣓
ࢆのᛮ⪃のྍどࡶ子࡚ࢀධࡾྲྀࢆᛮ⪃のሙࡓࡗ
ᅗࡾ㸪ࡶࢆࢀࡑしࡓ教師のᨭࡸᙧᡂⓗホ౯ࢆ
ᐇ࡛ࡇࡿࡏࡉ㸪子ࡶの⛉学ⓗなぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉
の⤖ᯝ㸪ࡑࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ㊶ᐇࡧࡼ授業研究おࡴ育ࢆ
⌮⛉部య࡛㸪༢元の学⩦ࢆ㏻し࡚育࠸ࡓࡳ子ࡶ
のぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉ࢆタᐃし࡛ୖࡓの授業ィ⏬ࡸᐇ㊶ࢆ
ᨭࡸ㸪授業のᯈ書ࡾな࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜
⌮のࡶ子ࠋࡓ࠼ቑࡀのࡶࡓ༶しのᐇែࡶ子ࡀ
⛉学⩦ᑐすࡿ⯆・㛵ᚰࢆ高ࡾࡓࡵ㸪⛉学ⓗなᛮ
任⛉⌮ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿすࡾࡓࡵ῝ࢆ⌧⾲・⪄
し࡚ప学年⏕ά⛉のẼ࡙ࡁ 3 年⏕かࡽの⌮⛉の⛉
学ⓗᛮ⪃ࡸ知㆑⌮ゎの᥋⥆ࡇࡿࡵࡲ࡚࠸ࡘ
㈉⊩しࠋࡓ 
 

 ᖹᡂ 25年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶ 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯの⌮⛉任し࡚㸪
⌮⛉部のⱝᡭ教ဨの育ᡂࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀලయⓗࡣ㸪
㐌㸯ᅇの教⛉ㄽ㛵ᩥࡿࢃ⊩の㍯ㄞの㛤ദ㸪᭶㸯
ᅇのⱝᡭ教ဨ࠺⾜ࡀ授業ぢ学ࡑのᚋᣦᑟࢆ㸪年
間ࢆ㏻ࡑࠋࡓࡗ⾜࡚ࡌの⤖ᯝ㸪ⱝᡭ教ဨのᩥ⊩ࢆㄞ
 ᣢࢆ᪉ྥᛶࡌྠࡀ部ဨ㸪任ࡶࡃࡘࡀຊࡴ
ࡿࡁ࡛ࡀࡇ࠺⾜ࢆ㊶ᐇࡧࡼの授業研究おࠎ᪥࡚ࡗ
⩦ᢸᙜ⪅ྠኈ࡛学⛉⌮ࡿ学年の␗なࠋࡓࡗな࠺ࡼ
ᣦᑟせ㡿ࢆ学ࡧ㸪目ᶆࡸෆᐜの⣔⤫ᛶࢆ☜ㄆしྜࡗ
ᥦ࠸࠸ࠕ㸪ࡣ㸪本年度の研究Ⓨ⾲࡛ࡣࡽࡉࠋࡓ
授業࡛あࢇࡇࠕࠋࠖࡓࡗな⌮⛉の授業ࢆぢ࠼ࡽࡶ࡚ࡏ
ࡅཷࢆホ౯࠸高ࡓࡗ࠸ࠋࠖ࠸ࡓ᮶ࡦࡐࡶ᮶年ࡽなࡿ
 ࠋࡓ
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（㸱）大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ  
➨㸱学年任 
 
 
 
 

 

ᖹᡂ 25年 4᭶
㹼ᖹᡂ 26年 3
᭶ 
 

学年の任し࡚㸪学年ဨࠕつᚊ ┤⣲ࠕࠖ ດࠕࠖ
ຊࠖの㸱ࡘのࢆࢻ࣮࣮࣡࢟♧し࡚㸪学年య⤒Ⴀ㸪
授業ᨵ善おࡧࡼ⏕άᣦᑟࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀࡶᐃᮇⓗ
学年教ᮦ研究᪥ࢆタࡿࡅ➼㸪教師し࡚の㈨㉁ࢆ高
ࡣࡶの⤖ᯝ㸪学年యの子ࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟࡿࡵ
ⴠ࡚࠸╔ࡕ授業࠺ࡼࡿࢀࡽࡅཷࢆなࡶࡿ㸪
ಖㆤ⪅かࡽの学ᰯおࡧࡼ学年教ဨᅋのಙ㢗ࡶ大ࡁ
 ࠋࡓࡗなࡃ
 

㸲 ࡑの 
  特記㡯なし 

  

研  究  業  績  ➼    㛵  す  ࡿ    㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

（ⴭ書） 
㸯㸬ኳ⋤ᑎ教育ࢺ࣮ࣀ 
  ➨㸯㸱㸱ྕ 
 
 
 
 
 
 

 
ඹⴭ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ᖹᡂ 22年 6
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 

 
大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ教育ᚋ 
 
 
 
 
 
 

 
ᖹᡂ㸰㸰年㸰᭶ᐇの大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ研究Ⓨ⾲の授業ᐇ㊶のศᯒ㞟࡛あ
 ࡿ
㹀㸳ุ 㸶㸲㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ 
ඹⴭ⪅㸸岩㷂由紀夫㸪山ᡭ㝯ᩥ㸪▼ᕝ㝯之㸪
∦山雅夫㸪森ಖ㸪太田雄久㸪㕥木Ṋྖ㸪ΎỈ
大㸪ከ田和ᙪ㸪ᑠ林బ知子㸪森元㈗子㸪㧘井
大㍜㸪吉㛛ጁ子㸪㢼間ᐶ㸪㸶ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ  
㸳年⌮⛉ࠕ㟁☢▼のࡁࡽࡓࡣ （ࠖp㸲㸲㸫㹮㸲
㸵）ࢆ༢ⴭ 
㊶のᐇ࡚࠸ࡘの授業ࠖࡁࡽࡓࡣ㟁☢▼のࠕ
のࡾ㏉ࡾし࡚ศᯒ⪃ᐹࠋࡓࡗ⾜ࢆ本授
業࡛明ࡽかなࡣࡇࡓࡗ㸪ၥ㢟ゎỴ࡛のࡁ
ࡁのാ㇟⌧・≀㸪⮬↛のࡿࡓあࡅかࡗ
かࡅかࡽ௬ㄝタᐃ࡛ࡲのࢪ࣮࣓ᛮ⪃のᐇ
ࢃ⾜㏻し࡚ࢆほᐹ・ᐇ㦂ࠋࡇࡿ㔜せ࡛あࡀ
ពࡸࡅの౯್ࢪ࣮࣓㸪ᐹ⪄ࡿࢀ
 ࠋࡿあ࡛ࡇ࠺࠸ࡿࡀなࡘࡅ
 

㸰㸬ኳ⋤ᑎ教育ࢺ࣮ࣀ 
  ➨㸯㸱㸳ྕ 
 

ඹⴭ ᖹᡂ 23年 2
᭶ 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ教育ᚋ 
 

ྛ教⛉の特ᛶࡘࡘ࠼ࡲࡩࢆ㸪子ࡶのⓎࡸ
教ᮦの本㉁ࡵࡓࡿࡲࡏのࠕᯈ書・ࢺ࣮ࣀᣦ
ᑟࠖࡶࡓࡵࡲࢆのࠋ 
㹀㸳ุ 㸴㸴㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ 
ඹⴭ⪅㸸岩㷂由紀夫㸪▼ᕝ㝯之㸪森ಖ㸪太田
雄久㸪ΎỈ大㸪ᑠ林బ知子㸪森元㈗子㸪吉㛛
ጁ子㸪ᕝୖᗣ之㸪㧘井大㍜㸪୕ᾆ聡子㸪山本
ᓅ大㸪㑣㈡典ோ㸪ᰵ井大㍜ 
本人ᢸᙜ部ศ  
授業㹼㸴年࠺㣴ࢆ᪉࠼⪄ࡸ学ⓗなぢ᪉⛉ࠕ
㹼ࡾࡼのつ則ᛶ࠘ࡇ࡚ࠗ （ࠖp㸱㸴㸫㹮㸲㸯）
 ༢ⴭࢆ
本研究の目ⓗࡣ㸪ࠕ⛉学ⓗࠖの根ᣐ࡛あࠕࡿᐇ
ド⏕  ⌧ࠕࠖ
ᛶ な授業࠺ࡼࡿព㆑すࡀࡶ子ࢆᐈほᛶࠖࠕࠖ
ࡸの⛉学ⓗなぢ᪉ࡶ㸪子࡛ࡇࡿᐇ㊶すࢆ
かࡽ明ࢆ࡚❧ຠᯝⓗなᣦᑟᡭࡴ育ࢆ᪉࠼⪄
す࡛ࡇࡿあࠋࡿ明ࡽかなࡣࡇࡓࡗ㸪ᡭ
すࢃࡽあࢆឤぬ࠸ࡁಶ人ᕪの大࠺࠸࠼ࡓࡈ
ࡇࡿ࠸⏝ࢆᐈほⓗなᩘ್࠺࠸ࡉ㸪㔜ࡵࡓ
あ࡛ࡇࡿࡏࡉࡌឤࡶ子ࢆの᭷ຠᛶ
 ࠋࡿ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

㸱㸬ኳ⋤ᑎ教育ࢺ࣮ࣀ 
➨㸯㸱㸴ྕ 

 
 
 
 
 
 

ඹⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 23年 7
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ教育ᚋ 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸱年㸰᭶ᐇの大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ研究Ⓨ⾲の授業ᐇ㊶ศᯒ㞟࡛あ
 ࠋࡿ
㹀㸳ุ 㸶㸵㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ 
ඹⴭ⪅㸸岩㷂由紀夫㸪八木⩏ோ㸪山ᡭ㝯ᩥ㸪
⸨憲一㸪✄ⴥ正治㸪森ಖ㸪太田雄久㸪㕥木
Ṋྖ㸪ከ田和ᙪ㸪ᑠ林బ知子㸪㧘井大㍜㸪森
元㈗子㸪ᗣ㈗㸪吉㛛ጁ子㸪㸶ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ  
㸴年ࠕⓎ㟁㟁Ẽの⏝ （ࠖp㸱㸰㸫㹮㸱㸳）
の部ศ༢ⴭ 
ᖹᡂ㸰㸱年㸰᭶ࡓࢀࢃ⾜大㜰教育大学㝃ᒓ
ኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ研究Ⓨ⾲࡛の授業࡚࠸ࡘの
ᐇ㊶ሗ࿌おࡧࡼศᯒ㸪⪃ᐹࠋࡓࡗ⾜ࢆ本授業 
࡛明ࡽかなࡣࡇࡓࡗ㸪子ࡀࡶయⓗな
ၥ㢟ゎỴࡣࡵࡓࡴ⤌ࡾྲྀ㸪子ࠕࡀࡶఱ
࠼⟆のㄢ㢟のࡇᑐ⤯ࠕࠋࠖ࠸ࡓࡾかし࡚知
ࠋࠖ࠸ࡓࡾ知ࢆ ࡵࡓࡘࡶࢆࡕなẼᣢ࠺ࡼ࠺࠸
㔜せࡀⓎၥࡸ㸪ᑟධのᣦᑟ⪅のㄢ㢟タᐃ
࡛あࡿゝ࡛ࡇ࠺あࠋࡿ 
 

㸲㸬ኳ⋤ᑎ教育ࢺ࣮ࣀ 
  ➨㸯㸱㸵ྕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඹⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 23 年
10᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ教育ᚋ 
 
 
 
 
 
 
 
 

学⩦ᣦᑟせ㡿ᐇࡿࡼ㸪子ࡶのኚᐜ
教ྛࢆのかࡿ࠸し࡚࠺ࡼ࠼ኚ࠺ࡼの
⛉➼࡛㏙ࠋࡓ 
㹀㸳ุ 㸶㸯㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ 
ඹⴭ⪅㸸᪩ⲡᐶ㸪山田Ⰻ則㸪᭹部ᩗ一㸪୕島
බᚨ㸪八木⩏ோ㸪山ᡭ㝯ᩥ㸪森ಖ㸪太田雄久㸪
㕥木Ṋྖ㸪ከ田和ᙪ㸪ᗣ㈗㸪森元㈗子㸪㢼
間ᐶ㸪竹ୖ由ᕼ子㸪⢖⏕⩏紀㸪 13ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ  
学ⓗ⛉ࠗࡿ࠼ኚࢆࡶ㸪子ࡿࢃኚࡀࡶ子ࠕ
な⾲⌧ຊ╔目し࡚࠘ࠖ（p㸯㸲㸫㹮㸯㸳）の部
ศࢆ༢ⴭ 
᪂学⩦ᣦᑟせ㡿࡛㸪⌮⛉࡛子ࢆࡶの࠺ࡼ
㸪ࢆ⛬のኚᐜの㐣ࡶ子ࡓࡲのか㸪ࡿ࠼ኚ
授業ᐇ㊶ࢆ㏻し࡚ศᯒおࡧࡼ⪃ᐹࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ホ౯のほⅬ࡛あࠕࡀࠖ⌧⾲ࠕࡿ⛉学ⓗᛮ⪃・
⌧⾲ࢆ⪄のᛮࡶ㸪子࡛ࡇࡓࡗなࠖ⌧⾲
άືྍ࡚ࡗࡼどすࡀࡇࡿ授業࡛ከྲྀࡃ
ࡶ子ࡓࡲ㸪ࡇࡓࡗな࠺ࡼࡿࢀࡽࢀධࡾ
࠼⪄⪅の㸪⮬ศ࡚ࡗࡼᛮ⪃のྍどࡀ
のẚ㍑ࢆᐜ᫆࠺ࡼࡿ࠼⾜なࢆࡇࡓࡗ㏙
 ࠋࡓ
 

人間－354



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

㸳㸬ኳ⋤ᑎ教育ࢺ࣮ࣀ 
  ➨㸯㸱㸷ྕ 
 
 

ඹⴭ 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 24年 7
᭶ 
 
 
 
 
 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ教育ᚋ 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸲年㸰᭶ᐇの大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ研究Ⓨ⾲の授業ᐇ㊶のศᯒ㞟࡛あ
 ࠋࡿ
㹀㸳ุ 㸵㸶㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ 
ඹⴭ⪅㸸ୖ東章㸪๓田୕⏨㸪八木⩏ோ㸪大௰
ᨻ憲㸪▼ᕝ聡子㸪森ಖ㸪太田雄久㸪㕥木Ṋྖ㸪
ᑠ林బ知子㸪ከ田和ᙪ㸪松山雅子㸪㧘井大㍜㸪
森元㈗子㸪ᡭྲྀ⩏ᏹ㸪吉㛛ጁ子㸪ᰗ本᭸子㸪
竹ୖ由ᕼ子㸪▼ᕝ聡子㸪ᑠ島ᚊ子㸪㸯8ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ  
のࡶの授業 㸳年ࠗ⛉⌮ࡿ育ᡂすࢆ㐀ᛶࠕ
のࡅ᪉࠘の部ศ（㹮㸰㸴㸪p㸱㸯㸫㹮㸱㸰）
 ༢ⴭࢆ
大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ研究Ⓨ⾲࡛
の授業࡚࠸ࡘの⌮⛉教⛉ㄽ授業ᐇ㊶ሗ࿌
おࡧࡼศᯒ㸪⪃ᐹࠋࡓࡗ⾜ࢆ明ࡽかなࡓࡗ
ࡏかかࢆᅗࢪ࣮࣓ࡶ㸪授業࡛子ࡣࡇ
のឤᛶのࡶ㸪子࡛ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆάືࡿ
ാࢆࡁᣦᑟ⪅ࡀ㐺ษぢྲྀࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ
ᅗの教育ⓗࢪ࣮࣓ࠋࡿあ࡛ࡇࡓࡗな࠺
ຠᯝࢆ明ࡽかしࠋࡓ 
 

㸴㸬ኳ⋤ᑎ教育ࢺ࣮ࣀ 
  ➨㸯㸲㸮ྕ 
 
 
 
 
 
 

ඹⴭ 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 24 年
10᭶ 
 
 
 
 
 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ教育ᚋ 
 
 
 
 
 

ྛ教⛉・㡿ᇦのどⅬかࡽ㸪ゝㄒάືのᐇ
 ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘ
㹀㸳ุ 㸶㸯㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ 
ඹⴭ⪅㸸八木⩏ோ㸪山ᡭ㝯ᩥ㸪森ಖ㸪太田雄
久㸪㕥木Ṋྖ㸪ᑠ林బ知子㸪吉㛛ጁ子㸪森元
㈗子㸪ᕝୖᗣ之㸪⢖⏕⩏紀㸪松ᾆᏹ㸪木ୗΎ
ྖ㸪竹ୖ由ᕼ子㸪୕ᾆ聡子㸪 11ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ  
ゝㄒάࡀゝㄒάືのᐇࠗయ㦂άືのᐇࠕ
ືのᐇࡘなࠖ࠘ࡿࡀ（p㸯㸮㸫㹮㸯㸯）の部
ศࢆ༢ⴭ 
ࡑ᪉࠼ࡽゝㄒάືのࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛⛉⌮
のᐇのᣦᑟ᪉ἲ࡚࠸㸪授業ᐇ㊶ࡶࢆ
㏙ࡓ㸪ලయⓗࡣ㸪ゝㄒάືࡣ子ࡶの
ᛮ⪃ྍࡀどࡶࡓࢀࡉの࡛あࡇࡿ㸪ゝㄒά
ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡑࡇ࡚࠸ാࡀ⪄のᛮࡶ子ࡣື
య㦂άࡣࡵࡓࡿࡏാかࢆ⪄のᛮࡶ㸪子
ືのᐇࡀᚲ㡲࡛あࢆࡇࡿ㏙ࠋࡓ 
 

人間－355



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

㸵㸬ኳ⋤ᑎ教育ࢺ࣮ࣀ 
➨㸯㸲㸯ྕ 

 
 
 
 

ඹⴭ 
 
 
 

ᖹᡂ 25年 2
᭶ 
 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ教育ᚋ 
 

ྛ教⛉・㡿ᇦのどⅬかࡽ㸪ゝㄒάືのᐇ
 ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘ
㹀㸳ุ 㸴㸶㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ 
ඹⴭ⪅㸸八木⩏ோ㸪安井⩏和㸪山ᡭ㝯ᩥ㸪森
ಖ㸪太田雄久㸪㕥木Ṋྖ㸪∾㑳子㸪ᑠ林బ知
子㸪吉㛛ጁ子㸪森元㈗子㸪ᕝୖᗣ之㸪ᰵ井大
㍜㸪㧘井大㍜㸪⢖⏕⩏紀㸪୕ᾆ聡子㸪竹ୖ由
ᕼ子㸪㸷ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ  
教ᮦ・教ලのヰࠗ㇋㟁⌫࠘ࠖ（p㸰㸴-㹮㸰㸵）ࠕ
の部ศࢆ༢ⴭ 
㸱年⏕➼࡛ྲྀ࠺ᢅࡾ㇋㟁⌫࡚࠸ࡘの教ᮦศ
ᯒおࡧࡼ授業ᐇ㊶ࢆ⤂介しࠋࡓලయⓗࡣ㸪
なࡐ㸱年⏕の㟁Ẽの学⩦࡛ࡣ㇋㟁⌫ᢅࡾྲྀࢆ
㸪ᑠ学ᰯ⌮⛉のෆᐜの⣔ࢆࡇ࠺࠸のか࠺
⤫ᛶࢆලయⓗ♧し࡚㏙ࡑࠋࡓし࡚㇋㟁⌫ 
のෆഃのᑟ⥺のࡘなࢆࡾࡀ⌮ゎࡣࡇࡿࡏࡉ
ᑠ学ᰯ⌮⛉࡛㟁Ẽの学⩦ࢆ㐍ࡿࡵᑟධẁ㝵
し࡚ࡣ㔜せ࡛あࢆࡇࡿㄽࠋࡓࡌ 

㸶㸬ኳ⋤ᑎ教育ࢺ࣮ࣀ 
  ➨㸯㸲㸰ྕ 
 
 
 
 

ඹⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 25年 7
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ教育ᚋ 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ㸰㸲年㸰᭶ᐇの大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ研究Ⓨ⾲の授業ᐇ㊶ศᯒ㞟࡛あ
 ࠋࡿ
㹀㸳ุ 㸵㸴㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ 
ඹⴭ⪅㸸ⴗ原Ṋኈ㸪大௰ᨻ憲㸪▼ᕝ聡子㸪田
中ᘓྖ㸪山ᡭ㝯ᩥ㸪森ಖ㸪太田雄久㸪吉㛛ጁ
子㸪㧘井大㍜㸪⢖⏕⩏紀㸪松山雅子㸪ᡭྲྀ⩏
ᏹ㸪ᰗ本᭸子㸪竹ୖ由ᕼ子㸪୕ᾆ聡子㸪ᑠ島
ᚊ子㸪బ⸨㈼ྖ㸪ධ口㇏㸪金光㟹ᶞ㸪山本ᓅ
大㸪㸷ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ  
 授業ࡴ育ࢆ᪉࠼⪄ࡸの⛉学ⓗなぢ᪉ࡶ子ࠕ
㸱年ࠗࡶの㔜ࠖ࠘ࡉ（p㸯㸶㸫㹮㸰㸮）部ศࢆ
༢ⴭ 
大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ研究Ⓨ⾲࡛
の授業࡚࠸ࡘの⌮⛉教⛉ㄽ授業ᐇ㊶ሗ࿌
おࡧࡼศᯒ㸪⪃ᐹࠋࡓࡗ⾜ࢆ明ࡽかなࡓࡗ
 ࡶ子࡛ࡇࡿࡏࡉᐇࢆ㸪య㦂άືࡣࡇ
子ࠋࡿあ࡛ࡇࡿࡌឤࢆゝㄒάືのᚲせᛶࡀ
య㦂άࡶࢆ授業の目ᶆの⣲ᮔᴫᛕࡶ
ࢆఱࠕࡶゝㄒάືࡶື ࡘの㸰ࠖ࠺ࡼのࠕࠖ
のどⅬࢆ明ࡽかし࡚タᐃすࡀࡇࡿ大ษ࡛
あࡿ㏙ࠋࡓయ㦂ᨭࡓࢀࡽ࠼ゝㄒάືの
㔜せᛶࢆㄽࠋࡓࡌ 
 

人間－356



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

㸷㸬ኳ⋤ᑎ教育ࢺ࣮ࣀ 
➨㸯㸲㸱ྕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඹⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 25 年
12᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯ教育ᚋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᛮ⪃ຊ・⾲⌧ຊุ᩿ຊの育ᡂࡣ㸪ఱࢆ大ษ
㸪ྛ教⛉・㡿ࢆかࡴ⤌ࡾྲྀ࠺ࡼのし㸪
ᇦのどⅬ࡛㏙ࠋࡓ 
㹀㸳ุ 㸴㸵㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤ᑎᑠ学ᰯ 
ඹⴭ⪅㸸矢㇂健一㸪山ᡭ㝯ᩥ㸪太田雄久㸪吉
㛛ጁ子㸪㧘井大㍜㸪竹ୖ由ᕼ子㸪井ୖ由香㔛㸪
田村┿由子㸪山本ᓅ大㸪吉森久ᒎ㸪ᰵ井大㍜㸪
田美和㸪Ṋ智ᗣᩥ㸪ゅ田ᾈ太㑻㸪ΎỈ㈗之㸪
㸵ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ  
のホ౯ࡑᛮ⪃ຊ・⾲⌧ຊ・ุ᩿ຊの育ᡂࠕ
ࠗほᐹ࡛のᛮ⪃ຊ・⾲⌧ຊの育ᡂࡑのホ
౯࠘ࠖ（p㸶㸫㹮㸷）の部ศࢆ༢ⴭ 
⌮⛉࡛のᛮ⪃ຊ・⾲⌧ຊの育ᡂ࡚࠸ࡘ㸪ほ
ᐹ࠺࠸授業ሙ㠃↔Ⅼࢆあ࡚࡚⪃ᐹしࠋࡓ
明ࡽかなࡣࡇࡓࡗ㸪య㦂άືのᐇゝ
ㄒάື࡛のᣦᑟ⪅の目ᶆࡓࡏࢃྜ㐺ษなព
ࡅ㸪౯್ࡀࡅᛮ⪃ຊ・⾲⌧ຊの育ᡂ
 ࠋࡓࡌㄽࢆࡇࡿࡀなࡘ
 

㸯㸮㸬⛉学ⓗなぢ᪉ࡸ⪃
 授業⛉⌮ࡴ育ࢆ᪉࠼
 
 
 

༢ⴭ 
 
 
 
 

ᖹᡂ 26 年
12᭶ 

ᰴᘧ♫㹃㹐㹎 
 
 
 

ᑠ学ᰯ⌮⛉の目ᶆ࡛あࠕࡿ⛉学ⓗなぢ᪉ࡸ⪃
࡚࠸ࡘࡾࡃの⌮⛉授業࡙ࡵࡓࠖࡴ育ࢆ᪉࠼
㏙ࠋࡓලయⓗな授業࡙ࡾࡃのどⅬし࡚㸪
ඣ❺⌮ゎࠕ 教ᮦศᯒࠕࠖ ༢元目ᶆのලయࠖࠕࠖ
の㸱ࢻ࣮࣮࣡࢟ࢆࡘし࡚ྲྀࠕࠋࡓࡆୖࡾඣ❺
⌮ゎࠖࡣ࡚࠸ࡘ㸪子ࡶのඛ⾜⤒㦂ෆᐜ
の⣔⤫ᛶࡶࢆ㸪子ࠕࡀࡶ知ࡇࡿ࠸࡚ࡗ
ࠕࠖࡇࡿ࠸࡚ࡗなࡾࡶࡘࡿ࠸࡚ࡗ知ࠕࠖ
デ᩿ⓗホ౯ࠖࠕ࠺⾜ࢆのศᯒࠖࡇ࠸なࡽ知ࡃ
の㔜せᛶࢆ㏙ࠕࠋࡓ教ᮦศᯒࠖࡣ㸪教ᮦࡶࡀ
ࡿࡁの࡛ࡇࡿࡁの࡛ࡇࡿ㏕༢元目ᶆࡘ
特㉁ࡸ౯್ࢆศᯒすࡿ目ࢆ㣴ࢆࡇ࠺㏙
ᙧᡂⓗホ౯ࠖࠕᣦᑟィ⏬のなかࡽࡉࠋࡓ
 ᣦࢆࢀࡑⓎぢしࢆࡁࡎࡲࡘかし㸪ඣ❺の࠸ࢆ
ᑟのᨵ善άかすࢆࡇᙇしࠕࠋࡓ目ᶆのල
యࠖࡣ࡚࠸ࡘ㸪ࠕ⤫ྜⓗなホ౯ࠖࡓ࠺⾜ࢆ
ࢺ࣮ࣀࡸのⓎゝࡶ子ࡓࡗ⮳目ᶆ㐩ᡂࡵ
記㘓ࢆලయすࢆࡇࡿ㏙ࠋࡓ㸱ࡘの࣮࢟
㟁Ẽの㏻ࠕ⏕ᑠ学ᰯ㸱年ࡓしࡶࢆࢻ࣮࣡
㐨ࡾ 㸪ࠖ㸳年⏕ࠕኳẼのኚࠖな㸴年⏕࡛ࡲ
の授業ᐇ㊶ࢆ㏙ࠋࡓ 
㸿㸳ุ 㸳㸳㡫 
 

㸯㸯㸬人間教育ࢆどⅬ
しࡓ教職ධ㛛 
 
 

ඹⴭ 
 

ᖹᡂ 26 年
12᭶ 
 
 
 
 
 
 

大学教育ฟ∧ 
  
 

人間教育どⅬࢆᙜ࡚࡚㸪教師ࢆ目ᣦす学⏕
ෆᐜࡸし࡚㸪教育の目ⓗ教育学の➨一Ṍ
 ࠋࡿの࡛あࡶࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘ⧊⤌学ᰯࡸ
㹀㸳ุ 㸰㸶㸮㡫 
⦅⪅㸸中田正ᾈ 
ඹⴭ⪅㸸中田正ᾈ㸪㙊田㤳治ᮁ㸪松田智子㸪
中田ᚊ子㸪金山憲正㸪瀧明知恵子㸪㛗ᒃ຺治㸪 
本人ᢸᙜ部ศ（㸯㸮㡫） 
➨㸴章➨㸰⠇ࠕᑠ学ᰯの学⣭⤒Ⴀ （ࠖp.㸯㸵㸰
㹼p.㸯㸶㸮）の部ศࢆ༢ⴭ 
ᑠ学ᰯࡣ㸴ṓかࡽ㸯㸰ṓ࡛ࡲ㸪ᢸᙜすࡿඣ
❺のᡂ㛗ཬࡧⓎ㐩のᖜࡀ広ࡑࠋ࠸のⓎ㐩ᛂ
学⣭ᣦᑟࡓࡌᛂᢕᥱし㸪ẁ㝵ࢆ特ᚩࡓࡌ
ࠋࡓ㏙ලయⓗ࡛ࡲ㸴年ࡽ㸪㸯年か࡚࠸ࡘ
⤒のࡑ㸪ᑠ学ᰯ学⣭ᢸ任の一᪥のࡓࡲ
Ⴀ࣏ン࡚࠸ࡘࢺලయⓗ㏙ࡽࡉࠋࡓ㸪
学ᰯ教育目ᶆかࡽ学⣭教育目ᶆࡿ࡚❧ࢆᡭ❧ 

人間－357



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

し㸴年⏕のルࢹのࣔࡑㄝ明し㸪࡚࠸ࡘ࡚    
ࢆ♧し᭱ࠋࡓᚋ PDCAࢡࢧル࡛ᐇ㊶すࡿ
学⣭⤒Ⴀのホ౯の㔜せᛶࢆㄽࡓࡌ 
本人ᢸᙜ部ศ（㸯㸮㡫） 
➨㸵章➨㸯⠇ࠕᑠ学ᰯの⏕ᚐᣦᑟ （ࠖ㹮㸬㸰㸯
㸰㹼㹮㸬㸰㸰㸰）部ศࢆ༢ⴭ 
ᑠ学ᰯ࠺࠸ඣ❺のⓎ㐩年㱋ୖ㸪⏕ᚐᣦᑟࡣ
ಖㆤ⪅ཬࡧᆅᇦの人ࠎの㐃ᦠなࡃし࡚ࡣ㸪
㐩ᡂ࡛ࡁなࡓࡲࠋ࠸ᛮᮇの᪩ᮇⓎ㐩ࡾࡼ㸪
ᑠ学ᰯ高学年のᑐᛂࡣᛮᮇึᮇの⊂特の
ࡘし࠺ࡼ࠸なࡅࡘയࢆᑛឤ⮬ࡸࢻࣛࣉ
ࠋࡓ㏙ࢆᚲせᛶࡿᑐᛂすࡓし↛㸪Ẏࡶࡘ
ᑠ学ᰯప学年・中学年・高学年の⏕ᚐᣦᑟの
・ᚐᣦᑟのయ⨩・Ⓩᰯ⏕ࠋࡓ㏙ࢆࢺン࣏
かࡿゎỴす࠺ࡼのᑠ学ᰯ࡛ࡀなࡵࡌ࠸
᪉⟇ࢆ♧၀しࡓࡲࠋࡓᑠ㸯ࣉロࡸ࣒ࣞࣈ中㸯
・ᗂ⛶ᅬࡿ᥋⥆すࡣのᑐᛂ➼ࣉࢵャࢠ
中学ᰯの㐃ᦠࡀ㸪㔜せ࡛あࡶࡇࡿ㏙ࠋࡓ 
 

㸯㸰㸬ࢬ࣮ࣜࢩ᪂௦の
学ࢆࡧࡿ㸳 
⌮⛉ ᣦᑟの⌮ㄽᐇ
㊶ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 8
᭶ 

あࡾ࠸ฟ∧ ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ồࡿࢀࡽࡵ⌮⛉のᣦᑟࡸ授
業のᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘ㸪大学⏕ࡸ⌧ᙺ教ဨྥ
 ࠋࡿの࡛あࡶࡓࡌㄽࡽᐇ㊶か㸪⌮ㄽ࡚ࡅ
㸿㸳ุ 㸰㸷㸶㡫 
⦅⪅㸸▼ᕝ聡子 
ඹⴭ⪅㸸▼ᕝ聡子㸪⛅吉博之㸪␏ᾈ㸪ᖹ田
㇏ᇛ㸪太田雄久㸪௰矢史雄㸪ᕝୖ雅之㸯㸲
ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ（㸯㸮㡫） 
➨㸷章ࠕᑠ学ᰯのᐇ㊶ࠖ➨㸰⠇ࠕ㸱年⏕
（㹮㸬㸯㸴㸲㹼㹮㸬㸯㸵㸰）ࠖ࠘ࡁのാ࣒ࢦࠗ
の部ศࢆ༢ⴭ 
㸱年⏕࣒ࢦࠕのാࠖࡁのᐇ㊶ࡶࢆ㸪
᪂学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ồࡿࢀࡽࡵ⌮⛉の授業࡙ࡃ
㸪ࡣලయⓗࠋࡓゝཬし࡚࠸ࡘ᪉ࡾのᅾࡾ
᫆ࡿࢀࡽࡵのᑠ学ᰯ⌮⛉教育࡛ồ࡛ࡲࢀࡇ
の部ศあࡿࡓඣ❺⌮ゎ㸪教ᮦ研究なࡣ㸪
㏙ࢆࡇࡿあ࡛ࡁす大ษࡾ㏻࡛ࡲࢀࡇ
㸪ෆᐜ௨ୖࡪ学ࡀࡶ㸪子ྠࢀࡑࠋࡓ
学⩦࣮ࢶ࠺ルࡸ⎔ቃᵓᡂな㸪子ࡶの
学ࡧ᪉ࢆの࠺ࡼᵓ㐀すࡿか࠺࠸ὶ⾜
㏻し࡚㏙ࢆࡶ࡚࠸ࡘ部ศࡿࡓあ
 ࠋࡓ
 

(学⾡ㄽᩥ)     

㸯㸬㐀ᛶࢆ育ᡂすࡿ⌮
⛉の授業 
 
 
 

 
༢ⴭ 

 

 
ᖹᡂ 24年 2
᭶ 
 

 
大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯࠗ 研究紀せ➨㸱
㸱ᕳ࠘ 
㹮㸶㸯㹼㹮㸶㸲 
 
 
 
 

 
子ࡶの⣲ᮔなぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉ࠕࢆ㐀ᛶࡀ育
ᡂࡓࢀࡉጼࠖኚᐜࡵࡓࡿࡏࡉ㸪ࢪ࣮࣓
ᅗなࢆ࡚ࡗ⮬ศの⪃ࢆ࠼⾲⌧すࡿሙ㸪᪂
し࠸⛉学ᴫᛕࢆ㌿⏝すࡿሙࢆタᐃすࡿ授業ࢆ
ᥦしࠕࠋࡓデ᩿ⓗホ౯ࠖࡾࡼඣ❺のศᯒࢆ
ࡶࢆࣞࢬのࡘの㸰ࡑ㸪教師の教ᮦศᯒ࠸⾜
ணࡸ௬ㄝࢆ❧࡚㸪ၥ㢟ゎỴẖ子ࡶ⮬㌟
し࡚㸪ၥ㢟ゎỴ࡛明ࡑࠋࡓࡏࡉᐹ┬ࢆᯝ⤖
㸪ูࢀࡉ㸪⏕ά♫ࡀࡇࡓࡗなかࡽ
の⌧㇟ࢆゎ㔘すࡿ㝿ࡶ᭷ຠ࡛あࡇࡿẼ
かࡏ子ࡶのぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉ࢆጇᙜᛶの高࠸
ࢆ本ㄽࠋࡓしかࡽ明ࢆࡇࡿኚᐜすのࡶ
㏻し࡚㸪子ࢪ࣮࣓ࡀࡶᅗࢆ࡚ࡗ⮬ศの
ᛮ⪃ྍࢆどすࡿゝㄒάືࢆタᐃすࡇࡿ
࡛㸪ᣦᑟ⪅ࡀⓗ☜なᙧᡂⓗホ౯ࡇࡿ࠼⾜ࡀ
 ࠋࡓࡌㄽࢆ

人間－358



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

㸰㸬子ࡶの⛉学ⓗなぢ
᪉࠼⪄ࡸ᪉ࢆ育ࡴ授業 
 
 
 
 
 
 

༢ⴭ 
 

ᖹᡂ 25年 2
᭶ 
 

大㜰教育大学㝃ᒓኳ⋤
ᑎᑠ学ᰯࠗ 研究紀せ➨㸱
㸲ᕳ࠘ 
㹮㸵㸯㹼㹮㸵㸴 
 
 

授業お࡚࠸㸪子ࡶの⤒㦂ࡀᵓᡂࡓࢀࡉ
な㸪ᣮ࠺ࡼࡿすࡾࡓ࠸ാࡀのឤᛶࡶ㸪子ࡾ
ᡓⓗࡶしࡣࡃⓎぢⓗなㄢ㢟のタᐃ࡚࠸ࡘ㏙
ゝᚲせなయ㦂άືࡵࡓのࡑࡽࡉࠋࡓ
ㄒάືのᐇ࠺࠸ᡭ❧࡚ࢆㄽࠋࡓࡌලయⓗ
௬ㄝࡸணࡓ࡚❧ศの⮬㌟⮬ࡶ子ࡣ
⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡏࡉẚࡏࡉ㸪ၥ㢟ゎỴ࡚࠸ࡘ
の┬ᐹࡶࡿࡏࢃ⾜ࢆ㸪のඣ❺の⪃࠼
᪉ࡶゐ࡛ࡇࡿࡏࡉࢀ㸪᪂ࡓなẼࡁᑟ
㐺ษなඣ❺ศࠋࡓ㏙ࢆ㊶ᐇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡃ
ᯒ教ᮦศᯒࡓࡗ⾜ࡶࢆᣮᡓⓗࡶしࡣࡃ
Ⓨぢⓗなㄢ㢟のタᐃࡾࡼ㸪子ࡶのၥ㢟ព
㆑ࡇࡿࢀࡲ⏕ࡣ㸪ࡾࡼࢀࡑ子ࡶのឤᛶ
ࡇࡿな࠺ࡼࡃാ㐺ษ࡚ࡅྥၥ㢟ゎỴࡣ
ࡇࡃാࡀ㐺ษなឤᛶࡓࡲࠋࡓしかࡽ明ࢆ
ᐹ⪄࡛ࢇ㐍ࡶࢆయ㦂άືࡀࡶ㸪子࡛
 ࠋࡓ㏙ࡶࡇࡿな࠺ࡼࡴ⤌ࡾྲྀᐹ┬ࡸ
 

㸱㸬ከ㠃ⓗほᐹࡿࡏࡉ
の⛉学ⓗࡶ㸪子࡛ࡇ
なぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉ࢆ育ࡴ 
 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 26 年
10᭶ 

ᰴᘧ♫㹃㹐㹎 
㹮㸰㸲㹼㹮㸰㸵 
 
 
 

⌮⛉学⩦おࡣ࡚࠸㸪子ࡶの࡛ࡲࢀࡇのඛ
⾜⤒㦂࡚ࡗࡼ㸪子ࡶの⮬↛の≀・⌧㇟
ࠋ࠸ᙉࡀഴྥࡿな一㠃ⓗࡣのぢ᪉࡚࠸ࡘ
ࢆデ᩿ⓗホ౯ࠖࠕ༢元ᑟධ๓ࡣࡵࡓのࡑ
ព㆑↓ࡣのぢ᪉ࡶの子ࡇࠋࡿあࡀᚲせ࠺⾜
ⓗなࡶの࡛あࡵࡓࡿ㸪一㠃ⓗなぢ᪉ࢆኚᐜす
なᚲせࡀᨭࡧࡼ㸪ᣦᑟ⪅のᣦᑟおࡣࡿ
ࡿㄆす☜ࢆᣦᑟのᡂᯝࡸのኚᐜࡑ㸪ࡓࡲࠋࡿ
ࢆᙧᡂⓗホ౯ࠖࠕ⏬㸪ᣦᑟのయィࡵࡓ
㐺ᐅタᐃしなࡅ࠸ࡤࢀࡅなࠋ࠸㸱年⏕の᳜ࠕ
≀のయのࡾࡃࡘ の子࡛ࠖࡾࡃࡘのయの᪻ࠕࠖ
࠺ࡼのࡇ㸪ࡆᣲࢆのほᐹ記㘓のኚᐜࡶ
なኚᐜࡓࡗ⮳ᣦᑟ⪅のᣦᑟࡸᨭཬࡧ目ᶆ
㸪ほᐹ記㘓ࡣࡽࡉࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘホ౯
のኚᐜࢆᣦᑟ⪅ࡀⓗ☜౯್ࡾࡓࡅព
ࢡࢵࣂࢻル࣮ࣇࡶ子࡛ࡇࡿすࡾࡓࡅ
すࡿな㸪ࠕᣦᑟホ౯の一యࠖࢆᅗࡇࡿ
⛉・ከ㠃ⓗࢆどⅬࡿのほᐹすࡶ㸪子ࡾࡼ
学ⓗなࡶのኚᐜࢆࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉ
㏙ࡽࡉࠋࡓ㸪ホ౯ࢆ教師のᣦᑟᨵ善ᙺ
 ࠋࡓࡌㄽࡶ࡚࠸ࡘ㔜せᛶࡿ࡚❧
 

㸲㸬⌮⛉教育人間教育
㸫⮬↛の≀・⌧㇟ࡘ
ࡇࡿ࠼ኚࢆのどⅬ࡚࠸
 ㏻し࡚㸫ࢆ
 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 26 年
12᭶ 

人間教育学研究➨㸰ྕ 
（人間教育学） 
㹮㸶㸯㹼㹮㸶㸶  
 

人間教育ࡣ㸪子ࡶ一人ࡀࡾࡦಶᛶⓗ࡛
యⓗなᏑᅾし࡚ᡂ㛗し࡚ࢆࡇࡃ࠸ຓ
すࡿ教育࡛あࡇࠋࡿの教育のࡵࡓの授業࡙ࡃ
ὀ目し㸪⏺のෆ㠃ୡࡶし࡚㸪子のどⅬࡾ
授業ᐇ㊶࡛ࡇ࠺⾜ࢆあࠋࡿ⌮⛉教育࡛ồࡵ
ࡿ㔜どすࢆձయⓗなၥ㢟ゎỴࡣࡇࡿࢀࡽ
のⓎ㐩ẁࡶ子ࡣᑠ学ᰯ࡛特ࠋࡿあ࡛ࡇ
㝵ࢆ⪃៖し࡚㌟㏆な⮬↛⌧㇟ࢆᑐ㇟し子
ほࡓࡗࡶࢆⓎぢし㸪ぢ㏻しࢆၥ㢟ࡽ⮬ࡀࡶ
ᐹ・ᐇ㦂なࢆ㏻し࡚ᚰືࢆかしなࡽࡀၥ㢟
ゎỴの⬟ຊࢆ育࡚࡛ࡇࡿあࠋࡿղゝㄒຊࢆ
㔜どす࡛ࡇࡿあࠋࡿほᐹࢆࢺ࣮࣏ࣞࡸసᡂ
すࡿ㝿㸪どⅬࢆ明☜し࡚㇟のᕪ␗ࡸඹ
㏻Ⅼࢆᤊ࡚࠼ሗ࿌すࡣࡇࡿ㸪人間し࡚の
ᇶ本ⓗᛮ⪃ຊ育ᡂなࡽࡉࠋࡿẚ㍑ࡸศ㢮
あࡣ࠸ࡿ㛵㐃࡚ࡅᛮ⪃すࡿゝࡁ⏕ࠕࡓࡗ
育࡚ࡣ教育⛉⌮ࢆ᪉࠼⪄ࡿなຊࠖのᇶ本ࡿ
子ࠋࡿճ⮬↛య㦂・⛉学య㦂のᐇ࡛あࠋࡿ
し࡚のᡂ㸪人間ࡀのయ㦂㊊ࡽࢀࡇのࡶ
㛗ᑡなかࡎࡽᙳ㡪ࢆࠋࡿ࠸࡚࠼య㦂ࢆ㏻
し⛉学ⓗ知㆑のᐃ╔ࢆᅗ࡛ࡅࡔࡿなࡃ㸪学⩦ 

人間－359



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

ά㸪⏕άࡾ㏉ࡾࢆᕫの᪥ᖖ⏕ά⮬ᇶࢆ    
⏝すࡤࢀࡁ࡛ࡀࡇࡿ学⩦のព⩏ࠋࡿࡲ῝ࡣ
ୖ記のどⅬ࡛㸪⌮⛉࠺࠸教⛉ࢆ学ࡪព⩏
人間教育࡚࠸ࡘ㸪ලయⓗな༢元ࢆあࡆなࡀ
ᐇ㊶࡚࠸ࡘし࡚ホ౯ࡑෆᐜ㸪ࡸ目ᶆࡽ
Ỉࠕ⏕㸪㸴年ࡣලయⓗࠋࡓࡌし࡚ㄽࡶࢆ
⁐ᾮのᛶ㉁࡛ࠖࠕ⢏子の⤖ྜのኚࠖࡽࢆ
ࢆ࠼⪄㏻し࡚⮬ศのࢆ㸪༢元ࡵࡓࡿࡏࡉ࠼
ᅗし࡚学⩦ࢆ㐍ࠋࡓࡏࡉࡵ⪃ᐹの㝿㸪ᅗ
な࠼ぢࡣ㸪目࡛ࡇࡿࡏࡉᐹ⪄ࡏࡉẚ
ࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼ࡽ⢏子の⤖ྜのኚࠖࠕ࠸
㸪ࡣ࡛ࠖࡁのാ࣒ࢦࠕ⏕㸱年ࠋࡓし࠺ࡼࡿ
ࢿエࡘᣢࡀ࣒ࢦࡿኚす࡚ࡗࡼࡧのఙ࣒ࢦ
ルࡵࡓࡿࡏࡉ࠼ࡽࢆ࣮ࢠ㸪Ỵࡓࢀࡽࡵሙᡤ
ࡧのఙ࣒ࢦタᐃし㸪ࢆ࣒࣮ࢤࡿࡵṆࢆ㌴
㌴の㐍ࡴ㊥㞳の㛵ಀ࣮ࢩࢺࢵࢻࢆル࡛ࣇࣛࢢ
⏝⣬記㘓ࠋࡓࡏࡉᡂしࡓ㸯次㛵ᩘのࣛࢢ
ࡲࡁࡣ㊥㞳ࡴ㌴の㐍ࡧのఙ࣒ࢦࠕࡽかࣇ
 ࠋࡓࡏẼかࡇࠖࡿあࡀࡾ
 

㸳㸬子ࡶの目のࡅ
ᑠ学ࡓしࡶࢆࢁࡇ
ᰯ⌮⛉の授業࡙ࡾࡃ
㛵すࡿ一⪃ᐹ 
 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 9
᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ 
➨㸱㞟 
㹮㸯㸴㸷㹼㹮㸯㸵㸴 

ぢࡿ人ࡀ⮬↛の≀・⌧㇟のఱࢆぢࡿかࡼ
部ศࡌ㸪ྠࡓࡲࠋࡿࢃኚࡣ᪉࠼のᤊࡑ㸪࡚ࡗ
のࡑ㸪ࡶ࡚ࡗࡼかࡿぢࡽかࡁྥࡿな␗ࢆ
㸪࡚࠸お⩦ᑠ学ᰯ⌮⛉の学ࠋࡿࢃኚࡣ᪉࠼ࡽ
子ࡶの目のࡅᡤࢆኚ࠺ࡼࡿ࠼なᡭ❧࡚ࢆ
ࡓࡏࡉゎ⌮ࢆ㇟⌧・≀㸪⮬↛のࡣࡇ࠺⾜
᭷ຠ࡛あ㠀ᖖࡇࡿすࡾࡓࡵ῝ࢆぢ᪉ࡾ
なᐃのୗ࡛㸪ᑠ࠺ࡼのࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿ
学㸱年⏕の᳜ࠕ≀育ࠖࡾࡃࡘࡕのᐇ㊶
子࡚࠸おし࡚ᑠ学ᰯ⌮⛉の授業ࡶࢆ
ࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ࡚❧ᡭࡿ࠼ኚࢆᡤࡅの目のࡶ
のᡭ❧࡚ࡀ子ࡶの⮬↛の≀・⌧㇟の⌮ゎ
の῝ࡸࡾࡲぢ᪉のኚᐜຠᯝⓗ࡛あࡓࡗか
ࠋࡓࡌし࡚ㄽ根ᣐࢆ記㘓ࢺ࣮ࣀのࡶ㸪子ࢆ
授業ᐇ㊶ࢆ㏻し࡚㸪ᣦᑟ⪅ࡀほᐹの᪉ࢆ⥥
ᐦ根Ẽᙉࡃᣦᑟし⥆ࡿࡅᚲせࡀあྠࡿ
の目のࡑ㸪ࡶࢆのほᐹ記㘓ࡶ㸪子
ࡿすࡾࡓࡅ౯್ࡾࡓࡅព☜ⓗࢆᡤࡅ
ᚲせࡀあࡀࡇࡿ明ࡽかなࡓࡲࠋࡓࡗ㸪ࡇ
の࠺ࡼなᣦᑟࢆ⥅⥆ⓗ࡛ࡇ࠺⾜㸪子ࡶ
㸪㐩ࡶࡃẼࡉࡼ᪉のࡧ㌟の学⮬ࡣ
ᡂឤࢆឤࡌ㸪⌮⛉の学⩦ᑐし࡚の⮬ಙࢆᣢ
 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿな࠺ࡼࡘ
 

㸴㸬ᑠ学ᰯ⌮⛉教ᮦ࣓ࠕ
カࢲ のࠖ౯್ࡑの学⩦
࡛⋓ᚓࠕ࠸ࡓࡏࡉ⏕ࠖ
 ᴫᛕࡸのぢ᪉࡚࠸ࡘ
 

༢ⴭ ᖹᡂ 27 年
12᭶ 

人間教育学研究➨㸱ྕ 
（人間教育学） 
㹮㸯㸯㸳㹼㹮㸯㸰㸯 
 

๓のᣦᑟせ㡿のᨵゞ࡚ࡗࡼ㸪ᑠ学ᰯ⌮⛉の
ෆᐜのࡕ࠺㸪ືࠕ≀のㄌ⏕ࠖࡀ㑅ᢥかࡽᚲಟ
ኚ᭦ࡑࠋࡓࢀࡉの๓のᨵゞ㑅ᢥなࡓࡗ
のࡶかかࡎࡽࢃ㸪すࡄᚲಟᡠࡇࡓࢀࡉ
࡚࠸ࡘࠖ⏕ࠕࡶ子ࡣ㸪本ෆᐜࡣ
のぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉ࢆ㣴ࡵࡓ࠺の౯್ࡀあࡿ⪃
㸪㐣ཤの࡛ࡶの࠼⪄な࠺ࡼのࡇࠋࡿࢀࡽ࠼
教⛉書⌧⾜の教⛉書の記㏙ࢆศᯒすࡇࡿ
教育ⓗࡘᣢࡀのㄌ⏕ࠖのෆᐜ≀ືࠕ㸪࡚ࡗࡼ
な౯್࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ教⛉書のศᯒかࡽ㸪
子ࡶ⋓ᚓࠕ࠸ࡓࡏࡉ⏕࡚ࠖ࠸ࡘのぢ
᪉࠼⪄ࡸ᪉ࡣ㸪࣓ࢲカの㞤雄ࢀࡦࡿࡼのᙧ
の㐪࠸のᣢࡘពࢆ⌮ゎし㸪ཷ⢭༸の育ࢆࡕ
ほᐹし㸪ࢲ࣓ࡣࡽࡉカࢆ⥅⥆ⓗఱୡ௦
 ㏻し࡚⋓ᚓࢆయ㦂࠺࠸ࡿ㣫育す࡚ࡗࡓࢃࡶ
ࡽ明ࡀࡇࡿあ࡛の㐃⥆ᛶࠖ⏕ࠕࡿࢀࡉ
かなࡓࡲࠋࡓࡗ㸪ືࠕ≀のㄌ⏕ࠖのෆᐜࡀᣢ 

人間－360



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

⢭༸のཷࡸ࠸のᙧの㐪ࢀࡦ㸪㞤雄のࡣ౯್ࡘ    
育࠺࠸ࡕෆᐜࡑのࡶのࠕࡀ⏕の㐃⥆ᛶࠖ
なかࡽ明ࡀࡇࡿあ࡛ࡇࡿ࠸ពし࡚ࢆ
 ࠋࡓࡗ
 

㸵㸬子ࡶのឤᛶࢆ育࡚
ᑠ学ᰯ⌮⛉授業のᐇࡿ
のຠᯝ̿ᑠ学ᰯࡑ㊶
➨㸳学年ࠕ㟁ὶのാࠖࡁ
の学⩦̿ࡾࡼ 

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 3
᭶ 

ᖹᡂ 28 年度大㜰教育大
学大学㝔教育学研究⛉
ᐇ㊶学ᰯ教育ᑓᨷ 
ಟኈㄽᩥ 㸱㸱㡫 

⮬ࡀࡶ㸪子ࡣの᪥本の⌮⛉教育࡛࡛ࡲࢀࡇ
ࡿすࡾࡓࡗྲྀࡌឤࡽか↛⮬ࡾࡓࡅかࡁാ↛
し࡚㸪の根ᣐࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ㔜せどࡣࡇ
᪥⨨（2005）ࡀㄽࡿ࠸࡚ࡌ㸪ᡃࡀᅜの⌮⛉教
育のࠕࡣ࠸ࡽࡡ子ࡀࡶ⣲ᮔࢆ↛⮬ぢࡵࡘ
࡚㸪⮬↛ാࡁか࡚ࡅ㸪ࡇࡑかࡽᚓࡓࢀࡽ
ሗࡽ⮬の⤒㦂ࡶࢆし࡚㸪⮬ศの⪃ࢆ࠼
⮬⊃ࡶ子ࠕ㸪ࡇࡿあ࡛ࠖࡇࡃ࠸࡚ࡗࡃࡘ
の⣲ᮔな⪃࠼᪉ࡅࢃࡾࢆ㔜どし࡚ࡿ࠸の
࡛㸪⌮⛉のᇶ┙ࡣ㸪子ࡀࡶ⮬ศ࡛ឤࡓࡌ
の㸰ࡇࠖࡿ࠸Ꮡᅾし࡚ࡀࡇࡓ࠼⪄ࡸࡇ
Ⅼࢆᣲࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡆ㸪ᖹᡂ 28年 12
᭶の次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿のᨵゞ࡚ࡅࡴの⟅⏦
し࡚㸪子のጼࡶ子࠸ࡓ㸪育࡚ࡶ࡚࠸お
な౯್ࡓ᪂ࡽࡀなࡏാかࢆかなឤᛶ㇏ࡀࡶ
のࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ明記ࡀࡇฟすࡾࢆ
ࡴ育ࢆのឤᛶࡶ㸪ᑠ学ᰯ⌮⛉࡛子ࡽかࡇ
授業ࢆᵓ㸪ᐇ㊶す࡛ࡇࡿ㸪ࡑのຠᯝ᳨ࢆ
ドしࠋࡓ子ࡶのឤᛶࢆ育ࡴ授業ࢆᵓすࡿ
๓㸪授業ᐇ㊶࠺⾜ࢆ子ࡶの࡛ࡲࢀࡇの⮬
↛య㦂㐟ࡧの⤒㦂࡚࠸ࡘ㸪㉁ၥ⣬ࡿࡼ
ㄪᰝࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの⤖ᯝ㸪授業ᐇ㊶࠺⾜ࢆ༢
元ࠕ㟁ὶのാࠖࡁのෆᐜ㛵ࠕࡿࢃ㟁ụࢆ
ࡓࡗお࡛ࡷࡕࡶ㐟ࡀࡇࡔࢇあࡿ ࢆ▼ࡌࠕࠖ
ࡓࡗお࡛ࡷࡕࡶ㐟ࡀࡇࡔࢇあࠖࡿの㡯目
ࠖࡿあࡀ㦂⤒ࡾࢃࠕࡀࡶ㸪50%௨ୖの子ࡣ࡛
かࡽ明ࡀࡇ࠺࠸ࠖࡿあࡀ㦂⤒ࡾかなࠕ
なࠋࡓࡗ一᪉࡛㸪ࠕࡃ⤒㦂࠸↓ࡀ ࡾࡲあࠕࠖ
⤒㦂ࡀなࠖ࠸子ࡀࡶ㸪ࢀࡒࢀࡑ 3.2%㸪9.7%
⤖㉁ၥ⣬ㄪᰝのࠋࡓࡗなかࡽ明ࡶࡇࡿ࠸
ᯝࡅཷࢆ㸪࡛ࡲࢀࡇの㐟ࡧの⤒㦂のᕪࢆᇙࡵ
ᘬࢆ㟁☢▼࡛㕲ࡀ㸪ᑟධ部ศ࡛ဨࡵࡓࡿ
のࡑし࡚㸪ࡑࠋࡓタᐃしࢆሙ࠺࠸ࡿࡅࡘࡁ
ᚋの一㐃のၥ㢟ゎỴお࡚࠸㸪森本（2013）
ࡀの教師ࡵࡓࡿࡵ㐍ࢆᑐヰⓗな授業ࠕࡿࡼ
のࡶ子ࡀ⪅㸪ᣦᑟࡾࡼࠖື⾜ࡿ࠸࡚ࡗྲྀ
⾲ฟࡓࡏࡉឤᛶࢆពࡾࡓࡅ౯್ࡾࡓࡅ
すࡾ⧞ࢆࡇࡿ㏉し⾜࠺࠸࠺授業ࢆᵓ
し㸪ᐇ㊶しࠋࡓ授業ࣉロࢥࢺルのศᯒかࡽ㸪
ᣦᑟ⪅ࡀ子ࡶのឤᛶࢆពࡾࡓࡅ౯್
㸪子࡛ࡇ࠺⾜㏉しࡾ⧞ࢆࡇࡿすࡾࡓࡅ
ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡘᣢࢆのぢ㏻しၥ㢟ゎỴࡣࡶ
ࡇࡿ⮳ゎ⌮ࡓࡗకࢆ㸪ᐇឤࡾࡓࡗな࠺ࡼ
かࡽ明ࡀࡇࡿすࡾࡓࡗな࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ
 ࠋࡓࡗな
ពࢆのឤᛶࡶ子ࡀ⪅㸪ᣦᑟࡽの⤖ᯝかࡇ
ࡾࡓࡅ౯್ࡾࡓࡅす࡛ࡇࡿ㸪子ࡀࡶ
ࡇ㸪ࡶࡿ⮳ゎࠖ⌮ࡓࡗకࢆᐇឤࠕ
の࠺ࡼなᣦᑟࡾ⧞ࢆ㏉し⾜࡛ࡇ࠺子ࡶの
ឤᛶࢆ育࠺࠸ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡴ知ぢࡀᚓࢀࡽ
 ࠋࡓ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

㸶㸬⌮⛉のぢ᪉・⪃࠼᪉
⛉⌮ᑠ学ᰯࡿࡏാかࢆ
の授業࡙ࡾࡃの一⪃ᐹ 

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 9
᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ 
➨ 7㞟 
㹮㸯㸳㹼㹮㸰㸰 

ᖹᡂ 29年 3᭶㸪᪂しࠗ࠸ᑠ学ᰯ学⩦ᣦᑟせ
㡿࠘ࡀ㸪ྠ年 6 ᭶᪂しࠗ࠸ᑠ学ᰯ学⩦ᣦᑟ
せ㡿ゎㄝ⌮⛉⦅࠘ᩥࡀ部⛉学┬ࡾࡼබ♧ࢀࡉ
ࡃࡁ大ࡀ㸪⌮⛉の目ᶆࡾࡼᅇのᨵゞࠋࡓ
ኚし࡛ࡲࢀࡇࠋࡓ㣴࠺ᑐ㇟࡛あࠕࡓࡗぢ᪉
・ぢ᪉ࠕࡿᑐ㇟࡛あࡿࡏ㸪ാかࡀ᪉ࠖ࠼⪄ࡸ
ࡽᑡなか㊶㸪ᐇ㝿の授業ᐇࡾな᪉ࠖ࠼⪄
㸪本࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࢃᛮのࡶࡿ࠼ࢆᙳ㡪ࡎ
授業ࡓࢀࡉ㊶㸪⌧⾜のᣦᑟせ㡿ୗ࡛ᐇࡣ࡛✏
᪉࡛ศᯒし┤し㸪࠼⪄ᣦᑟせ㡿の࠸㸪᪂しࢆ
᪂し࠸ᣦᑟせ㡿ୗ࡛のᑠ学ᰯ⌮⛉の授業࡙ࡃ
ࡲࢀࡇの⤖ᯝ㸪ࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆศᯒ࡚࠸ࡘࡾ
࡛のᐇ㊶の࡚ࢆኚࡿ࠼ᚲせࡣなࡃ㸪子ࡶ
ࡼࡿࢀࡽࡏാかࢆ᪉ࠖ࠼⪄・のぢ᪉⛉⌮ࠕࡀ
㔜せࡀかࡿస࠺ࡼの㸪ࢆἣ≦ࡸな教ᮦ࠺
࡛あࡀࡇࡿ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 
 

㸷㸬子ࡶのឤᛶࢆ育࡚
ᑠ学ᰯ⌮⛉授業のᐇࡿ
のຠᯝの᳨ド㸫ࡑ㊶
ᑠ学ᰯ➨㸳学年ࠕ㟁ὶの
ാࠖࡁのᐇ㊶ࡾࡼ㸫 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 7
᭶ 

⌮⛉教育学研究➨ 59 ྕ
1 ᕳ（᪥本⌮⛉教育学
）㹮㸯㹼㹮㸯㸮 

研究の目ⓗࡣ㸪ඣ❺のឤᛶࢆ育࡚ࡿᑠ学ᰯ⌮
⛉の授業ࢆᵓ・ᐇ㊶し㸪ࡑのຠᯝ᳨ࢆドす
࡛ࡲࢀࡇし࡚㸪研究の᪉ἲࠋࡿあ࡛ࡇࡿ
のඣ❺のᐇែࢆᢕᥱし㸪授業ᐇ㊶ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
㉁ၥ⣬ㄪᰝかࡽ㸪ඣ❺の⮬↛య㦂㐟ࡧの⤒
㦂ࡀ明ࡽかなࠋࡓࡗ特㸪本研究の授業ᐇ
㊶のᑐ㇟࡛あࠕࡿ㟁ὶのാࠖࡁのෆᐜ㛵ࢃ
ࡀࡇࡔࢇ㐟࡛ࡷࡕࡶおࡓࡗࢆ㟁ụࠕࡿ
あࡿ ࡀࡇࡔࢇ㐟࡛ࡷࡕࡶおࡓࡗࢆ▼ࡌࠕࠖ
あࠖࡿの㡯目࡛ࡣ㸪50%௨ୖのඣ❺ࡾࢃࠕࡀ
⤒㦂ࡀあࠕࠖࡿかなࡾ⤒㦂ࡀあࡿ ࠋࡓᅇ⟅しࠖ
࠸↓ࡀ㦂⤒ࡃࠕの一᪉࡛㸪ࡑ 㦂⤒ࡾࡲあࠕࠖ
ࢀࡒࢀࡑ㸪ࡣ❺ඣࡓᅇ⟅しࠖ࠸なࡀ 3.2%㸪
9.7%࡛あࡇࠋࡓࡗのඣ❺のᐇែࢆ㋃࡚࠼ࡲ㸪
ඣ❺のឤᛶࢆ育࡚ࡿ⌮⛉授業ࢆᵓしࡑࠋࡓ
の特ᚩし࡚㸪次の㸰Ⅼࡀᣲࠋࡿࢀࡽࡆ㸯ࡘ
目ࡣ㸪࡛ࡲࢀࡇの㐟ࡧの⤒㦂のᕪࢆᇙࡓࡿࡵ
ࡘࡁᘬࢆ㟁☢▼࡛㕲ࡀ㸪ᑟධ部ศ࡛ဨࡵ
2ࠋࡿあ࡛ࡇࡿタᐃすࢆሙ࠺࠸ࡿࡅ 目ࡘ
㸪ᣦᑟ࡚࠸お⛬のᚋのၥ㢟ゎỴの㐣ࡑ㸪ࡣ
ࡾࡓࡅ౯್ࡾࡓࡅពࢆඣ❺のឤᛶࡀ⪅
すࡾ⧞ࢆࡇࡿ㏉し⾜࡛ࡇ࠺あࠋࡿᐇ㊶し
ඣࡀ⪅㸪ᣦᑟࡽルのศᯒかࢥࢺロࣉ授業のࡓ
❺のឤᛶࢆពࡾࡓࡅ౯್ࡾࡓࡅすࡿᨭ
ࡾ⧞ࢆ㏉し⾜࡛ࡇ࠺㸪ඣ❺ࡣၥ㢟ゎỴ
のぢ㏻しࢆᣢࡾࡓࡁ࡛ࡀࡇࡘ㸪ࠕᐇឤࢆకࡗ
ࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿすࡾࡓࡗ⮳ゎࠖ⌮ࡓ
㏻し࡚㸪ᣦᑟ⪅のඣ❺のឤࢆ㊶本授業ᐇࠋࡓ
ᛶᑐすࡿពࡸࡅ౯್ࡾ⧞ࢆࡅ㏉し⾜
ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ育࡚ࢆ㸪ඣ❺のឤᛶ࡛ࡇ࠺
 ࠋࡓࢀࡽᚓࡀ知ぢ࠺࠸
ͤᖹᡂ 28年度大㜰教育大学大学㝔教育学研究

⛉ᐇ㊶学ᰯ教育ᑓᨷಟኈㄽᩥࠗࢆ⌮⛉教育
学研究࠘のᢞ✏⏝一部ࢆᨵ⦅しࠋࡓ 

ඹⴭ⪅㸸太田雄久㸪⢖⏕⩏紀㸪⛅吉博之 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

㸯㸮㸬子ࡶのឤᛶࢆ育
ᑠ学ᰯ⌮⛉授業のࡿ࡚
ᥦ 

ඹⴭ ᖹᡂ 31年 2
᭶ 

⌮⛉の教育 2019 年 2 ᭶
ྕ（東ὒ㤋ฟ∧♫） 

ࠗ⌮⛉教育学研究࠘➨ 59ྕ 1ᕳᥖ載ࡓࢀࡉ
ᑠ学ᰯ⌮⛉授業のᐇࡿ育࡚ࢆのឤᛶࡶ子ࠕ
㟁ὶࠕのຠᯝの᳨ド㸫ᑠ学ᰯ➨㸳学年ࡑ㊶
のാࠖࡁのᐇ㊶ࡾࡼ㸫࡛ࠖྲྀࠕࡓࡆୖࡾᑐヰ
ⓗな授業ࢆ㐍ࡵࡓࡿࡵの教師ࡿ࠸࡚ࡗྲྀࡀ⾜
ື （ࠖ森本㸪2013）ࡀ子ࡶのឤᛶࢆ育࡚ࡿຠ
ᯝࡀあࢆࡇࡿලయのᐇ㊶ࢆ根ᣐㄽࡌ
᪂学⩦ᣦᑟࡀなᐇ㊶࠺ࡼのࡇ㸪ࡓࡲࠋࡓ
せ㡿࡛ồࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵయⓗ・ᑐヰⓗ࡛῝࠸
学ࡧの授業ᥦ࡛あ࡚ࡏࢃྜࡶࡇࡿㄽࡌ
 ࠋࡓ
ඹⴭ⪅㸸太田雄久㸪⢖⏕⩏紀㸪⛅吉博之 
 

㸯㸯㸬⌮⛉のぢ᪉ࢆാか
ᑠ学ᰯ⌮⛉授業のࡿࡏ
ᥦ㸫間ⓗなどⅬ࡛
ᤊࡿ࠼≧ἣࢆసࡿ㸫 

༢ⴭ ᖹᡂ 31年 3
᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ 
➨ 10㞟 
㹮㸯㹼㹮㸶 

本ㄽᩥの目ⓗࡣ㸪ࠕ間ⓗなどⅬ࡛ᤊࠖࡿ࠼
ἣ≦ࡿࡏാかࡀࡶ子ࢆのぢ᪉ࠖ⛉⌮ࠕ࠺࠸
ࡑᵓ㸪ᐇ㊶し㸪ࢆฟす授業ࡾసࡀ⪅ᣦᑟࢆ
の授業࡛⾲ฟしࡓ子ࡶのࢺ࣮ࣀ記㘓ࢆศᯒ
す࡛ࡇࡿ㸪ᐇ㊶しࡓ授業お࡚࠸子ࡀࡶ
のぢ⛉⌮ࠕ࠺࠸ࠖࡿ࠼間ⓗなどⅬ࡛ᤊࠕ
᪉ࠖࢆാかࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏか᳨ࢆドすࡇࡿ
し࡚❧ᣦᑟのᡭࠋࡿあ࡛ マₔ⏬のࢥ4ࠕ࡚
ᯟࠖࢆࡓࡗ授業ࢆᐇ㊶し子ࡶのࢺ࣮ࣀ記
㘓ࢆศᯒしࡓ⤖ᯝ㸪4ࠕ ࠺ࢆマₔ⏬のᯟࠖࢥ
⌮ࠕ࠺࠸ࠖࡿ࠼間ⓗなどⅬ࡛ᤊࠕ㸪࡛ࡇ
⛉のぢ᪉ࠖࢆാかࡿࡏ≧ἣࢆసࡁ࡛ࡀࡇࡿ
↛⮬の一᪉࡛㸪ࡑࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿ
の≀・⌧㇟ࡾࡼ࡚࠸ࡘ⣽かな間ᯟ࡛ᤊ
ຠᯝࡸᚲせᛶࡿࡏാかࢆロⓗなどⅬࢡ࣑ࡿ࠼
ⓗࢥ4ࠕマₔ⏬のᯟ ࡿࡁ࡛ࡀ⩦学ࡓࡗࠖࢆ
༢元ࡀࡶあࡿのか᳨ࢆドすࡿᚲせࡀあࡿ
 ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡶࡇ
 

㸯㸰㸬ᑠ学ᰯ教育࡛ồࡵ
࠸ࡘ㊶授業ᐇࡿࢀࡽ
࡚の一⪃ᐹ㸫⏕ά⛉
ᗂ⛶ᅬ教育のẚ㍑かࡽ
㸫 

༢ⴭ 令和 2 年 3
᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ 
➨ 12㞟 
㹮㸯㸲㸳㹼㹮㸯㸳㸮 

本ㄽᩥの目ⓗࡣ㸪ᑠ学ᰯ࡛の⏕ά⛉の授業ᐇ
のᗂ⛶ᅬの教育㊶のᐇࡑ㸪ࡆୖࡾྲྀࢆ㊶
ඹ㏻Ⅼࢆ♧す࡛ࡇ㸪᪂学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ồࡵ
ࢆ⥆ᑠ学ᰯ教育࡛の学ᰯẁ㝵➼間の᥋ࡿࢀࡽ
㋃ࡓ࠼ࡲ授業ᐇ㊶の࣏ンࢆࢺ⪃ᐹすࡇࡿ
࡛あࠋࡿᑠ学ᰯ⏕ά⛉の授業ᐇ㊶ 1 ⛶ᗂࡘ
ᅬ࡛のಖ育ᐇ㊶ 1 ࢆ≀♧㸪ձᥖࡽのẚ㍑かࡘ
ά⏝し࡚㸪子ࡶ⮬㌟ࡀ学ࢆࡧ⮬ぬ࡛ࡿࡁ
のඹࡧኈの学ྠࡶ㸪子ࡶࡿす࠺ࡼ
᭷ࢆᅗࡇࡿ㸪ղᥖ♧≀ࡣ㸪子ࡶဨの
目ධࢁࡇࡿຠᯝⓗ㓄⨨すࡇࡿ㸪ճ
教師ࡣ教ࡿ࠼の࡛ࡣなࡃ㸪子ࡀࡽ⮬ࡶ学ࡧ
࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿすࡾࡓࡵ㐍ࡾࡓࡗࢆ
ᙧᡂⓗホ౯ࡾ⧞ࢆ㏉し⾜ࡇ࠺の 3 Ⅼࡀ㸪ᑠ
学ᰯの教師ᗂ⛶ᅬの教師のඹ㏻の⾜為࡛あ
⾜のࡽࢀࡇ㸪ࡓࡲࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿ
為ࡣ㸪᪂し࠸ᑠ学ᰯ学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ồࢀࡽࡵ
♧ࡶࡇࡿなࢺン࣏ࡿࡅお㊶授業ᐇࡿ
၀ࠋࡓࢀࡉ 

人間－363



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

（学Ⓨ⾲）     
㸯㸬㐀ᛶࢆ育ᡂすࡿ⌮
⛉の授業 
 
 
 
 
 
 

 
㸫 

 
 
 
 
 
 
 

 
ᖹᡂ 23年 3
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➨㸯ᅇ村山⌮⛉教育ࢭ
 ࣮ࢼ࣑
 （大㜰ࢼ࣮࢘）
 
 
 
 

 
ᩥ部⛉学┬ึ➼中➼教育ᒁ教⛉ㄪᰝᐁ村山ဴ
哉Ặࢆᣦᑟ⪅し㸪大㜰ᕷ㸪ሜᕷ㸪大㜰教育
大学㝃ᒓᑠ学ᰯ教ဨࢆ中ᚰしࡓ⌮⛉教育研
究࡛あࠕࠋࡿ㐀ᛶࢆ育ᡂすࡿ⌮⛉の授業ࠖ
ࢀࡑࡧࡼ᪉お࠼⪄のࡾࡃ㸪授業࡙テ࣮マࢆ
㸪ㄢ㢟ࡣෆᐜࠋࡓࡗ⾜ࢆ⾲ᐇ㊶Ⓨࡓ࠸ᇶ࡙
ゎỴの㐣⛬お࡚࠸㸪ࡃࡼࡾࡼ⛉学ⓗなᛮ⪃
ຊࢆⓎ࡛ࡇࡿࡏࡉ㸪子ࡶの⣲ᮔᴫᛕࢆ
ࡇࡿࡏࡉኚᐜ学ᴫᛕ⛉࠸ጇᙜᛶの高ࡾࡼ
Ỉ⁐ᾮのᛶ㉁ࠖࠕ㸴年⏕のࢆࢀࡑࠋࡿあ࡛
の༢元࡛⾜ࡓࡗᐇ㊶ࡶࢆ㏙ࠋࡓⓎ⾲࡛
ሙのタᐃのᕤ夫㸪ࡿࡏാかࢆのឤᛶࡶ㸪子ࡣ
௬ㄝタᐃࡸ⪃ᐹ࡛のࢪ࣮࣓ᅗなࢆ
ࡘሙのタᐃの㸰ࡿࡏࡉ⌧⾲ࢆ࠼⪄ศの⮬࡚ࡗ
のᡭ❧࡚࡚࠸ࡘ㸪ᐇ㊶ࡶࢆ㏙ࠋࡓ 
㸿㸲㸪㸳ࢪ࣮࣌ศの㈨ᩱῧࠋ 
 

㸰㸬㝃ᒓ学ᰯおࡿࡅ⛉
学教育研究ᐇ㊶のຠᯝ
 のホ౯ࡑ
 
 
 
 
 

㸫 
 
 
 
 
 
 
 

ᖹᡂ 23年 8
᭶ 
 
 
 
 
 
 

᪥本⌮⛉教育学➨㸴
㸯ᅇᅜ大 
（㸸島根大学） 
 
 
 
 
 

㹎㹇㹑㸿㸰㸮㸮㸴ㄪᰝ᥇ᢥࡓࢀࡉン࣮ࢣ
高➼学ᰯ㸰年ࡽ㸪ᑠ学ᰯ㸲年⏕かࡶࢆࢺ
ศࢆ㛵ᚰ⯆ࡸㄆ㆑ࡿᑐすの㸪⛉学࡛ࡲ⏕
ᯒすࡶࡿ㸪㝃ᒓ学ᰯの⛉学教育のྲྀࡾ
ࢆかࡿ࠸し࡚ࡰࡼおࢆなᙳ㡪࠺ࡼのࡀࡳ⤌
明ࡽかすࢆࡇࡿ目ⓗしࡓ研究࡛あࠋࡿ
明ࡽかなࡣࡇࡓࡗ㸪学年ࡀ㐍࡚ࢀࡘࡴ
⛉学ᑐすࡿㄆ㆑ࡸ⯆㛵ᚰࡣపୗすࡇࡿ
࡚ࡗࡼ࣒ࣛࣗ࢟㸪高➼学ᰯの㹑㹑㹆カࣜ
高ᰯ⏕の⛉学の㛵ᚰࡀ高࠸ഴྥあࡇࡿ
࡛あࠋࡿ 
本人ᢸᙜ部ศ㸸ᑠ学ᰯ࡛のンࢺ࣮ࢣᐇ
ศᯒ⿵ຓ 
ඹྠⓎ⾲⪅㸸௰矢史雄㸪Ⅳ㇂優✑㸪太田雄久㸪
⢖⏕⩏紀㸪ᑠ㧘大㍜㸪∦᱒昌┤㸪␏ᾈ 
Ⓨ⾲ᢒ㘓㸸㹮.㸲㸲㸯 
 

㸱㸬子ࡶのឤᛶࢆാか
 の授業⛉⌮ࡿࡏ

㸫 ᖹᡂ 24年 6
᭶ 

㹌㹃㹕 㹃㹂㹓㹁㸿ࠕ
㹒㹇㹍㹌 㹃㹖㹎㹍ࠖ 
（大㜰マ࣮チャンࢲ
 （ࢺマ࣮ࢬ
 

᪂し࠸⌮⛉教育の⪃࠼᪉⊂⮬の授業ᐇ㊶
ࠖࢆテ࣮マ㛤ദࠋࡓࢀࡉ子ࡀࡶయⓗ
なၥ㢟ゎỴの中࡛㸪ឤᛶࢆ㐺ษാかࡇࡿࡏ
ࡴ育ࢆ᪉࠼⪄ࡸの⛉学ⓗなぢ᪉ࡶ㸪子࡛
 ࠋࡓⓎ⾲しࢆ㊶の授業ᐇࡵࡓ
ᐇ㊶ࡣ㸪㸱年⏕のࠕ㢼࣒ࢦࡸのࠖࡁࡽࡓࡣ
㸴年⏕のࡶࠕのの⇞࠼᪉ࠖの༢元ࡆୖࡾྲྀࢆ
 のᣢ࣒ࢦࡸ㢼࠸な࠼㸪ぢࡣⓎ⾲࡛の㔜Ⅼࠋࡓ
の✵Ẽのᡂศのኚࡁࡓ࠼⇞㸪࣮ࢠルࢿエࡘ
子ࡶの目࠺ࡼࡃྥࡀな㇟のฟࢃ
⪄のᛮࡶの子࡚࠸ࡘのࡶ࠸な࠼᪉㸪ぢࡏ
のྍどの᪉ἲ㸪ࡑのᛮ⪃のពࡸࡅ౯್
ࡅの㸱࡛ࡘあࠋࡿ 
ᢸᙜ部ศ㸸ලయⓗなᣦᑟのᥦ♧ 
ඹྠⓎ⾲⪅ 村山ဴ哉 

人間－364



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

㸲㸬ỗ⏝ ᐃ⨨࠸⏝ࢆ
ᑠ学ᰯ⌮⛉の授業㛤ࡓ
Ⓨ 
 
 

㸫 
 

ᖹᡂ 24年 8
᭶ 

᪥本⌮⛉教育学➨㸴
㸰ᅇᅜ大 
（㸸㮵ඣ島大学） 

ỗ⏝ ᐃ⨨ࡾྲྀࢆධࡓࢀᑠ学ᰯ⌮⛉の授業
ᐇឤ人ᮦ育ᡂ࠸の高࣮ࢩ㸪⛉学ⓗࣜテࣛࡀ
ࡇࡿすかࡽ明ࢆかࡿࡀなࡘゎ⌮ࡓࡗకࢆ
㸪ỗࡣࡇࡓࡗなかࡽ明ࠋࡓし目ⓗࢆ
⏝ ᐃ⨨ࡣ子ࡶの目ࡣぢ࠼な࠸エࢿル
 ࡁのാ࣮ࢠ
᪉್ᩘࢆのኚ࠺࠸どⅬ࡛⌮ゎࡇࡿࡏࡉ
⨨㸪一᪉࡛㸪ỗ⏝ ᐃࡇࡿ᭷ຠ࡛あࡣ
ᑠ学ᰯ⌮⛉࡛大ษな目の๓ࡿࡂᙉㄪしすࢆ
の⌧㇟ࢆほᐹしࡾࡓ㛵ࡾࡓࡗࢃすࡇࡿᑐ
し࡚ᕼⷧな࡛ࡇࡿあࠋࡿ 
Ⓨ⾲ᢒ㘓㸸p.㸰㸷㸴 

㸳㸬子ࡶの目のࡅࡘ
⛉⌮ࡓព㆑しࢆࢁࡇ
の授業 

㸫 ᖹᡂ 25年 6
᭶ 

㹌㹃㹕 㹃㹂㹓㹁㸿ࠕ
㹒㹇㹍㹌 㹃㹖㹎㹍ࠖ 
（大㜰マ࣮チャンࢲ
 （ࢺマ࣮ࢬ
 

テࢆࠖࡇࡿࢀࡽࡵồᑠ学ᰯの⌮⛉教育ࠕ
࣮マ㛤ദࠋࡓࢀࡉಶࠎの⏕ά⤒㦂ࡸ学⩦⤒
㦂࡚ࡗࡼ㸪子ࡶの⮬↛の≀・⌧㇟ࢆぢ
ࡇすࡽࡎࢆ⥺の目ࡑ㸪ࡾお࡚ࡗࡲỴࡣ目ࡿ
࡛㸪ၥ㢟ព㆑࡚࠸ࡘࡇࡿࢀࡲ⏕ࡣ授業ᐇ
≀᳜ࠕ⏕㸪㸱年ࡣᐇ㊶ࠋࡓ㏙ࡶࢆ㊶
のయの࡛ࠖࡾࡃࡘあࠋࡿⓎ⾲࡛ࡣ㸪チ࣮ࣗࣜ
の子ࢇ㸪ࡁࡓࡏᥥかࢆ⤮のࣉࢵ
ࡿ㸪ほᐹすࡆᣲࢆࡇࡃ書ࡁᶓྥࡣࡶ
子ࡶのど⥺のྥ᳜ࢆࡁ≀のୖかࡽ㸪ⴥの
ഃかࡽ㸪ᅵの中ኚࡿ࠼ᡭ❧࡚ࡀ㸪᳜≀の
యのࡑࡸࡾࡃࡘのᕤ夫࡚࠸ࡘのᐇឤࢆకࡗ
࡚⌮ゎࡘなࢆࡇࡿࡀ㏙ࠋࡓ 
ᢸᙜ部ศ㸸ලయⓗなᣦᑟのᥦ♧ 
ඹྠⓎ⾲⪅ 村山ဴ哉 
 

㸴㸬子ࡶのᛮ⪃ຊࢆ育
ᡂすࡿ⌮⛉の授業㹼子
ពࢆᡤࡅࡘの目のࡶ
㆑し࡚㹼 
 
 
 

㸫 ᖹᡂ 25年 8
᭶ 

➨㸱ᅇ村山⌮⛉教育ࢭ
 ࣮ࢼ࣑
（大㜰ᕷ❧ⱑ௦ᑠ学ᰯ） 
 

ᩥ部⛉学┬ึ➼中➼教育ᒁ教⛉ㄪᰝᐁ村山ဴ
哉Ặࢆᣦᑟ⪅し㸪大㜰ᕷ㸪ሜᕷ㸪大㜰教育
大学㝃ᒓᑠ学ᰯ教ဨࢆ中ᚰしࡓ⌮⛉教育の
研究࡛あࠋࡿⓎ⾲ෆᐜࡣ子ࡶの⏕ά⤒㦂
一人一人ࡶ㸪子࡚ࡗࡼ࠸学⩦⤒㦂の㐪ࡸ
の⮬↛の≀・⌧㇟のぢ᪉ࡸឤࡌ᪉ࡀ␗な
ᣦࢆ࠸の㐪ࡇ㸪ᐹ⪄ࡸ௬タタᐃࠋࡇࡿ
ᑟ⪅ࡀ㐺ษព࡙ࡾࡓࡅ౯್࡙ࡾࡓࡅしな
㸪⛉学ⓗな࡛ࡇࡿࡵ㐍ࢆ授業ᑐヰⓗࡽࡀ
ᛮ⪃ຊࢆ育ᡂす࠼⪄࠺࠸ࡿ᪉の࡛ࡶᐇ㊶
しࡓලయࢆ㏙ࠋࡓ 

㸵㸬⌮⛉教育の教育 
 

㸫 ᖹᡂ 26年 8
᭶ 

➨ 1ᅇ人間教育学 
 (ዉⰋ学ᅬ大学） 

⌮⛉のࠕ㹀⏕ࠖのෆᐜࢆ学⩦すࢆࡇࡿ㏻
し࡚㸪ᑠ学ᰯ㐨ᚨの目ᶆのゎㄝあࠕࡿ⮬
の⏕のᑛࢆࠖࡉ⮬ぬ࡛ࡗࡁࡿࡁかࢆࡅసࡿ
㸪ࡣ༢元ࡓᐇ㊶しࠋࡓし࡚ᐇ㊶し目ⓗࢆࡇ
㸳年⏕᳜ࠕ≀のⓎⱆᡂ㛗ࠖあࠋࡿ明ࡽか
なࡣࡇࡓࡗ㸪⌮⛉の授業ࢆ㏻し࡚ࢆ↛⮬ࠕ
ឡすࡿᚰࢆ育࡚ࡇࠖࡿ㸪ࠕᐇឤࢆకࡓࡗ⌮
ゎࢆᅗࡤࢀࡁ࡛ࡀࡇࠖࡿ㸪ࠕ⮬の⏕のᑛ
㸪ࡁ࡛ࡀࡇࡿసࢆࡅかࡗࡁࡿࡁぬ࡛⮬ࢆࠖࡉ
し࡚授業の一ࡿᅗࢆ㐨ᚨ教育㐃ᦠ⛉⌮
のᥦ࡛あࠋࡿ 

人間－365



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

㸶㸬⌮⛉教育和ᩥ 
 

㸫 ᖹᡂ 26 年
11᭶ 

➨ 11 ᅇ 和ᩥ教育学
 
（東ி㒔Ṋⶶ村山ᕷ） 

ኳẼのゝ࠸ఏ࡛࠼あࡿほኳᮃẼࢆ㸪㸳年⏕ࠕኳ
Ẽのኚࠖの༢元࡛ヲしࡃ学⩦すࢆࡇࡿ㏻
し࡚㸪ኳẼࢆỴᐃ࡙ࡿࡅせᅉ࡚࠸ࡘᐇឤࢆ
క࡚ࡗ⌮ゎࢆࡇࡿࡏࡉ目ⓗし࡚ᐇ㊶しࡓ
ෆᐜࢆⓎ⾲しࠋࡓලయⓗなෆᐜし࡚ࡣ㸪༢
元の⤊ᮎ㸪教⛉書࡛⤂介ࡿ࠸࡚ࢀࡉほኳᮃ
Ẽࢆㄪࡿάືࢆタᐃし㸪ほኳᮃẼࢆᡂ❧ࡉ
ルࢼࢪ㸪オࣜࡣࡽࡉάື㸪ࡿ᥈ࢆせᅉࡿࡏ
ほኳᮃẼࢆసࡾ㸪ࡑのಙ㢗ᛶࢆㄪࡿάືࢆ
タᐃしࡑࠋࡓし࡚㸪ࡑのάືࢆタᐃすࡇࡿ
࡛㸪子ࡶのኳẼのኚ࡚࠸ࡘのぢ᪉ࡸ⪃
㊶授業ᐇࡓし࠺ࡼしのࡶ学ⓗな⛉ࢆ᪉࠼
の一し࡚ᥦしࠋࡓ 
 

㸷㸬子ࡶのどⅬのศᯒ
⌮ᑠ学ᰯࡓしࡶࢆ
⛉の授業㛤Ⓨࡑのᐇ
㊶ 
 

㸫 ᖹᡂ 28年 3
᭶ 

᪥本教師学学➨ 17 ᅇ
大 
（ዉⰋ学ᅬ大学） 

ᑠ学ᰯ⌮⛉授業お࡚࠸㸪ࡇのどⅬືࢆかす
ᣢࢆのၥ㢟ព㆑ࠖࢿン࣍ࠕࡣࡶ㸪子࡛ࡇ
ྲྀၥ㢟ゎỴのάື㸪యⓗࡁ࡛ࡀࡇࡘ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㊶㸪授業ᐇ࠼⪄ࡿな࠺ࡼࡴ⤌ࡾ
ᐇ㊶のศᯒかࡽ㸪子ࡶのどⅬືࢆかすᡭ❧
ゎ⌮࡚ࡗకࢆᐇឤࡀࡶ㸪子ࡣࡇ࠺⾜ࢆ࡚
すࡇࡿ㸪⛉学ⓗなぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉ኚᐜすࡿ
 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿࡀなࡘࡇ
 

㸯㸮㸬子ࡶのឤᛶࢆ育
᪉㹼子ࡾᨭのあࡴ
のࡧ㐟ࡸの⮬↛య㦂ࡶ
⤒㦂࡚࠼ࡲࡩࢆ㹼 
 
 

㸫 ᖹᡂ 28年 8
᭶ 
 

᪥本⌮⛉教育学➨ 66
ᅇᅜ大 
（ಙᕞ大学） 

子ࡶの⮬↛య㦂ࡸ㐟ࡧの⤒㦂の㐪ࡼ࠸
ࡅ目のࡸ᪉ࡌឤࡿᑐす↛⮬のࡶ㸪子ࡾ
ᡤ㐪ࡀ࠸ฟ࠺࠸ࡿ๓ᥦのࡶ㸪子ࡶ一
人一人のឤࡌ᪉ࡸ目のࡅᡤࢆຠᯝⓗ౯್
ࡾࡓࡅពࡾࡓࡅし࡚㸪子ࡶのឤᛶࢆ
育࠺ࡶすࡿ授業ࢆᐇ㊶し࡚㸪ࡑのຠᯝ᳨ࢆ
ドしࠋࡓ授業ᐇ㊶ࢆ㏻し᳨ࡓドかࡽ㸪ࡶ一
人一人のឤࡌ᪉ࡸ目のࡅᡤࢆຠᯝⓗ౯್
ࡾࡓࡅពࡾࡓࡅす࡛ࡇࡿ㸪子ࡶの
ឤᛶࡀ育ࡘࡇࡴな࠺࠸ࡿࡀ知ぢࡀᚓࡽ
 ࠋࡓࢀ
ᢸᙜ部ศ㸸研究௦⾲⪅し࡚Ⓨ⾲ࠋ࠺⾜ࢆ 
ඹྠⓎ⾲⪅ ⛅吉博之㸪⢖⏕⩏紀 
Ⓨ⾲ᢒ㘓㸸p.㸰㸳㸴 

㸯㸯㸬子ࡶのឤᛶࢆά
⏝しࡓᑠ学ᰯ⌮⛉授業
のᐇ㊶ࡑのຠᯝ㹼ᑠ
学ᰯ➨㸳学年ࠕ㟁ὶのാ
 㹼ࡾࡼ⩦の学ࠖࡁ

㸫 ᖹᡂ 28 年
11᭶ 

ᖹᡂ 28 年度᪥本⌮⛉教
育学㏆␥ᨭ部大大
㜰大 
（大㜰教育大学） 

ᩥ部⛉学┬（2011）ࡣ㸪ឤᛶ㛵すࡿᣦᑟࢆ
ㄽ⌮ⓗ࡛ⓗ☜なࡾࡼかな⾲⌧㸪㇏ࠕ㝿࠺⾜
ពす␃ࡇࠖࡿὶす࠸㏻し࡚ࢆ⌧⾲
ࡧ㸪ᑐヰⓗな学࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸し࡚♧ࢆࡇࡿ
のሙ࡛ᣦᑟ⪅ࡀ子ࡶのឤᛶࢆᣦᑟά⏝す
ࠋࡓドし᳨ࢆのຠᯝࡑᵓ㸪ᐇ㊶し㸪ࢆ授業ࡿ
授業ᐇ㊶᳨ࡿࡼドかࡽ㸪ᣦᑟ⪅ࡀ子ࡶの
ឤᛶࢆά⏝す࡛ࡇࡿ㸪子ࠕࡣࡶᐇឤࢆక
 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿ⮳ゎࠖ⌮ࡓࡗ
ᢸᙜ部ศ㸸研究௦⾲⪅し࡚Ⓨ⾲ࠋ࠺⾜ࢆ 
ඹྠⓎ⾲⪅ ⛅吉博之㸪⢖⏕⩏紀 
Ⓨ⾲ᢒ㘓㸸p.㸱㸵 
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ཪࡣ

Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

㸯㸰㸬子ࡶのឤᛶࢆ育
ᑠ学ᰯ⌮⛉授業のࡿ࡚
ᐇ㊶ࡑのຠᯝ㹼ᑠ学
ᰯ➨㸳学年ࠕ㟁ὶのാ
 㹼ࡾࡼ⩦の学ࠖࡁ
 

㸫 ᖹᡂ 29年 8
᭶ 

᪥本⌮⛉教育学➨ 67
ᅇᅜ大 
（⚟岡教育大学） 

⮬ࡀࡶ㸪子ࡣの᪥本の⌮⛉教育࡛࡛ࡲࢀࡇ
ࡿすࡾࡓࡗྲྀࡌឤࡽか↛⮬ࡾࡓࡅかࡁാ↛
し࡚㸪の根ᣐࡑࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ㔜せどࡣࡇ
᪥⨨（2005）ࡀㄽࡿ࠸࡚ࡌ㸪ᡃࡀᅜの⌮⛉教
育のࠕࡣ࠸ࡽࡡ子ࡀࡶ⣲ᮔࢆ↛⮬ぢࡵࡘ
࡚㸪⮬↛ാࡁか࡚ࡅ㸪ࡇࡑかࡽᚓࡓࢀࡽ
ሗࡽ⮬の⤒㦂ࡶࢆし࡚㸪⮬ศの⪃ࢆ࠼ 
⮬⊃ࡶ子ࠕ㸪ࡇࡿあ࡛ࠖࡇࡃ࠸࡚ࡗࡃࡘ
の⣲ᮔな⪃࠼᪉ࡅࢃࡾࢆ㔜どし࡚ࡿ࠸の
࡛㸪⌮⛉のᇶ┙ࡣ㸪子ࡀࡶ⮬ศ࡛ឤࡓࡌ
の㸰ࡇࠖࡿ࠸Ꮡᅾし࡚ࡀࡇࡓ࠼⪄ࡸࡇ
Ⅼࢆᣲࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡆ㸪ᖹᡂ 28年 12
᭶の次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿のᨵゞ࡚ࡅࡴの⟅⏦
し࡚㸪子のጼࡶ子࠸ࡓ㸪育࡚ࡶ࡚࠸お
な౯್ࡓ᪂ࡽࡀなࡏാかࢆかなឤᛶ㇏ࡀࡶ
のࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ明記ࡀࡇฟすࡾࢆ
ࡴ育ࢆのឤᛶࡶ㸪ᑠ学ᰯ⌮⛉࡛子ࡽかࡇ
授業ࢆᵓ㸪ᐇ㊶す࡛ࡇࡿ㸪ࡑのຠᯝ᳨ࢆ
ドしࠋࡓ授業ᐇ㊶の᳨ドかࡽ㸪森本（2013）
ࡀの教師ࡵࡓࡿࡵ㐍ࢆᑐヰⓗな授業ࠕࡿࡼ
のࡶ子ࡀ⪅㸪ᣦᑟࡾࡼࠖື⾜ࡿ࠸࡚ࡗྲྀ
⾲ฟࡓࡏࡉឤᛶࢆពࡾࡓࡅ౯್ࡾࡓࡅ
すࡾ⧞ࢆࡇࡿ㏉し⾜࡛ࡇ࠺㸪子ࡶのឤ
ᛶࢆ育࡚࠺࠸ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ知ぢࡀᚓࢀࡽ
 ࠋࡓ
ᢸᙜ部ศ㸸研究௦⾲⪅し࡚Ⓨ⾲ࠋ࠺⾜ࢆ 
ඹྠⓎ⾲⪅ ⛅吉博之㸪⢖⏕⩏紀 
Ⓨ⾲ᢒ㘓㸸p.㸱㸶㸳 
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              教  育  研  究  業  績  書 

令和 2 年 3 ᭶ 31 ᪥    

    Ặྡ  岡 本 恵 太      

研   究   ศ   野 研 究 ෆ ᐜ の ࢻ ࣮ ࣡ ࣮ ࢟ 

教育学ࠊ教⛉教育学 
ᅜㄒ⛉教育ࠊ教育ᐇ㊶学ࠊゝㄒάືࠊㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࠊゝ

ⴥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥン 

教  育  ୖ  の  ⬟  ຊ    㛵  す  ࡿ    㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ           せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 
ࢆし࡚ᛮ⪃ຊかࡽ明ࢆຊ࠸ࡓࡅࡘࠕ (1)
育࡚ࡿ授業㹼ぢ㏻しࡾ㏉ࢆࡾ⨨࡙
 ࡚ࠖࡅ

 
ᖹᡂ 26 年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ 27 年 3
᭶ 

 
୕田ᕷ教育ጤဨのጤკ୕ࠕࡓࡅཷࢆ田ᕷ

教育研究ࢢル࣮ࠖࣉし࡚ࠊ教師学⩦⪅ࡀ
☜明ࢆຊࠖ࠸ࡓࡅࡘࠕ㏻し࡚ࢆ⩦学ࠊࡶ
研究しࢆ授業の➽㐨ࡿࡵ高ࢆし࡚ᛮ⪃ຊ
ࢢ田ᕷ教育研究୕ࠕࢆ研究のᡂᯝࠊࡓࡲࠋࡓ
ル࣮ࣉ研究㞟㘓ࠖのᅜㄒ部の章（ྛ年度 4
㡫ศ㸪本人ᢸᙜศ 27 年度㸲p ศ）し࡚Ⓨ⾲
すࠊࡶࡿᅜㄒ部し࡚⊂⮬ࠗᐇ㊶
㞟 （࠘ᖹᡂ 26 年度ࡣ⥲㡫ᩘ 48p 本人ᢸᙜ
8p ศ・ᖹᡂ 27 年度ࡣ⥲㡫ᩘ 54p 本人ᢸᙜศ
10p・ᖹᡂ 28 年度ࡣ⥲㡫ᩘ 48p 本人ᢸᙜศ㸶p）
ࡾྲྀ㊶のᐇࠎ᪥ࡀ教ဨ࠸Ⓨ⾜しⱝࠊ㞟⦆ࢆ
 ࠋࡓし࠺ࡼࡿなࡾかࡀ㝿のᡭࡴ⤌

研究おࠕࡿࡅゝㄒάືࠖࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ学
⩦⪅の㢪ࡸ࠸目ⓗࢆゝㄒ࡚࠸⏝ࢆල⌧すࡿ
ࡅおࡇࡇࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽし࡚スࠖࢭロࣉ
≀άືのᡂᯝ࠸ࡓ㐩ᡂしࡣࠖ࠸㢪ࠕࡿ
ࢀࡲྵࡶຊࠖ࠸ࡓࡅࡘࠕࡀ学⩦⪅⮬㌟ࠊࡶ
࠸学⩦⪅の㢪ࠕࢆゝㄒάືࠖࠕࡓし࠺ࡇࠋࡿ
ㄽࠕࡿな㈨㉁・⬟ຊࡃᑟ࡚ࡅྥ目ⓗࠖࡸ
⌮ⓗᛮ⪃ຊࠖࢆ育࡚ࡵࡓࡿのゝㄒάືのᕤ夫
ᨵ善㛵すࡿ研究ࢆ⥅⥆し࡚ࠋࡿ࠸ 
授業ࠊのࡵࡓࡿ育࡚ࢆㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࠖࠕ

おࡿࡅලయⓗなᡭ❧࡚し࡚ࠊࡣ➨一ࡵࠕ
あ࡚ࠖࡾࡩࠕかࢆࠖࡾ࠼⨨࡙࡛ࡇࡿࡅ
あࠋࡿ➨ࠊᛮ⪃の㐣⛬ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࢆな
➨ࠋࡿ᭷ຠ࡛あࡀࡇࡿ㏻し࡚ල⌧すࢆ
PDCAࠕのࡽ⮬ࡀ❺ඣࠊ୕ ព㆑ࢆルࠖࢡࢧ
し࡚学⩦࡛ࡇࡴ⤌ࡾྲྀあࠊࡣࢀࡇࠋࡿඣ
ホ౯ࢆ⛬の㐣ࡑࠊᐇ⾜しࠊ࡚ࡓࢆンࣛࣉࡀ❺
し࡚ࠊィ⏬ࢆಟ正すࡿ一㐃のࣉロࢭスࢆᣦすࠋ
教・ࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡・学⩦㈨ᩱࡣ教師ࠊの㝿ࡇ
ᐊᥖ♧なࢆ㏻し࡚ࠕゝㄒάືの࣮ࢦル ゝࠕࠖ
ㄒάືࢆ㏻し࡚࠸ࡓࡅࡘຊ ゝㄒάືの᪉ࠕࠖ
ἲࠖࢆ目ぢࡿ࠼ᙧ࡛ᥦ♧すࠋࡿඣ❺ࡇࠊࡣ
యⓗ・༠ാⓗࠊࡾかࡀᡭࢆᨭࡓし࠺
⮬ศのゝㄒάືࡃࡼࡾࡼࢆし࡚࡛ࡀࡇࡃ࠸
ン࢟ンࣛࠕࡣし࡚ලయⓗなゝㄒάືࠋࡿࡁ
ࢺ࣮ࣀࢢ ᛮなࠖࢺ࣮ࢩン࣮࣎ࣗࢩࢵࣇࠕࠖ
し⥆⥅ࢆ授業ᐇ㊶のᥦࡓά⏝しࢆル࣮ࢶ⪄
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡚
 

࠼㹼ఏ子࠺ྜࡵ高࠸ྜࡧ学ࡶࠕ (2)
 ሙのタᐃ㹼ࠖ࠺ྜ

ᖹᡂ 27 年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ 30 年 3
᭶ 

⌧任ᰯおࠊ࡚࠸ᅜㄒ⛉おࡿࡅᛮ⪃ຊࡸ
ఏ࠺ྜ࠼ຊࢆ育࡚ࡵࡓࡿᰯ࡛ྲྀ࡛ࢇ⤌ࡾ
ࡀࡾࡦ学⩦⪅一人ࠋࡿᐇ㊶研究࡛あࡿ࠸
యⓗㄢ㢟ࢆᣢ࡚ࡗ᥈ồしࠊ༠ྠ࡛ࡑのㄢ㢟
ࢆ㈨㉁・⬟ຊࡃ࠸࡚ࡗྜࡵ高ࡽࡀᣮᡓしな
㌟ࡓࡅࡘඣ❺ࢆ育ᡂすࢆࡇࡿ㢟ᥖࡆ
ᐇࢆබ㛤研究Ⓨ⾲年度㸰᭶ྛࠋࡿ࠸࡚
すࠊࡶࡿ研究紀せࢆⓎ⾜し࡚ࠋࡿ࠸研
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究授業し࡚ࠊᖹᡂ 27 年度ࠕࡣୡ⏺࡛一␒美
しࡃࡰ࠸の村（東ி書⡠）・㸲年⏕ ᖹᡂࠊࠖ 28
年度ࠕࡣ⏫のᖾ⚟ㄽ-ࢽ࣑ࣗࢥテࢨࢹンࢆ
⏕㸴年・（東ி書⡠）-ࡿ࠼⪄ ᖹᡂࠊࠖ 29 年度
බ㛤ࢆࠖ⏕し（東ி書⡠）・㸲年ࡿ࠺木㱟ࠕࡣ
しࡑࠊのᡂᯝࠊࡣ࡚࠸ࡘ研究紀せࡵࡲ
 ࠋࡿ࠸࡚
ᐇ㊶研究ࡓし中ᚰࢆゝㄒάືのᐇࠖࠕ

ゝㄒࡿࢀࡲྵなゝㄒάືࠎᵝࠊࡣ࡚࠸お
⬟ຊࢆᢳฟしࠊศ㢮ᩚ⌮ࠊࡽࡉࠋࡓࡗ⾜ࢆ
⤒㦂年ᩘのὸ࠸教ဨࡶᐇすࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ
ࡿල⌧すࢆࡇࠖ࠺ྜࡵ高࠸ྜࡧ学ඹࠕ
ᥦࢆンࣛࣉルࢹࣔࡿ㛵すのゝㄒάືࡵࡓ
し⥆ࠋࡿ࠸࡚ࡅᡂᯝし࡚ࣛࠕン࢟ン࣮ࣀࢢ
ศの⮬ࠕࡀ⪅⩦学ࡣࢀࡇࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀࠖࢺ
ㄞ࠸ࡓࡾྲྀࡳ㡯目࡚ࠖ࠸ࡘᰕࣛࠊ࡚ࡓࢆン
ศ⮬ࠊฟしࡾྲྀࢆᙧᘧ࡛特ᚩⓗなླྀ㏙ࢢン࢟
のゎ㔘ࢆ書ࡃάື࡛あࣛࠕࠋࡿン࢟ン࠸ࠖࢢ
・ุ᩿・学⩦⪅の㑅ᢥࠊ࡛ࡇࡿࢆᙧᘧ࠺
ྫྷ࠺࠸ᛮ⪃ࠕࠊࡶࡃࡽࡓࡣࡀ⮬ศの
ㄞࢆࠖࡇ࠸ࡓࡾྲྀࡳ⡆₩⾲すࡁ࡛ࡀࡇ
中学ࠊࡣのάືࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗな࠺ࡼࡿ
年࡛ྲྀࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ⤌ࡾᚑ᮶かࡾྲྀࡽ
㏻しࢆࡇࡃ書ࢆ人≀⤂介ࠖࠕࡓࡁ࡚ࢀࡲ⤌
࡚人≀ീ特ᚩⓗなླྀ㏙ࡓࡅࡘࡧ⤖ࢆᐇ㊶
な࠺ࡼࡿࢀࡉ中学年࡛ᐇࡽప学年かࠊࡶ
 ࠋࡓࡁ࡚ࡗ
 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書・教ᮦ  
࠘ࡁのᡭᘬࡧ学ࡾࡦࠗ (1)   

 
 

 
ᖹᡂ 29 年 4 ᭶ 

 
୕田ᕷ教育ጤဨࡀᕷෆの高学年ඣ❺ྥ

ࠖࡁのᡭᘬࡧ学ࡾࡦࠕࡿ࠸Ⓨ⾜し࡚࡚ࡅ
のᅜㄒ⛉㛵すࡿ章のࢿࣃࠕࡕ࠺ルウㄽࢆし
࠺ࡼ ➹ศᢸᇳࢆの㡯目ࠖ࠺ࡇ書ࢆ᪂⪺記ࠕࠖ
しࠋࡓ 
ࡀ❺ᕷෆのඣࡣࠖࡁのᡭᘬࡧ学ࡾࡦࠕ 
⮬ศ⮬㌟࡛ၥ㢟ࢆᣢࠊࡕゎỴすࡿຊࢆ育࡚ࡿ
・ᅜㄒ・♫ࠋࡿ学⩦㈨ᩱ࡛あࡓ目ᣦしࢆࡇ
⌮⛉・⟬ᩘ・ሗのࢀࡒࢀࡑのศ野ࠊࡈ
ᐙᗞ学⩦のᡭἲࡸඣ❺ࡽ⮬ࡀㄪ᪉・⾲⌧の
᪉ࢆゎㄝし࡚ࠋࡿ࠸ 
のࢆㄽⅬࠑࡣ࡛ࠖ࠺ࡼしࢆルウㄽࢿࣃࠕ 
ࡳ⤌ࢆなどⅬ࡛㆟ㄽ࠺ࡼのࠑࠒ᥈すか࠺ࡼ
⩦一人࡛学ࡀ❺ඣ࡚࠸ࡘࠒか࠸࠸ࡤࢀ࡚❧
ࡼ㏙ࠑࠊࡣࢀࡇࠋࡓ記㏙し࠺ࡼࡿࢀࡽࡵ㐍ࡀ
ࢺࢵ࣓ࣜࠕ࡚࠸ࡘࠒࡿす࠺ ࣓ࣜࢹࠕࠖ
のゎỴ᪉ἲࠖの୕ࢺࢵ࣓ࣜࢹࠕࡧࡼおࠖࢺࢵ
Ⅼかࡽሗのᩚ⌮ࡸព࡙࡛ࡇ࠺⾜ࢆࡅあ
ࢺࢵ࣓ࣜࠕし࡚ලయⓗなᡭἲࠋࡿ ࣓ࣜࢹࠕࠖ
ࢺࢵ ࡵࡲ⾲ࢆのゎỴ᪉ἲࠖࢺࢵ࣓ࣜࢹࠕࠖ
 ࠋࡓᥦしࢆࡇࡿ

᪂⪺記ࡎࡲࠊࡣ࡛ࠖ࠺ࡇ書ࢆ᪂⪺記ࠕ
の特ᚩࠕࡀሗࢆᐈほⓗࡵࡓࡿ࠼ࡽのᩥ
章࡛ࠖあࢆࡇࡿㄝ明しࡑࡽࡉࠊの書ࡁ᪉
ጤဨのάືࠊࡤ࠼ࠋࡓゎㄝし࡚࠸ࡘ
ࡗࡓあࡿࡵࡲし࡚᪂⪺記ࠖࠕ࡚࠸ࡘ
あࡀᚲせࡃ記⪅の目࡛ࠖ書ࠕᐈほⓗなࠊࡣ࡚
ࠊ⌧⾲㔞ᩘࡸ正☜な᪥ࠊࡣࡵࡓのࡑࠋࡿ
ㄒᩥࡸᮎなのᩥయୖのᕤ夫ࡀᚲせな
高学年ඣࠊࡽࡀᥦ♧しなࢆලయⓗなᩥࠋࡿ
 ⪺一人࡛᪂ࠊし࡚㢟ᮦࢆ学ᰯ⾜なࡀ❺

記ࢆ書࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡃ記㏙しࠋࡓ 
（⥲㡫ᩘ㸷㸰㡫ࠊ本人ᢸᙜศ㸲㡫） 
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㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯ 
(1) රᗜ教育大学大学㝔ࠕᑠ学ᰯⱥㄒάື
ࢵࢽࣘ⪅ᑠ学ᰯⱥㄒάືᣦᑟ）࣒ࣛࢢロࣉ
ᒚಟࠖ（ࢺ  

 
ᖹᡂ 26 年 3 ᭶ 

 
රᗜ教育大学大学㝔お࡚࠸ᑠ学ᰯⱥㄒά

ືのᣦᑟ⪅育ᡂࢆ目ⓗしࣉࡓロࢆ࣒ࣛࢢᒚ
ಟしࣉࠋࡓロ࣒ࣛࢢの一⎔し࡚⌧任ᰯ（ᙜ
㸸ᚿᡭ原ᑠ学ᰯ）おࡿࡅ研究授業ࠕオࣜ
ࡇࠋࡓᐇしࢆࠖ࠺ࢁసࢆ࣮ࢲルカࣞンࢼࢪ
㏻しࢆࡁືࠕࠊࡣࡇࡓ目ᣦし࡛ࡇ ࠒࡿ࠼⪄ࠑ࡚
ⱥㄒάື࡛ࠖあࠊࡣࢀࡇࠋࡿⱥㄒάື࡛ྲྀࡾ
・ุ᩿・㑅ᢥࠊの中テࣅテࢡࡿࢀࡲ⤌
ྫྷࡓࡗ࠸ᛮ⪃のせ⣲ࢆᑟධし࠺ࡼすࡿ
ⱥㄒάࠒࡿ࠼⪄ࠑ㏻し࡚ࢆࡁືࠕࠋࡿの࡛あࡶ
ࢆ༶⯆₇のᡭἲࠊࡵࡓࡿල⌧すࢆࠖື
ά⏝しࢮࣞࣉࠕࡓンࠊࡸ࣒࣮ࠖࢤࢺ友ࡕࡔ
ⱥㄒ࡛ン࣮ࣗࣅࢱすࡿのᡭ㡰ࢡࣆ）⤮ࢆ
࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡓしᙧࡿ࠼ぢ目࡛（࣒ࣛࢢࢺ
 ࠋࡓ㛤Ⓨしࢆࢺ

 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特
記㡯 
 
なし 
 

 
 

 

 
 
 

㸳 ࡑの 
特記㡯なし 

  
 

 

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ        せ 

㸯㸬චチ・㈨᱁ 
(1)ᑠ学ᰯ教ㅍ㸯⣭ᬑ㏻චチ 
(2)中学ᰯ教ㅍ㸯⣭ᬑ㏻චチ（♫） 
(3)高➼学ᰯ教ㅍ㸰⣭ᬑ㏻චチ（♫） 
(4)ᑠ学ᰯ教ㅍᑓಟචチ 
(5)中学ᰯ教ㅍᑓಟචチ（♫） 

 
和 61 年 3 ᭶ 
和 61 年 3 ᭶ 
和 61 年 3 ᭶ 
ᖹᡂ 26 年 4 ᭶ 
ᖹᡂ 26 年 4 ᭶ 

 
 60 ᑠ㸯ᬑ➨ 1028 ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 
 60 中㸯ᬑ➨ 4361 ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 
 60 高㸰ᬑ➨ 5063 ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 
ᖹභᑠᑓಟ➨ 11 ྕ（රᗜ┴教育ጤဨ） 
ᖹභ中ᑓಟ➨ 10 ྕ（රᗜ┴教育ጤဨ） 

㸰 特チ➼ 
特記㡯なし 

 
 
 

 

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿ特記
㡯 
(1) ୕田ᕷ教育研究ࢢル࣮ࣉ研究ဨ（ᅜ
ㄒ） 

 
 
・ᖹᡂ 16 年㹼ᖹ
ᡂ 23 年 3 ᭶ 
・ᖹᡂ 26 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 30 年
3 ᭶ 

 
 
୕田ᕷ教育ጤဨのጤკࠊ࡚ࡅཷࢆᅜㄒ⛉

ࡗ⾜ࢆᐇ㊶研究㍈ࢆᛮ⪃ຊの育ᡂࡿࡅお
年度のྛࠋࡓ 3 ᭶ྛࠊ教⛉・㡿ᇦの研究ࢢル
ࠊࡶࡿⓎ⾲すࢆのᡂᯝࡑὶ࡛ࣉ࣮
ࠗάືሗ࿌࠘の子ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡵࡲࢆ
୕田ᕷのඣ❺⮬ศ⮬㌟のຊ࡛学ࡪຊࢆ育ᡂ
すࢆࡇࡿ目ᣦし࡚ࠗ一人学ࡧのᡭᘬ࠘ࡁ
（ᖹᡂ 29 年 4 ᭶Ⓨ⾜）のᅜㄒの㡯目のᇳ➹ࡶ
ศᢸしࠋࡓ 
 本ࢢル࣮ࡀࣉ一㈏し࡚研究㢟ᥖ࠸࡚ࡆ
ࢆし࡚ᛮ⪃ຊかࡽ明ࢆຊ࠸ࡓࡅࡘࠕࡣのࡿ
育࡚ࡿ授業-ぢ㏻しࡾ㏉ࢆࡾ⨨࡙࡚ࡅ
-࡛ࠖあ࠸ࡓࡅࡘࠕ࠺࠸࡛ࡇࡇࠋࡿຊࠖࠊࡣ
ຊࠖ࠸ࡓࡏࡉࡅࡘࡶの子࡚ࡗ教師ࠕ
㌟ࡽ⮬ࠊの࡚ࡗࡶ子ࠕഃ㠃࠺࠸
授業の中ࢆ⪅୧ࠋࡿあࡀࡘຊࠖの࠸ࡓࡅࡘ
࡛⤫ྜし࡚ࡀࡇࡃ࠸研究㢟ࢆල⌧すࡿ
ゝㄒάືࠊࡣࡵࡓのࡑࠋࡿᚲせ࡛あࡵࡓ
άືࠕࡀ学⩦⪅⮬㌟ࠊ࡚ࡗࡓあࡴ⤌ࡾྲྀ
の࣮ࢦル（ఱࢆᐇ⌧し࠸ࡓか）ࠖࠕάືのព
（ఱ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀなࡿか）ࠖࠕάືの᪉ἲ（
ࠖ（か࠸࠸ࡤࢀす࠺ の୕ࢆࡘලయⓗࡿ࠼ࡽ
ᚲせࡀあࠋࡿ 
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ࡓし⌮ᩚࠊ㞟✚しࢆ㊶ᐇࠊဨ࡛ࣉル࣮ࢢ 
⤖ᯝࠊ⌧ᅾ次の࠺ࡼなᡭ❧࡚の᭷ຠᛶࡀ❧ド
教ࡸ学ᰯ⾜ࠊ一➨ࡎࡲࠋࡿあࡘࡘࢀࡉ
ᚲせᛶࠕ࡚ࡗ⪅⩦学ࠊ㐃ᦠし⛉ ࡾࡸࠕࠖ
ࠊ➨ࠋࡿሙのタᐃ࡛あࡿࡁᐇឤ࡛ࡀࠖ࠸ࡀ
ࠖࢁࡇࡅࡘ目のࠕࡶࢆ⩦の学࡛ࡲࢀࡇ
す࠺ࡼかす⏕次ࠊฟしࡾྲྀࢆ᪉ἲࠖࠕࡸ
ぢ目ࢆᛮ⪃の➽㐨ࠊ୕➨ࠋࡿあ࡛ࡇࡿ
ル࣮ࢶ⪄ᛮࡤ࠼ࠋࡿあ࡛ࡇࡿすᙧࡿ࠼
のά⏝ࡸ᧯సάືのᑟධࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡀ➨ᅄ
人ᆅᇦࡣ࠸ࡿあࠊホ౯┦ࡸᕫホ౯⮬ࠊ
ࡇかす⏕ࢆලయⓗな⪅のホ౯ಖㆤ⪅なࡸ
ാ᭷ຠࡀ࡚❧ᡭࡓし࠺ࡇࠊࡓࡲࠋࡿあ࡛
ᚲࡀᣦᑟࡓࡅ࡙⨨⏬年間ィࠊࡣࡵࡓࡃ
せ࡛あࠋࡿ 

 
(2)ࠗᰠのᐇリ㞟࠘⦅㞟ጤဨ ᖹᡂ 27 年度 ࠗᰠのᐇリ㞟࠘୕ࠊࡣ田ᕷ教育ጤဨࡀẖ

年Ⓨ⾜し࡚ࡿ࠸ඣ❺リ㞟࡛あࠋࡿᕷෆのྛᰯ
かࡽసရࢆເࠊࡾ௦⾲స࡚ࡵࡲࢆห⾜し࡚
ᖹᡂ）ࠋࡿ࠸ 27 年ࡣ 3 ᭶Ⓨ⾜）⦅㞟ጤဨ
し࡚原✏の㞟⣙・ᑂᰝࠊおࡧࡼ⦅㞟స業ᚑ
しࠋࡓ 
 

(3) ୕田ᕷ人ᶒࡿ࠼⪄ࢆ⌮ 
 

ᖹᡂ 28年 4᭶㹼
ᖹᡂ 30 年㸱᭶ 

୕田ᕷ人ᶒࡿ࠼⪄ࢆࠊࡣᆅᇦおࡿࡅ人
ᶒၨⓎࢆ᥎㐍すࡿ⤌⧊࡛あ୕ࠋࡿ田ᕷ人ᶒࢆ
ࠊ࡚࠸お㍯ᆅ༊୕ࠊし࡚⌮ࡿ࠼⪄
人ᶒ研㞟の⏬・㐠Ⴀᚑし࡚ࠋࡿ࠸研
㞟のෆᐜࡣ講₇ࠊDVD ど⫈ヰしྜࠊ࠸ඣ❺
の人ᶒරᗜのⓎ⾲࡛あࠋࡿ 
 

㸲 ࡑの 
特記㡯なし 
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研  究  業  績  ➼    㛵  す  ࡿ    㡯 

ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ
➼ཪࡣⓎ⾲学
➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

（ⴭ書） 
 

    

㸯 .ࠗ ࢆ᪉ࠖ࠼⪄・ぢ᪉ࠕ

㘫ࡿ࠼ᑠ学ᰯᅜㄒ⛉の

ルࠖ࠘࢟ᛮ⪃スࠕ  

 

ඹⴭ ᖹᡂ 30 年 2
᭶ 3 ᪥ 

東ὒ㤋ฟ∧♫ ᖹᡂ 29 年࿌♧ࡓࢀࡉ学⩦ᣦᑟせ

㡿のᰕの一࡛ࡘあࠕࡿᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・

⾲⌧ຊ➼ࠖࠕ࡚࠸ࡘᛮ⪃ス࢟ルࠖの

ほⅬかࡽゎㄝしࡓඹⴭࠋ 

ලయⓗなᐇ㊶ࠕࠊࡶࢆᛮ⪃ス

ࡘの育ᡂの➽㐨ࡑࠊルࠖのศ㢮࢟

 ࠋࡿ࠸ゎㄝし࡚࡚࠸

⦅ⴭ⪅㸸ఀᓮ一夫 

ඹⴭ⪅㸸岡本恵太 㐲⸨㝧子 ᑠ⋢┤

人 中島ᮒ美 ⩚ῲࡳな子 ℈村憲 

⣽ぢ博友 ᓟ山 ῟ 山口 ᫎ 
本人ᢸᙜศ㸸➨ϩ章ࠕᛮ⪃ス࢟ルࠖの
ศ㢮（pp23-42） 
・ẚ㍑・㡰ᗎࠊ࡚࠸ࡘルࠖ࢟ᛮ⪃スࠕ
⌮由・せ⣙・ᐃ⩏・㢮ู・ㄢ㢟ゎỴ・
᥎ㄽ・ホ౯のࡘศ㢮しࢀࡒࢀࡑࠊ
育ᡂࠊ᪉࠼⪄ᇶ本ⓗなࠊ࡚࠸ࡘ
 ࠋࡓゎㄝしࢆの➽㐨࡚ࡅྥ

ࡵࡓࡃ書ࢆࡌすࡽၥ㢟ゎỴのあࠕ
ࡣ （ࠖpp.80-83） 

≀ㄒࡳࡎࡡࡾࡣࠕ金㈌（東書 3 年）ࠖ
人≀のࠊし⌮ᩚࢆࡌすࡽあࠊ࡚࠸ࡘ
Ẽᣢࡕのኚࡵࡓࡿࡵࡲ࡚࠸ࡘの
ᐇ㊶ࢆᥦしࠋࡓ 

ࠖࡣࡿす≀本ࢆ知㆑ࠕ
（pp.96-99） 
ㄝ明ᩥࠕክのロࢆࢺࢵ࣎సࡿ（東書 4
年）ࠖ ά⏝し࡚ࢆル࣮ࢶ⪄ᛮࠊ࡚࠸ࡘ
ㄞࡿྲྀࡳᐇ㊶ࢆᥦしࠋࡓ 
 

㸰㸬ࠗ  ࡪ学ࡽスか࣮ࢣ
ゝⴥࡿࡼぢ᪉・⪃࠼᪉
 ࠘ࡾࡃ授業࡙ࡿ育࡚ࢆ
 
 
 
 

༢ⴭ ᖹᡂ 29 年 9
᭶ 

ᰴᘧ♫ ERP 
ERP  ࢺࢵࣞࢡࢵࣈ

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿の㘽ᴫᛕ࡛あࠕࡿゝⴥ
ᇶ本ⓗ࡚࠸ࡘ᪉ࠖ࠼⪄・ぢ᪉ࡿࡼ
な࠼ࡽ᪉࡚࠸ࡘᑠ中㸷年間ࢆぢ㏻
し࡚㏙ࡑࠊࡶࡿの育ᡂのࡵࡓ
のᡭ❧࡚ࢆලయⓗなࡶࢆゎㄝ
しࡓ༢ⴭࠋ教師ࠊࡀᅜㄒ⛉の授業お
ࡿࢀࡉᐃࡀࡇ࠺ฟᐇ㝿ࠊ࡚࠸
ሙ㠃࣮ࢣࠕࢆスࠖし࡚タᐃしࡑࠊの
⫼ᬒあࠑࡿゝⴥࡿࡼぢ᪉・⪃࠼᪉ࠒ
ලయⓗなᡭࡶࡿゎㄝす࡚࠸ࡘ
᪂学⩦ᣦᑟせ㡿のࠋࡿ࠸し࡚♧ࢆ࡚❧
᪉ྥᛶࠕࠊ࠼ࡲࡩࢆㄞࡇࡴ ࡇࡃ書ࠕࠖ
 ࢀࡒࢀࡑのࠖࡇࡃ⪺・ࡇヰすࠕࠖ
の㡿ᇦඹ㏻し࡚ാࠕࡃゝⴥࡿࡼぢ
᪉・⪃࠼᪉ࠖࠑ࡚࠸ࡘຠᯝࠑࠒ正しࠒࡉ
 ࠋࡓし⌮ᩚの㡯目ࡘの୕ࠒᛶྜᩚࠑ

᭱⤊章࡛ࠕࠊࡣゝⴥࡿࡼぢ᪉・⪃࠼
᪉ࠖࢆ育ᡂすࡵࡓࡿのᡭ❧࡚࣮ࢦࠑࠊࡀ
ルの明☜ࠑࠒ᪉ἲ・➽㐨のྍどࠑࠒ
ゝㄒάືのྫྷࡿࡼ࠸ྜ࠼のఏ⪅
ࠒあࢆࡇࡿᣦしࠕࠊ࡛ୖࡓయ
ⓗ・ᑐヰⓗ࡛῝࠸学ࢆࠖࡧලయすࡿ
ᥦᣓⓗ⥲ࢆのどᗙࡑの㔜せᛶࡇ
♧し࡚ࠋࡿ࠸ 
A㸳ุ  60 㡫 
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ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ
➼ཪࡣⓎ⾲学
➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

（学⾡ㄽᩥ）     

㸯㸬ࠗࠖࡿࡺࠕᴫᛕかࡉࡽ

テࢽ࣑ࣗࢥᆅᇦࡿࡄ

ᵓ⠏のྲྀ̿ࡳ⤌ࡾ

加東ᕷのࡶࢆ

̿࠘  

ඹⴭ ᖹᡂ 25 年 9

᭶ 

 

රᗜ教育大学研

究紀せ➨ 43 ᕳ 

p.1㹼p.8 

රᗜ┴加東ᕷのࠊࡶࢆඣ❺

テࢽ࣑ࣗࢥなᆅᇦࡓ᪂ࡿす中ᚰࢆ

 ࠋㄽᩥࡓ研究し࡚࠸ࡘ⛬の㐣ࡾࡃ࡙

ඹⴭ⪅㸸ᐑ元博章・中間⋹子・᭷吉美

ဏ・岡本恵太 

㸷㡫 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕ㸯.ၥ㢟ព㆑ （ࠖpp.㸯

㸰.⥲ྜ⪃ᐹࠕ（2- （ࠖpp.6㸫8） 
ෆᐜ㸸ࠕ㸯.ၥ㢟ព㆑࡛ࠖࠕࡣᖹᡂの大
ྜేࠖ௨ᚋのࢽ࣑ࣗࢥテసࡾのၥ㢟
Ⅼ࡚࠸ࡘㄽ㏙しࠕࠋࡓ㸰.⥲ྜ⪃ᐹࠖ
ࡀࡇࠖࡿ育࡚ࢆࡶᆅᇦ࡛子ࠕࡣ࡛
のᰕࡾࡃ࡙テࢽ࣑ࣗࢥのࡽかࢀࡇ
なࢆࡇࡿㄽࠋࡓࡌ 

のᮍᡂࡑࠊࡣャࣛࠖ業࢟ࡿࡺࠕ
すಁࢆᆅᇦఫẸの⮬由なཧ加࠼ࡺࡉ
ࡾసテࢽ࣑ࣗࢥᆅᇦࠋࡿの࡛あࡶ
おࢃࠕࡣ࡚࠸かࡶの ཧࡀのࠖࡶࡑࡼࠕࠖ
加すࡇࡿの㔜せᛶࡀㄆ࠸࡚ࢀࡽࡵ
ከᵝなఫẸのከࡣ業ྠࠊࡾࡲࡘࠋࡿ
ᵝなཧ加⬟ྍࢆしࡵࡓࡓຠᯝⓗࡗࡔ
ࠖࡶ子ࠕࡿࡅおᆅᇦࠋࡿの࡛あࡓ
ࠊ࠼ࡺࡉのᮍᡂࡑࠊࡶᏑᅾ࠺࠸
ከᵝなཧ加ࢆᘬࡁฟしࢆࡇࡿ࠺ᣦ
しࠋࡓ 
学ᰯのࡿࡅおの中テࢽ࣑ࣗࢥ

᪂学⩦ᣦᑟせ㡿ࠊࡣࡿ࠼⪄ࢆࡅ࡙⨨
の㘽ᴫᛕ࡛あࠕࡿ♫㛤かࡓࢀ教育
ㄢ⛬ࠖࡶ㔜なࡶ࠺ྜࡾの࡛あࠋࡿ 

 
㸰㸬ࠗ 授業ࡄࡽࡺࡀ㸪
ఱࡀ㉳ࡾࡇ㸪ఱࡳ⏕ࡀฟ
かࡿ࠸࡚ࢀࡉ ࢽカ࣮ࠕ̿
༴ᶵࠖのほࠕルࠖࣂ
Ⅼか̿ࡽ （࠘ಟኈㄽᩥ） 

༢ⴭ ᖹᡂ 26 年 3

᭶ 
 

රᗜ教育大学 本研究ࠊࡣ教ᐊㄯヰࢆศᯒすࡇࡿ

ാ㐍ⓗಁᛮ⪃ຊの育ᡂࠊ㏻し࡚ࢆ

ࡓ目ᣦしࢆࡇࡿ᥈ồすࢆㄯヰᵓ㐀ࡃ

授業ࠊࡣのࡓし㢟ࠋࡿの࡛あࡶ

おࠊ࡚࠸教師のពᅗかࡽእࡶࡘࡘࢀ一

ᐃの⛛ᗎࡀᡂ❧し࡚ࡿ࠸≧ែ࡛あࠋࡿ

本研究࡛࠺ࡇࠊࡣしࠕࡓ教師のពᅗか

ࠖࡂࡽࡺࠕ授業のࢆሙ㠃ࠖࡓࢀእࡽ

し࡚つᐃしࠋࡓ一ぢ࠺ࡇࠊしࡓពᅗか

㜼ᐖせᅉ࡛࡚ࡗ教育ࠊࡣ⬺の㐓ࡽ

あࠋࡿ一᪉࠺ࡇࠊしࡶࢆࠖࡂࡽࡺࠕࡓ

ໟࡳ㎸ࡴ安ᐃしࡓᵓ㐀ࠊࡀᛮ⪃ຊの育

ᡂಁ࡚ࡗ㐍ⓗ࠼⪄࠺࠸ࡔ᪉ࡶあ

チンのࣇࣂ・ルࣁ࣑ࠊࡣ本研究ࠋࡿ

の࣮࢟ࢶࢦࣦࡸルࠖᴫᛕࣂࢽカ࣮ࠕ

༴ᶵࠕ ᴫࠖᛕࢆᡭࡀかࠊࡾ授業のࡺࠕ

య㦂のㄽ⌮ࠖのゎ明ࠕࡿࡅおࠖࡂࡽ

おරᗜ┴のබ❧ᑠ学ᰯࠋࡓ目ᣦしࢆ

ᢸࢆᣦᑟⓗなᙺࡿࡅおᆅᇦࠊ࡚࠸

しかࡓࠊᯝ⤖ࡓศᯒしࢆ教ဨの授業࠺

ࠊࡶ࡚࠸おሙ㠃ࡿのあࠖࡂࡽࡺࠕ

ඣ❺のᛮ⪃ࡀάᛶし࡚ࡀࡇࡿ࠸明

ࡀඣ❺⮬㌟ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡗなかࡽ

☜かࠑၥ㢟ព㆑ࢆࠒᣢ࡚ࡗ授業ཧ

加し࡚ࡓ࠸の࡛あࠊࡓࡲࠋࡿ教師ࡇࡀ

ᐃᆺⓗなⓎゝᙧࡓࡁᥦ♧し࡚࡛ࡲࢀ

ᘧࠊࡶ授業ࡣなࠊࡃ᪂ࡓな⛛ᗎࡀⓎ⏕

し࡚ࠋࡓ࠸ 

 

人間－373



ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ
➼ཪࡣⓎ⾲学
➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

    ࠊࡤ࠼㸯年⏕のࡀࡽࡦࠕな学⩦ࠖ

࡛子౪ࡣࡕࡓ教師のពᅗࡣ㐪࠺㌿

ࠊࡣのሙ㠃࡛ࡇࠊ一᪉ࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃࡔࡇ

ධ学ᚋ㸯᭶のඣ❺ࠊࡀ教師のᣦ♧ࢆᚅ

ࡔ友ࠊฟ࡚㯮ᯈの๓␒㡰ࠊࡎࡓ

࠸し࡚ࢆື⾜࠺࠸ࡿ㏙ࢆ࠼⪄ࡕ

のሙ㠃ࠖࡂࡽࡺࠕࡣ教師ࠋࡿの࡛あࡓ

࡛あࠊࡶ࡚ࡗᚋࡘな࠺ࡼࡿࡀなඣ

❺の⾜ືࡸⓎゝಁࢆ㐍し࡚ࠋࡓ࠸教師

 

のពᅗࡽ⮬࠼ࡓࠊࡣᨭྫྷࡿࡼ

しな࠸ሙ㠃おࡶ࡚࠸ാࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࡁ

 ࠋࡿ࠼ゝ
    本研究࡛ࠊࡣᛮ⪃ຊの育ᡂあࡗࡓ

ព㆑しࢆࠖ࠸ࡽࡡࠕ㛗ᮇⓗなᖖࠊ࡚

ᰂ㌾ࡁඣ❺のືࡣᮇⓗ▷ࠊࡘࡘ

ᑐᛂすࡿ教師のാࡁかࡀࡅᚲせ࠸ࡔ

 ࠋࡓしかࡽ明ࢆࡇ࠺

 
㸱㸬ࠕ学ᰯおࡿࡅඣ❺
の᪂ࡓな⾜ືᵝᘧࡣ
の࠺ࡼᡂ❧すࡿか̿
教師のពᅗかࡽእࡓࢀ
ሙ㠃のㄯヰศᯒ㸫ࠖ 

༢ⴭ ᖹᡂ 27 年 11

᭶ 
 

᪥本教育♫学
⦅ࠗ 教育♫学
研究➨ 97 㞟࠘
p.67㹼86 

᪉ࠖの育ᡂ࠼⪄・ぢ᪉ࡿࡼゝⴥࠕ

ື⾜なࡓ᪂ࠕࢆㄯヰのᵓ㐀ࡿ㐍すಁࢆ

ᵝᘧࡳ⏕ࢆฟすࠗඹ₇࠘のሙࠖし࡚

 ࠋ⪄ㄽࡓ࠼ࡽ

本研究࡛ࠊࡣᑠ学ᰯ㸯年⏕のධ学ᚋ

一ࣨ᭶ᚋᐇࡀࡽࡦࠕࡓࢀࡉな学⩦ࠖ

࠸࡚ࡗ⾜ࢆ教ᐊㄯヰのศᯒࡿࡅお

おな学⩦ࠖの授業ࡀࡽࡦࠕのࡇࠋࡿ

なࠖࡀࡽࡦࠕࡓ࠸教師の書ࡣ❺ඣࠊ࡚࠸

のࢆࠖ࠸ࡀࡕࡲࠕᣦしࠊ授業のࡽࡡ

ࡿ࠸࡚ࡗࢃࡔࡇ部ศࡓࢀࡎࡣࡣ࠸

╔目しࠊඣ❺ࡀ᪂ࡓな⾜ືᵝᘧ

のࡑ⛬㐣ࡿฟすࢆ学⩦⾜為ࡿࡼ

౯್࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 

教ᐊㄯヰࢆศᯒし࡚ࡇࠊࡿࡳの教ᐊ

ࢆணእのฟ᮶࡚ࡗ教師ࠊࡣ࡛

すなࠋࡓࢀࡽぢࡀㄯヰᵓ㐀ࡴ㎸ࡳໟࡶ

࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀእࡽ教師のពᅗかࠊࡕࢃ

なሙ㠃おࠊ࡚࠸教師ඣ❺の間のࠕඹ

の࡛ࡓ࠸ᡂ❧し࡚ࡀ㛵ಀࡿ࠼࠸₇ࠖ

あࠋࡿすなࠊࡕࢃඣ❺ࡀࡕࡓ教師のࡲࠕ

ඛࠕࡣのࡓし࠺ࡼᣦしࢆࠖ࠸ࡀࡕ

⏕のᶍೌ࡛ࠖあࠊࡾ教師࠺ࡇࡓࡲࡶし

し࡚ࢆࡅかࡁാࡿ㐍すಁࢆᶍೌࠖࠕࡓ

❺ඣࠊඹ₇ࠖの中࡛ࠕࡓし࠺ࡇࠋࡓ࠸

ฟし࡚ࡾࢆル࣮ルࠖࠕ一ᐃのࡣࡕࡓ

 ࠋࡿの࡛あࡓࡗ࠸

ࠖࡧ㐟ࠕࡀ࣮࢟ࢶࢦࣦࠊࡣࢀࡇ

ࡿࡌ₇ࠊࡓしかࡽの研究࡛明࡚࠸ࡘ

ࡿ㔜な❧ル࣮ルࠖのᡂࠕࡿࡼࡇ

ែ࡛あࠋࡿᅜㄒ教ᐊᙉไ౫ࡽな

❺ඣ教師ࠊࡣのࡶฟすࡳ⏕ࢆᗎ⛛࠸

ࡔࡇࡿࡌ₇ඹࢆの≧ἣࠎのࡑࡀ

 ࠋࡿ࠼ゝ

 

人間－374



ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ
➼ཪࡣⓎ⾲学
➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

᪉ࠖの育ᡂ࠼⪄・ぢ᪉ࡿࡼゝⴥࠕ    

ᑠ中ࠊࡣㄯヰᵓ㐀のᙧᡂࡿ㐍すಁࢆ 9

年間ࢇࢁࡕࡶࡣ高➼学ᰯおࡶ࡚࠸ᚲ

せ࡛あࡽࡉࠊࡇࡿなࡿの㞟

ㄯヰのศᯒࢆ㏻し࡚明ࡽかすࡁㄢ

㢟࡚࠸ࡘᣦしࠋࡓ 

 

㸲㸬 ࠕ᪂学⩦ᣦᑟせ㡿

おࠗࡿࡅゝⴥࡿࡼぢ

᪉・⪃࠼᪉࠘の୕ഃ㠃-

ᑠ中㸷年間ࢆぢ㏻す学

⩦ᣦᑟの᪉ྥᛶ-ࠖ 

ඹⴭ  ᖹᡂ 29年 9

᭶ 

ࠗዉⰋ学ᅬ大学

紀せ࠘ 

p.㸯㹼p.13 

 ᖹᡂ 29 年ฟࡓࢀࡉ学⩦ᣦᑟせ㡿

の㘽ᴫᛕ࡛あࠕࡿゝⴥࡿࡼぢ᪉・⪃

の育ᡂのࡑࡧࡼᵓᡂお᪉ࠖのせ⣲࠼

➽㐨࡚࠸ࡘ㏙ࡓㄽᩥࠋ 

 13 㡫ϭ章ᵓᡂ(ϫ㺂Ϭ㺂ϭ章ࢆศᢸᇳ

➹) 

ඹⴭ⪅㸸ఀ㷂一夫・岡本恵太 

 本研究࡛ࠕࡣゝⴥࡿࡼぢ᪉・⪃࠼

᪉ࠖࡘ୕ࢆのഃ㠃ศ㢮し࡚ࠋࡿ࠸す

なࠑࡕࢃゝⴥయࠒの㛵ಀ╔目す

ࠒ⏺ୡゝⴥࠑࠊㄒ⏝ㄽⓗഃ㠃ࠖࠕࡿ

の㛵ಀ╔目すࠕࡿពㄽⓗഃ㠃ࠖࠊ

おࠑࡧࡼゝⴥゝⴥࠒの㛵ಀ╔目す

ࡓし࠺ࡇࠋࡿ㎡ㄽⓗഃ㠃࡛ࠖあ⤫ࠕࡿ

୕ഃ㠃ᇶ࡙࡚࠸᪂学⩦ᣦᑟせ㡿のᣦ

ᑟ㡯ᩚࢆ⌮しࠊᑠ中 9 年間ࢆ㈏ࡃ⣔

⤫ᛶࢆ明ࡽかしࠋࡓ 

᪉ࠖの࠼⪄・ぢ᪉ࡿࡼゝⴥࠕࡓࡲ 

育ᡂᙜࡣ࡚ࡗࡓゝⴥのࠑຠᯝ・㐺ษ

中ᚰࢆㄒ⏝ㄽⓗഃ㠃ࠖࠕࡿࢃ㛵ࠒࡉ

ࡇࡿ㔜せ࡛あࡀࡇࡿࡅ࡙⨨

ᐹ⪄ࡶࢆ㊶ᑠ学ᰯ࡛のᐇࠊ࡚࠸ࡘ

し࡚ࠋࡿ࠸ 

ศのࠗᥦ⮬ࠕࠊ(⏕㸲年)ࠖࡊࢃࡇࠕ

ゝ࠘࠼⪄ࢆなࡽࡀㄞࠖ࠺ࡶ (㸴年⏕)➼

のᐇ㊶ࠊࡶࢆලయⓗなࡵࠕあ

ࡸሙ㠃ࠖࠕࠊࡀពᅗࠖのタᐃࠕࡸ࡚ࠖ

ゝࠕࠊࡵᙉࢆㄒ⏝ㄽⓗഃ㠃ࠖのㄆ㆑ࠕ

ⴥࡿࡼぢ᪉・⪃࠼᪉ࠖのά⏝ಁࢆす

 ࠋࡓしかࡽ明ࢆࡇ

 

人間－375



ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ
➼ཪࡣⓎ⾲学
➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸳.ࠕᑠ学ᰯᅜㄒ⛉おࡿࡅ

⪄ᛮࡓά⏝しࢆゝㄒࠖࡊࢃࠕ

ຊの育ᡂ̿ㄯヰศᯒかࡽの

ロ࣮チ࣮ࣉ  ࠖ

༢ⴭ ᖹᡂ 31 年 3

᭶ 10 ᪥ 

ࠗዉⰋ学ᅬ大学

紀せ࠘➨ 10 㞟 

p.39㹼p.48 

本研究ࡊࢃࠕࡣゝㄒࠖのほⅬかࠊࡽ

ᛮ⪃ຊ育ᡂの㐨➽ࢆ明ࡽかし࠺ࡼ

すࡶࡿの࡛あࠋࡿ 

のලࡕࡓࡶ子ࠊࡣゝㄒࠖࡊࢃࠕ

యⓗなゝⴥし࡚⾲ࠊࡓࢀᛮ⪃ຊࠕࡸゝ

ⴥࡿࡼぢ᪉・⪃࠼᪉࡛あࠋࡿ 

し࡚ࠊ≀ㄒ࠺ࡺࠕすࡆ村のᑠ

ୖࡾྲྀࢆな᪑㤋（東書㸱年）の授業ࡉ

ぢฟしඛࠕࠊࡾࡼㄯヰのศᯒࠋࡓࡆ

⾜ᆺⓎゝࠖ࠺࠸特ᚩⓗなⓎゝᙧᘧࢆ

ᢳฟすࡇࠊࡶࡿのᙧᘧࡀឤの

ᥦ♧ࠊၥ㢟のᥦ♧ࠊၥ㢟のゎỴࠊ教師

ゝㄒࠖࡊࢃࠕࡘᣢࢆ⬟ᶵ࠺࠸のᥦ

࡛あࢆࡇࡿ♧しࠋࡓ 

本研究࡛ࡊࢃࠕࡣゝㄒࠖࢆά⏝しࡓ

ᛮ⪃ຊ育ᡂのẁ㝵ࢆ次の࠼ࡽ࠺ࡼ

ᑟධࢆ一ᐃのヰᆺࡣᮇのẁ㝵࡛ึࠋࡓ

すࠋࡿ中ᮇ࡛ࠊࡣヰᆺࠊࡘࡘ࠸⏝ࢆ目

ⓗᛂࠊ࡚ࡌ授業おࡿࡅⓎゝᙧᘧࢆ

ᵓᡂすࡑࠋࡿし࡚᭱ࠊ⤊ⓗࢃࠕࡣ

ẁ㝵࠺య⣔ⓗࠊព㆑しࢆゝㄒࠖࡊ

 ࠋࡿの࡛あࡿ⮳

 
     （のࡑ）

㸯.ᖹᡂ 22 年度 ୕田

ᕷ❧ᚿᡭ原ᑠ学ᰯ研究

紀せ 

ඹⴭ ᖹᡂ 23 年 2

᭶ 

୕ 田 ᕷ ❧ ᚿ ᡭ 原
ᑠ学ᰯ 

 76 㡫 

学ᰯ࡛ྲྀࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾ㣗育のྲྀࡾ⤌
ඣ❺の⾲⌧ຊ・Ⓨ㐍ຊࠊかし࡚⏕ࢆࡳ
ࡵࡲࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡿす࠺ࡼࡵ高ࢆ
B5ࠋࡓ ุ 
本人ᢸᙜศ 10p 
ศᢸࠕ㣗育ࢆ㏻し࡚⾲⌧ຊࢆ育࡚ࠖࡿ
（p.3㹼p.12） 
ෆᐜ㸸㣗育࡛ྲྀࡴ⤌ࡾ᱂ᇵ・ㄪ⌮な
のయ㦂ࡤࡇࠕࢆࠖすࠊ࡛ࡇࡿඣ
❺のࠕၥࡾࡼࡣࠖ࠸明☜なࠊࡾㄪ
άᛶすࡶάືࡿすࡾࡓし⌧⾲ࡾࡓ
ࠊࡣࡵࡓࡿࡵ高ࢆຊ⌧⾲ࡽࡉࠋࡿ
ᆅᇦの᪉ࡸࠎಖㆤ⪅ࡿࡼホ౯ࡀ᭷ຠ
࡛あࠋࡿ学ᰯࢆあࠊ࡚ࡆඣ❺ࡀ⾲⌧す
࠸ࡘࡉの大ษࡇࡿࡅ࡙⨨ࢆሙࡿ
࡚⪃ᐹしࠋࡓ 
 ලయⓗなྲྀࡳ⤌ࡾし࡚ࠊࡣ 6 年⏕
のࢀࡇࠕかࡽの㣗⏕άࣜࢼࢩࢆオ࡛ᥦ
しࡀࠖ࠺ࡼあࠊࡣࢀࡇࠋࡿ⮬ศࡕࡓ
の目ᣦす㣗⏕άࡀᐇ⌧ࡽࡃࠕࡓࢀࡉしࠖ
ࡣ❺ඣࠋࡿάື࡛あࡃオ࡛ᥥࣜࢼࢩࢆ
ンスࣛࣂ栄㣴ࠕ かすࠖな⏕ࢆ⤫ఏࠕࠖ
のテ࣮マᇶ࡙ࣜࢼࢩࠊ࡚࠸オࢆ書ࠊࡁ
࠸ホ౯しྜࣜࢼࢩࠋࡓࡗオࢆ書ࡃ 
ࢆሗࡿ㛵す㣗⏕άࠊࡣ࡚ࡗࡓあ
ㄪᩚࠊ⌮すࡿᚲせࡶあࡇࠋࡿのᐇ㊶
࠸正しࡿ㛵す㣗ࠊࡣ❺㏻し࡚ඣࢆ
ሗのồࡵ᪉・⏕かし᪉ࢆ学ࡇࡪの㔜
せᛶࢆᙉㄪし࡚ࠋࡿ࠸ 
 

人間－376



ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ
➼ཪࡣⓎ⾲学
➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸰. 子ࡶのᚰのືࡁ

 ࡛ࡇ࠺ࡑࡾࡼ

༢ⴭ ᖹᡂ 25 年 7

᭶ 

୕田ᕷ広ሗࠗ ఙࡧ
 田࠘୕ࡃࡺ

No.147 

ᚿᡭ原ᑠ学ᰯおࠕࡿࡅ人ᶒの木ࠖ
のᐇ㊶ࢆ⤂介ࠋ子ࡕࡓࡶの᪥ࠎのࡘ
人ᶒのࠕࡁࡪ学ࡶ大人ࠊࡽかࡁࡸࡪ
ⱆࠖࢆ᥈ࡇࡿの㔜せᛶࢆᣦし࡚࠸
➹ᇳ）ࠋࡿ 2 ࢪ࣮࣌⥲ࠊࢪ࣮࣌ 14 ࣮࣌
 （ࢪ

 
㸱. ᖹᡂ 26 年度 ୕田
ᕷ❧ᚿᡭ原ᑠ学ᰯ研究
紀せ 

ඹⴭ ᖹᡂ 26 年 11

᭶ 

୕ 田 ᕷ ❧ ᚿ ᡭ 原
ᑠ学ᰯ 

 72 㡫 

⤌ࡾのྲྀ࡚࠸ࡘṑの健ᗣ教育ࠖࠕ
 ࠋ研究子ࡓࡵࡲࢆࡳ

B5 ุ 
本人ᢸᙜศ 6p 
ศᢸ㸸ࠕ授業సࡾのᇶ本ⓗな⪃࠼᪉➽
㐨 （ࠖp.5㹼p.10） 
ෆᐜ㸸ṑの健ᗣ教育お࣊ࠕࡿࡅルス
ࣜテ࣮ࣛࠖࢩのᴫᛕ࡚࠸ࡘㄽ㏙すࡿ
学⩦のあࡿࡵ高ࢆの㈨㉁ࡇࠊࡶ
 ࠋࡓᥦしࢆ᪉ࡾ

健ᗣ教育おࠊࡣ࡚࠸༢知㆑ࢆ学
ࡀなࡘື⾜ලయⓗなࠊࡃな࡛ࡅࡔࡪ
⾜知㆑ࠊࡸࡇࡿ㔜せ࡛あࡀࡧ学ࡿ
ルス࣊ࠕࢆ㈨㉁・⬟ຊࡿࡅࡘࡧ⤖ࢆື
ࣜテ࣮ࣛࠖࢩし࡚ࡇࡿ࠼ࡽの᭷
ຠᛶࢆᣦし࡚࣊ࠕࠋࡿ࠸ルスࣜテࣛࢩ
࣮ࠖの育ᡂあࠊࡣ࡚ࡗࡓゝㄒάືの
ᑟධࡀຠᯝⓗ࡛あࠊࢆࡇࡿ㸰年⏕の
ព㆑↓ࡤ༙ࡀ⥆⥅᪥記ࠖのࡁ☻ṑࠕ
な౯ࡓの᪂ࡁ☻のṑࠎ᪥ࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜
夫なṑࡶࡽかࢀࡇࠕࠊࡁのẼ್࡙
ಖ㞀ࢆࡾࡲពḧの高࠺࠸ࠖ࠸ࡓ࠸࡛
す᳨ࢆࡇࡿドし࡚ࠋࡿ࠸ 
 

㸲. ᖹᡂ 26 年度୕田ᕷ
教育研究ࢢル࣮ࣉ  ᐇ
㊶㞟 

ඹⴭ ᖹᡂ 27 年 3

᭶ 

୕ 田 ᕷ 教 育 研 究
ࢢ ル ࣮ ࣉ ᅜ ㄒ 部
（୕田ᕷ教育ጤ
ဨጤკ） 
 48 㡫 

ᛮ⪃ຊࢆ高ࡿࡵ授業ࢆᕷෆのⱝ
 ࠋࡓᥦし࡚ࡅྥ教ဨ࠸
A4 ุ 
本人ᢸᙜศ 8p 
ศᢸ㸸ࠕᛮ⪃ຊࢆ育࡚ࡿ➽㐨（ࠖpp.3-10） 
ෆᐜ㸸PDCA ពࡀ㌟⮬ࡶ子ࢆルࢡࢧ
㆑すࠕࡀࡇࡿᢈุⓗᛮ⪃ࠖࠕࡸㄽ⌮
ⓗᛮ⪃ࠖࢆ育࡚ࡵࡓࡿ᭷ຠ࡛あࡇࡿ
 ࠋࡓㄽ㏙しࢆ
 本研究ࢢル࣮ࠊࡣ࡛ࣉゝㄒάືࢆ目
ⓗ࡚ࡅྥᑟࡵࡓࡃの㈨㉁・⬟ຊࠕࢆᛮ
⪃ຊࠖし࡚ࡇࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽのᛮ⪃
ຊࢆ育࡚ࠊࡣࡵࡓࡿάືࢆおし࡚
ᖖࠕ目ⓗ㐺し࡚ࡿ࠸か・࠸ࡗࡶ
か࠸なࡣ᪉ࡾࡸ࠸ ࠋࡿあࡀᚲせ࠺ၥࠖࢆ
ホ┦ࡸルのྍど࣮ࢦࠊࡵࡓのࡑ
౯のᐇࡀᚲせ࡛あࠊࡓࡲࠋࡿ༢元ࢆ
年間ィ⏬⨨࡙ࠕࠊࡅぢ㏻し・ぢྲྀ
ࡇࡃ࠸㏉し࡚ࡾ⧞ࢆࡇぢ┤すࠖ・ࡾ
目ࠕࡀの➽㐨࠼⪄ࠋࡿな大ษࡀ
ぢࡿ࠼ᙧなࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࠖࡿのᕤ夫
のලయⓗなάືのసな᧯ࢻカ࣮ࠊࡸ
ᑟධࠕࠊࡾࡼぢ㏻し・ぢྲྀࡾ・ぢ┤すࠖ
学⩦ࡀල⌧すࢆࡇࡿᙉㄪしࠋࡓ 
 

人間－377



ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ
➼ཪࡣⓎ⾲学
➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

㸳. ୕田ᕷ教育研究ࢢ
ル࣮ࣉ研究㞟㘓 

ඹⴭ ᖹᡂ 27 年 3
᭶ 

୕ 田 ᕷ 教 育 研 究
田ᕷ୕）ࣉル࣮ࢢ
教育ጤဨጤკ） 
 256 㡫 

୕田ᕷ教育研究ࢢル࣮ࣉのྛ部の
 ࠋ研究子ࡓࡵࡲࢆࡳ⤌ࡾྲྀ
A4 ุ 
本人ᢸᙜศ㸲p 
ศᢸ㸸ࠕᅜㄒ部のྲྀࡳ⤌ࡾ （ࠖ pp.5-8） 
ෆᐜ㸸本年度のᅜㄒ部おࠕࡿࡅᛮ
⪃ຊࢆ高ࡿࡵ授業࡙ࠖࡾࡃのྲྀࡳ⤌ࡾ
おࡧࡼᡂᯝㄢ㢟ᩚ࡚࠸ࡘ⌮しࠋࡓ 
 本ࢢル࣮࡛ࣉ௨๓か࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡽ
PDCAࠕࡀ㌟⮬ࡶ子ࠊࡿ ࢆルࠖࢡࢧ
ព㆑すࡿ授業のලయࠊ࡚࠸ࡘ༢元
（授業）のࡵࡌࡣしࡗかࡾしࡵࠕࡓ 
あ࡚ࠖࢆぢ㏻しࡵࠕࡽࡉࠊあ࡚ࠖ
ᇶ࡙ࡓ࠸ࡾ㏉ࡇ࠺⾜ࢆࡾの㔜せᛶ
 ࠋࡓゎㄝし࡚࠸ࡘ
 

㸴. ᖹᡂ 27 年度୕田ᕷ
教育研究ࢢル࣮ࣉ  ᐇ
㊶㞟 

ඹⴭ ᖹᡂ 28 年 3
᭶ 

୕ 田 ᕷ 教 育 研 究
ࢢ ル ࣮ ࣉ ᅜ ㄒ 部
（୕田ᕷ教育ጤ
ဨጤკ） 
 54 㡫 

ᅜㄒ⛉の授業࡛ࠊᛮ⪃ຊࢆ高ࡿࡵ➽
㐨࡚࠸ࡘ授業ࢆᕷࡶෆのⱝ
 ࠋ研究子ࡓᥦし࡚ࡅྥ教ဨ࠸
A4 ุ 
本人ᢸᙜศ 10p 
ศᢸ㸸ࠕ授業研究ධ㛛 （ࠖpp.43-52） 
ෆᐜ㸸子ࡶのぢྲྀࡾかࡽ教ᮦゎ㔘の
あࡾ᪉ࠊ授業ᵓ࡛ࡲの➽㐨ࢆⱝ࠸教
ဨ࡚ࡅྥゎㄝしࠋࡓ 
ࡑ࡚࠸⏝ࢆゝⴥࠕࢆゝㄒάືࠊࡎࡲ 
の子の㢪ࡸ࠸ᛮࢆ࠸ᐇ⌧すࡿ㐣⛬ࠖ
し࡚ࠊ࠼ࡽ一人࣮ࢦࡀࡾࡦルࢆල
యⓗࡇࡿ࠼ࡽのᚲせᛶࢆ㏙
ࠊ࡚❧ࢆンࣛࣉࠊࡀࡽ⮬ࡶ子次ࠋࡓ
ᐇ⾜しࠊホ౯しࠊಟ正すࡿ㐣⛬ࡲࡘࠊ
PDCAࠕのࡽ⮬ࡾ ࡿព㆑すࢆルࠖࢡࢧ
のᡭࡵࡓのࡑࠋࡓゎㄝし࡚࠸ࡘࡇ
のࡶศの⮬ࢆ学⩦ෆᐜࠕし࡚࡚❧
すࡿ（⮬ศ）ࠖࠕᛮ⪃ࢆぢࡿ࠼ᙧす
す❧☜ࢆࡳ⤌のࡧ学ࠕࠖ（どྍ）ࡿ
ࠖ（ࡳ⤌）ࡿ ࡶࢆලయⓗなࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽ
 

㸵. ᖹᡂ 28 度୕田ᕷ教
育研究ࢢル࣮ࣉ  ᐇ㊶
㞟 

ඹⴭ ᖹᡂ 29 年 3
᭶ 

୕ 田 ᕷ 教 育 研 究
ࢢ ル ࣮ ࣉ ᅜ ㄒ 部
（୕田ᕷ教育ጤ
ဨጤკ） 
 48 㡫 

ⱝ࠸教師ࠊ࡚ࡅྥᛮ⪃ຊࢆ育࡚ࡿ
ᅜㄒか授業のලయⓗな➽㐨ࢆᥦしࡓ
㞟 
A4 ุ 
本人ᢸᙜศ 8p 
ศ ᢸ 㸸ࠕ ᛮ ⪃ ຊ ࢆ 育 ࡚ ࡿ ࡓ ࡵ  ࠖ
（pp35-42） 
ෆᐜ㸸ࢥンࣆテン࣮࣋ࢩスの⪃࠼᪉
ࢆのᅜㄒ授業ࡽかࢀࡇࠊࡓ࠸࡙ࡶ
ᥦしࠋࡓᛮ⪃ຊの育ᡂあࠊࡣ࡚ࡗࡓ
学⩦⪅⮬࠸ࡓࡅࡘࠕࡀࡽຊࠖࢆព㆑す
άືのࠕࡣࡵࡓのࡑࠋࡿあࡀᚲせࡿ
άືのࠕࠖ（か࠸ࡓᐇ⌧しࡀఱ）ル࣮ࢦ
ព（ఱ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀなࡿか）ࠖࠕά
ືの᪉ἲ（の࠺ࡼす࠸ࡼࡤࢀか）ࠖ
ࡅかࡁാࡿす☜明࡚ࡗ⪅⩦学ࢆ
のලయⓗなᡭࡵࡓのࡑࠋࡿᚲせ࡛あࡀ
かす⏕ࢆのホ౯ࡽ⪅かࠊし࡚࡚❧
ࡘ目のࠕࡽの学⩦か࡛ࡲࢀࡇࠊࡸࡇ
ࡿά⏝すࠊฟしࡾྲྀࢆ᪉ࠖࡾࡸ・ᡤࡅ
⛬ᛮ⪃の㐣ࡓࡲࠋࡿ᭷ຠ࡛あࡀࡇ
㏻し࡚目ࢆなࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࠊ࡚࠸ࡘ
 ࠋࡿᚲせ࡛あࡶࡇࡿすᙧࡿ࠼ぢ
 ௨ୖのほⅬかࢢࡽル࣮ࣉဨのᐇ㊶の
ព࡙ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡅ 
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ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ඹ
ⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ
➼ཪࡣⓎ⾲学
➼のྡ⛠ 

ᴫ      せ 

 ࠖ➼⾲学Ⓨࠕ
㸯㸬教育ᐇ㊶の記㏙⾲
教師の⮬ᕫㄆ㆑ࡓࢀ
 ࡚࠸ࡘ

 

̿ 

 

ᖹᡂ 24 年 11

᭶ 

 
᪥ 本 教 育 ᚰ ⌮ 学
➨ 54 ᅇ⥲࣏
ス࣮ࢱⓎ⾲ 

 

ඹྠ研究⪅㸸ᐑ元博章・岡本恵太・⸨

原由香㔛 

ⱝ࠸教師ྥࡅの教育書の記㏙ࢀࡲྵ

教師ࠊ࠸⾜ࢆ授業ሙ㠃のㄯヰศᯒࡿ

ඣ❺の㛵ಀᛶおࡧࡼ教師の⮬ᕫゎࡀ

記㏙ࢆࡇࡿࢀࡲྵ明ࡽかしࠋࡓ 
 

㸰㸬 അⓎⓗ・༶⯆ⓗ⏕
㉳すࡿ学ࡧの᥈究一明
᪥の  教育࣒࣮࢛ࣇࣃࢆ
すࡿᐇ㦂ⓗⓎ⾲一  
 
 
 

 

̿ ᖹᡂ 26 年 11
᭶ 

᪥本教育ᚰ⌮学
➨ 56 ᅇ⥲⮬
⏬ࢩンࢪ࣏
 ࣒࢘

ඹྠ研究⪅㸸⸨原由香㔛・井裕之・
ᐑ元博章・୕野ᐑ子・㛗㇂ᕝ和௦・ 岡
本恵太・大島⚽子 
ෆᐜ㸸ࡵࡌࡣかࡽ教育ෆᐜࢆᅛᐃし

࡚し࠺ࡲの࡛ࡣなࠊࡃ༶⯆ⓗᑐヰⓗ
ᒎ㛤すࡿ授業のྍ⬟ᛶ࡚࠸ࡘ研究Ⓨ
⾲し࣓ࣜࠋࡓカのᚰ⌮学⪅ルス・
お教育ࠊࡶࢆマンの研究ࢶル࣍
かすか⏕࠺ࢆ⏕⯆༶ࡸഅⓎᛶࡿࡅ
ᅜㄒ教育ࠊᚰ⌮学ࠊⱥㄒ教育ࠊ࡚࠸ࡘ
の❧ሙか᳨ࡽウしࠋࡓ 

ᅜㄒ教育のどⅬかࡽ༶⯆ⓗᑐヰⓗ
ᒎ㛤すࡿ授業のྍ⬟ᛶ㛵すࡿᥦⓎ
な学ࡀࡽࡦࠕ㸯年⏕のࠋࡓᢸᙜしࢆ⾲
ࡓࢀእࡽ教師のពᅗかࠊ࡚࠸おࠖ⩦
ሙ㠃࡛ࠊඣ❺の᪂ࡓな⾜ືᵝᘧࡌ⏕ࡀ
࡚࠸ࡘル࣮ルの⏕ᡂࠖࠕࠊࡽかࡓ
㏙ࠋࡓ㸯年⏕のඣ❺ࠊࡣ学ᰯおࡅ
教ࠊ࡚ࡗࡓあࡿᚓす⋓ࢆᵝᘧື⾜ࡿ
師のᶍೌࢆ✚ᴟⓗ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜
しࡓᶍೌᑐし࡚教師ࡀ ࡿඹ₇ࠖすࠕࠖ
ࡉฟࡁᘬࡀඣ❺の㐀ᛶ࡚ࡗࡼࡇ
 ࠋࡓᥦしࢆࡇࡿࢀ

 

人間－379



教  育  研  究  業  績  書 

令和 㸰年 㸱᭶ 㸱㸯᪥ 

Ặྡ 荻布 優子 

研 究 ศ 野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

Ⓨ㐩㞀ᐖࠊ㞀ᐖඣᚰ⌮学 
Ⓨ㐩ᛶㄞࡳ書ࡁ㞀ᐖの⫼ᬒせᅉ・ᣦᑟࠊㄞࡳ書ࡁ⬟ຊㄒᙡࡸ学ຊの㛵ಀࠊ 

♫ᛶおࡧࡼゝㄒⓎ㐩の㛵ಀ 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯

㡯 年᭶᪥ ᴫ せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 

・⿕ᨭ⪅の❧ሙ₇ࡘࡓ⩦ᙧᘧの授業ᐇ

㊶

ᖹᡂ 31年 4᭶ࠥ令

和 1年 8᭶ 
・ᐑᇛ教育大学教育学部の㠀ᖖ講師し࡚ᢸᙜしࡓᑠ

ඣಖ健おࠊ࡚࠸ಖ育ኈࡸᗂ⛶ᅬ教ㅍࢆ目ᣦす学⏕

ᑐし࡚ᚰ⌮᳨ᰝࡿࡅཷࢆ❧ሙࢆ⤒㦂ࡏࡉಖㆤ⪅ࡸᗂ

ඣの❧ሙ࡚࠸ࡘලయⓗീࡵࡓࡿࡏࡉの₇⩦ᙧ

ᘧの授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

・ྎ་健・ࡶࡇ㸤スࢶ࣮࣏ᑓ㛛学ᰯࡶࡇのಖ育学

⛉の㠀ᖖ講師し࡚ᢸᙜしࡓ教育ㄢ⛬ㄽおࠊ࡚࠸

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯ ᖹᡂ 30年 5᭶ ・東大学教育ࢭࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿンࢥ࣮ࢱンࢧルテ࣮ࣙࢩ

ン業おࡿࡅ学⩦㞀ᐖඣᨭ業おࠊ࡚࠸Ⓨ㐩㞀

ᐖඣ知⬟᳨ᰝ（WISC-4）ࢆᐇすࡿ大学㝔⏕ᑐしࠊ

᳨ᰝሙ㠃ྠᖍし᳨ᰝのᐇ᪉ἲのᣦᑟ₇⩦ࡗ⾜ࢆ

ࠋྠࡓ ᳨ᰝሙ㠃࡛の⾜ືほᐹのどⅬࡶ࡚࠸ࡘᣦ

ᑟしࠋࡓලయⓗなᣦᑟ満㊊度ࡀ高かࠋࡓࡗ

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記

特記㡯なし 

㸳 ࡑの 

・ྎ་健・スࢶ࣮࣏㸤ࡶࡇᑓ㛛学ᰯ

おࡿࡅ教育ᐇ績

ᖹᡂ 31年 4᭶ࠥ

令和 1年 8᭶ 

・教育ㄢ⛬ㄽࢆ㠀ᖖ講師し࡚ᢸᙜࠋ

⛉ಖ育学ࡶࡇ 1年次ࢆᑐ㇟ࠊᗂඣ教育の教育ㄢ⛬

の講࡚࠸ࡘ㞀ᐖඣのಖ育ࠊࢺス࣓ンࢭのࡶ子ࡸ

ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏

・東ᩥ学ᅬ大学おࡿࡅ教育ᐇ績 ᖹᡂ 31年 4᭶ࠥ

令和 1年 8᭶ 

・⚄⤒ᚰ⌮学ࢆ㠀ᖖ講師し࡚ᢸᙜ（オࣂࢽ࣒ス）ࠋ

་⒪⚟♴学部ಖ健⚟♴学⛉ 3年次ࢆᑐ㇟ࠊⓎ㐩㞀ᐖ

ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講࡚࠸ࡘᚰ⌮学のᴫㄽ⤒⚄ࡿࢃ㛵

・ᐑᇛ教育大学おࡿࡅ教育ᐇ績 ᖹᡂ 31年 4᭶ࠥ

令和 1年 8᭶ 

・㞀ᐖඣಖ育ࢆ㠀ᖖ講師し࡚ᢸᙜ（オࣂࢽ࣒ス）ࠋ

教育学部ึ➼教育教ဨ㣴ᡂㄢ⛬ᗂඣ教育࣮ࢥス2年次

ࠊྛ㇟ᑐࢆ ✀㞀ᐖ࡚࠸ࡘのᴫㄝおࡑࡧࡼのಖ育

ࠋࡓしࢆ⩏講࡚࠸ࡘ

・ᑠඣಖ健ࢆ㠀ᖖ講師し࡚ᢸᙜ（オࣂࢽ࣒ス）ࠋ

教育学部ึ➼教育教ဨ㣴ᡂㄢ⛬ᗂඣ教育࣮ࢥス2年次

ࠊྛ㇟ᑐࢆ ⮬治య࡛ᐇࡿࢀࡉஙᗂඣ᳨デࡸ⢭ᐦ᳨

デ࡛⾜ࡿࢀࢃᚰ⌮᳨ᰝ࡚࠸ࡘの講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯

㡯 年᭶᪥ ᴫ せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ 

博ኈ（教育学） 令和 2年 3᭶ 東大学 教博➨ 212ྕ 

㢟目㸸ඣ❺ᮇおࡿࡅ₎Ꮠ書Ꮠ正☜ᛶ㛵すࡿ⚄⤒ᚰ⌮

学ⓗ᳨ウ̿学ຊࡸどぬሗฎ⌮⬟ຊの㛵ಀᛶのほ

Ⅼか̿ࡽ 

教ဨචチ ᖹᡂ 24年 3᭶ 
ᖹᡂ 24年 3᭶ 
ᖹᡂ 24年 3᭶

 

ᑠ学ᰯ教ㅍ一✀චチ≧（ᖹ୕ᑠ一➨༑ᅄྕ） 

ᗂ⛶ᅬ教ㅍ一✀චチ≧（ᖹ୕ᗂ一➨භྕ） 

特ูᨭ学ᰯ教ㅍ一✀චチ≧（ᖹ୕特ᨭ一➨භྕ） 

人間－380



බㄆᚰ⌮師 ᖹᡂ 31年 2᭶ ➨ 19263ྕ 

㸰 特チ➼ 

特記㡯なし 

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記 

㡯 

・ᶓᕷ西部ᆅᇦ⒪育ࢭン࣮ࢱお࡚࠸ ᖹᡂ 26年 4᭶ࠥ

ᖹᡂ 31年 3᭶ 

ᖹᡂ 27年 9᭶ 

ᖹᡂ 27年 12᭶㸪

ᖹᡂ 28年 3᭶㸪

ᖹᡂ 28年 10᭶㸪

ᖹᡂ 29年 6᭶㸪

ᖹᡂ 30年 9᭶ 

ᖹᡂ 28年 7᭶(2

ᅇ)㸪ᖹᡂ 29年 5

᭶(2ᅇ)㸬 

ᖹᡂ 28年 6᭶ 

ᖹᡂ 27年 11᭶ 

・ᚰ⌮ኈし࡚ᗂඣཬࡧ学㱋ඣのᚰ⌮ホ౯お࣮ࣇࡧࡼ

年間ࢆࢡࢵࣂࢻ 200௳⛬度⾜ࠊྠ࠸ ಖㆤ⪅ᑐし

࡚ᚰ⌮教育ᚑࠋᗂ⛶ᅬࠊಖ育ᅬࠊᑠ学ᰯのࢥン

ࠋࡓᐇしࢆンࣙࢩルテ࣮ࢧ

・ಖㆤ⪅ྥࡅ講ᗙ講師ࠋ

࠺కࢆの⌮ᆺの知ⓗ㞀ᐖなࡦࡲᛶ⬻ࡸン࢘ࢲ

ඣのಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟ࠊ㞀ᐖ✀ูのᚰ⌮Ⓨ㐩の特ᚩᚰ

⌮ホ౯࡚࠸ࡘ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

Ⓨ㐩㞀ᐖඣのಖㆤ⪅ྥࠊࡅᗂඣᮇのⓎ㐩ẁ㝵おࡧࡼ

⮬㛢ス࣒ࣛࢺࢡ࣌ࡸὀពḞዴከືのㄆ知特ᛶࢆ

テ࣮マしࡓ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

知ⓗ㞀ᐖඣのಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟ࠊ知ⓗⓎ㐩ᚰ⌮᳨ᰝ

（ᚰ⌮ᰝᐃ᪉ἲ）の࡚࠸ࡘ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

・ᚰ⌮ኈᑐ㇟講ᗙ講師

ᗂඣᮇのㄆ知Ⓨ㐩・ᚰ⌮ホ౯᪉ἲ（田中࣮ࢿࣅ知⬟᳨

ᰝཬࡧ᪂∧ KᘧⓎ㐩᳨ᰝ ࡗ⾜ࢆ⩏講࡚࠸ࡘ（2001

ࠋࡓ

᪂∧ KᘧⓎ㐩᳨ᰝ 2001のṔ史・᳨ᰝのᵓᡂᐇ᪉

ἲࠊホ౯ࡿࢀࡉ⬟ຊ・㏆年の研究ືྥ࡚࠸ࡘの講⩏

ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

㸲 ࡑの 

➨ 46ᅇࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥン㞀ᐖ学学⾡講

₇‽ഛጤဨ 

ᖹᡂ 31年 2᭶ࠥ

⌧ᅾࡿ⮳ 

・令和 2年 5᭶ 30-31᪥㛤ദ（東大学）ணᐃの➨

46ᅇࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥン㞀ᐖ学学⾡講₇の‽ഛ

ጤဨࠋࡿࡵົࢆ

研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶     

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ せ 

（ⴭ書） 

1㸬CEAKS研究ྀ書ࠕ㡪す

⪅ճ♫ⓗᙅࠖࢪࡿ

の┿のඹ⏕ࢆ目ᣦし࡚࣮

་⒪・⚟♴・教育の㐃ᦠ

ᥦゝ࣮ 

ඹ ᖹᡂ 25年 3᭶ ᐩ山大学ࠗ東ࢪ

ඹ⏕ࠖ学ᡂの学㝿ࠕ

ⓗ⼥ྜ研究࠘ 

㈨ᩱ⦅ࠕ࡚ㄗಙᛕㄢ㢟の㏻㐣㛵す

研ࡿ㛵すの㡿ᇦࡑࡧࡼゝㄒᶵ⬟おࡿ

究ࠖࢆᇳ➹ࠋ⮬㛢ス࣒ࣛࢺࢡ࣌（ASD）

の㞀ᐖ特ᛶかࡽ㏻㐣ࡀ㐜࡚ࢀࡉࡿࢀ

ᢡࡣᚰの⌮ㄽㄢ㢟（TOM）ࡿ࠸ ASDの

࡚ࢀࡽ࠸⏝し࡚ࡘの一ࢺス࣓ンࢭ

ࢆの㛵ಀ⬟ゝㄒᶵTOM㏻㐣ࠊࡀࡿ࠸

᳨ウし TOM㏻㐣ࡣ⤫ㄒᶵ⬟の⋓ᚓࡣ

ඹ㏻のせᅉࡀᏑᅾすࢆࡇࡿ♧၀しࠋࡓ

ⴭ⪅㸸荻布優子ࠊᕝ㷂聡大

（学⾡ㄽᩥ） 

1㸬学⩦฿㐩度ᙳ㡪ࢆཬࡰす学⩦

ࢲࣔࣜ テ࣮ ゝࡸ ㄒ࣓ࢻ ンの᳨

ウ㸸学ຊࢆ目ⓗኚᩘ ࣔ⩦し学 ࢲ

テ࣮ࣜ ㄝ明ኚᩘࢆ し࡚ ࡓࡗ⾜

㔜ᅇᖐศᯒの⤖ᯝかࡽ 

ඹ ᖹᡂ24年5᭶ ࡲࡸⓎ㐩⚟♴学年ሗ㸱㸪

p21-24 

ᑠ学⏕243 ᑐし࡚学ຊࠊ㇟ᑐྡࢆ 書Ꮠຊ・ㄒᙡ

ຊ・どຊ・ὀព・㠀ゝ ㄒᛶ知⬟ࡀཬࡰすᙳ㡪ࡘ

࠸࡚ ウ᳨しࠋࡓⓎ㐩㞀ᐖのࡕ࠺特LDඣከ࠸書ࡃ

のⱞᡭࡇࡿすࡁし書ࢆ㯮ᯈࠊࡸࡉのⱞᡭࡇ

ࢀࡉ♧ࡀࡇ࠸高ࡀ༴㝤ᛶࡿࡏࡉపୗࢆ学ຊࡀࡉ

 ࠋࡓ

ⴭ⪅㸸ᕝᓮ聡大ࠊ奥村智人ࠊ荻布優子㸪村満 

人間－381



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

2.ὶᬸᛶのྥୖࢆ目ᣦし

Ⓨ㐩ᛶࡓ dyslexiaඣ一

のࡀࡽࡦな書Ꮠᣦᑟ⤒㐣

（ᰝㄞあࡾ） 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 24年 11᭶ 

 

 

 

 

 

 

ゝㄒ⫈ぬ研究㸷（㸱）㸪

p150-158 

 

 

 

 

 

ẚし࡚ὶᬸᛶな書Ꮠの正☜ᛶࡀࡽࡦ

のపୗࢆ࿊しࡓ LDඣᑐしࠊㄆ知⚄⤒

ᚰ⌮学ホ౯ࠊ࠸⾜ࢆ書Ꮠᅔ㞴の⫼ᬒࢆ⪃

៖しࡓ書Ꮠᣦᑟࢆᐇしࡑࠋࡓの⤖ᯝࠊ

 ࠋࡓᨵ善しࡣな書Ꮠのὶᬸᛶࡀࡽࡦ

ⴭ⪅㸸Ỉ野ዉ⥴美ࠊᕝᓮ聡大ࠊᚋ⸨ከྍ

ᚿࠊ荻布優子ࠊ 

     3.学㱋ᮇおࡿࡅ㐲ぢど

ຊのⓎ㐩㐣⛬おࡧࡼㄒ

ᙡຊ・書Ꮠ正☜ᛶの㛵

（ᰝㄞあࡾ） 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 26年 4᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

㞀ᐖ学 31(1)㸪p1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDඣࡀⱞᡭすࠕࡿ㯮ᯈࢆすຊ㸻㐲ぢ

どຊࠖのᐃ㔞ⓗなホ౯᪉ἲࢆ㛤Ⓨしࠊ

ᇶ♏ⓗなࢆࢱ࣮ࢹ㞟しࠋࡓどຊࡣ⤒

年ⓗⓎ㐩すࡀࡇࡿ明ࡽかなࠋࡓࡗ

ࡼどຊのపୗࡣ࡛⏕一⯡ᑠ学ࡓࡲ

㉳ࡁᘬࡀㄒᙡຊのపୗ書Ꮠ正☜ᛶࠊࡾ

య⮬由ඣの⊫ࡸ知ⓗ㞀ᐖඣࠋࡿࢀࡉࡇ

学⩦ሙ㠃おࠊࡶ࡚࠸ᯈ書㔞のㄪᩚࡀᚲ

せ࡛あࡀࡇࡿ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 

ⴭ⪅㸸村満ࠊᕝᓮ聡大ࠊ荻布優子 

 

4. ᇶ♏ⓗ学⩦ス࢟ル学

ຊの㛵㐃̿学ຊᙳ㡪ࢆ

ཬࡰすᅉ子の᳨ウ㸸➨一ሗ

̿（ᰝㄞあࡾ） 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 29年 3᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育ሗ研究 32(3)㸪

p41-46 

 

 

 

 

 

 

 

学⩦㞀ᐖのᨭࢆᵓ⠏すࠊࡵࡓࡿ᪤Ꮡの

ホ౯࣮ࢶルㄞࡳ書ࡁのᅔ㞴ࡉの᳨ฟຊ

ウし᳨ࢆの㛵ಀ学ຊࠊしかࡽ明ࢆ

ࡦࠊࡶࡾࡼᏐの書Ꮠ正☜ᛶのపୗ₍ࠋࡓ

学ຊపୗのࡀな㡢ㄞὶᬸᛶのపୗࡀࡽ

ࣜスࢡᅉ子なࡀࡇࡿ࠺ࡾ明ࡽか

なࠋࡓࡗ 

ⴭ⪅㸸荻布優子ࠊᕝ㷂聡大 

 

5㸬Ⓨ㐩㞀ᐖの⌮ⓗ⫼ᬒ

̿㝈ᒁᛶ学⩦のデ᩿ホ

౯のほⅬか̿ࡽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 30年 9᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዉ Ⰻ 学 ᅬ 大 学 紀 せ

9,p23-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育⏺࡛ᐃ⩏ࡿࢀࡉ LDの大部ศࢆしࡵ

㝈ᒁᛶ学⩦（SLD）の་学ⓗなデ᩿ࡿ

ᇶ‽のኚ㑄ࡑࠊの⏕⌮・⌮ⓗ⫼ᬒ

ᣓ⥲LDࠖࠕࡿࡺࢃ࠸ࠋࡓᴫㄝし࡚࠸ࡘ

ࡀೃࡓ࠸࡚ࢀࡉ DSM-5お࡚࠸ SLD

し࡚ᴫᛕࠋࡓࢀࡉ⌮ᩚࡀSLDの㞀ᐖ⫼ᬒ

㡢㡩ሗฎ⌮・どぬሗฎ⌮・㡢ࡿあ

㡩の⮬ື⬟ຊ本㑥࡛⏝࠸࡚ࢀࡽ࠸

 ࠋࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘのホ౯᪉ἲࢀࡒࢀࡑࡿ

ⴭ⪅㸸荻布優子ࠊᕝᓮ聡大 

 

6. ⮬㛢ス࣒ࣛࢺࢡ࣌㞀

ᐖおࡿࡅឤぬ㐣ᩄの⏕

⌮・⌮学ⓗ⫼ᬒ-⫈ぬ

ሗฎ⌮╔目し࡚- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 30年 9᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዉ Ⰻ 学 ᅬ 大 学 紀 せ

9,p59-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSM-5ᐃ⩏のᨵᐃࡶ⮬㛢スࢺࢡ࣌

ឤぬ㐣ࡓࢀࡉ明記‽のデ᩿ᇶ࣒ࣛ

ᩄࠊ࡚࠸ࡘ特ࡶ᭱㢖度の高࠸⫈ぬ㐣

ᩄࡾࢆあ࣮ࣗࣅ࡚ࣞࡆしࡑࡓࡲࠋࡓの

ᶵᗎࢆ⏕⌮学・⌮学ⓗほⅬか᳨ࡽウࢆ

しࠊࢁࡇࡓೃの⛬度ࡸணᚋࡣ知ⓗ㞀

ᐖの⛬度のᙳ㡪ࢆࡇࡿࡅཷࢆ♧၀し

「ࠊࡃなࡣ一ᵝ࡛ࡣぬ㐣ᩄのᶵᡤ⫈ࠋࡓ

ᩘのせᅉ㉳ᅉしࠊ⎔ቃせᅉࠊࡵࡌࡣࢆ

ከࡃのせᅉࡑࡀのᚋの⤒㐣⤡し࡚

ࢆຠᯝⓗなᑐฎ᪉ἲࡿᑐす㐣ᩄࠋࡿ࠸

᳨ウすࡿ㝿ࡣ⫼ᬒせᅉࢆぢᴟࠊࡵᶵᗎ

 ࠋࡿなᚲせࡀᑐฎࡓࡌᛂ

ⴭ⪅㸸ᕝ㷂聡大ࠊ荻布優子 

 

人間－382



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

7.特₎Ꮠㄞࡳ書ࡁᅔ

㞴ࢆࡉ♧し࣮ࣛࢲ࣮࣎ࡓ

ᑐンの知ⓗⓎ㐩のඣ

すࡿ₎Ꮠㄞࡳᣦᑟ̿₎Ꮠ

の㡢ㄞຊㄒᙡຊの㛵ಀ

 ὀ目し࡚̿

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 30年 12᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東大学大学㝔教育

学 研 究 ⛉ 研 究 年 ሗ

67(1),p135-143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知ⓗⓎ㐩࣮ࣛࢲ࣮࣎ࡀン࡛ㄞࡳ書ࡁ

ᅔ㞴ࢆ࿊しࡓඣᑐし࡚₎Ꮠのㄞࡳᣦ

ᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆㄆ知⚄⤒ᚰ⌮学ⓗࢭス࣓

ンࡶࢆࢺ㝈ᒁᛶ学⩦ࡶඹ㏻す

ࢺス࣓ンࢭ教育ࠊᐃしࢆ㞀ᐖᶵᗎࡿ

⾜ࢆ目ᶆタᐃࡓ㓄៖しㄒᙡຊࡾࡼ

な⬟ྍࡀᏐの㡢ㄞ₍ࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓࡗ

ᑐ㇟ඣࠋࡓしୖྥࡀㄒᙡຊ࡚ࡏࢃྜࠊࡾ

の知ⓗⓎ㐩Ỉ‽ࠊ㞀ᐖᶵᗎᛂࡓࡌᣦ

ᑟ目ᶆのタᐃࠊࡾࡼຠ⋡ⓗᣦᑟຠᯝ

 ࠋࡿࢀࡉ ᥎ࡓࢀࡽᚓࡀ

ⴭ⪅㸸荻布優子ࠊᕝ㷂聡大 

 

8㸬 ⫥య⮬由ඣおࡿࡅ

ᑐ㇟のኚ㑄教育ᑐᛂୖ

のㄢ㢟（㸯）̿⬻ᛶ㯞⑷

ὀ目し࡚̿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 31年 1᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዉⰋ学ᅬ大学ࢪャ࣮

ࢼ ル ࠕ 人 間 教 育 ࠖ

2(1),p11-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学⩦ᣦᑟせ㡿お࡚࠸⫥య⮬由ඣ

の記載のኚ㑄⫥య⮬由の一ᅉな

⑷ᛶ㯞⬻ࠋࡓし⌮ᩚ࡚࠸ࡘ⑷ᛶ㯞⬻ࡿ

の原ᅉし࡚ከࡃᣦࡿࢀࡉ⬻ᐊ࿘㎶

ⓑ㉁㌾ࡵࡌࡣࢆ㸪ㄆ知ୖのၥ㢟ࡀᣦ

࡚ࢀࡉ久しࠋ࠸しかしಶࠎ人の≧ែീ

なࡣ⡆༢࡛ࡣのᢕᥱࢬ࣮ࢽ教育ୖのࡸ

の㞀ࡵࡓ教育のࡓࡌᛂࢬ࣮ࢽಶのࠊࡃ

ቨなࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 

ⴭ⪅㸸松ᓮὈࠊ中島栄之ຓࠊ荻布優子ࠊ

ᕝᓮ聡大 

 

9. Ⓨ㐩ึᮇの㐠ືᶵ⬟の

㞀ᐖࡀㄆ知のⓎ㐩ཬࡰ

すᙳ㡪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

༢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 31年 1᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዉ Ⰻ 学 ᅬ 大 学 紀 せ

10,p49-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⫥య⮬由教育のᑐ㇟なࡿ㞀ᐖཬࡧ

のṔ史ⓗኚ㑄ࢆᴫㄝしࠋࡓ⌧ᅾࠊࡣ

⬻ᛶ㯞⑷ࡣ࡛ࡅࡔなࢪ➽ࡃスࢺロࣇ

ࡸపฟ⏕య㔜ඣࡾࡼ་学の㐍Ṍࡸ࣮

་⒪ⓗࢣඣࡀቑ加しࠊ≧ែ㇟ࡀከᒱ

క㐠ືⓎ㐩ࠊࡣయ⮬由ඣ⊫ࠋࡿࡓࢃ

㞳ࠊࡾࡓࡌ⏕ࡀࢀ㐜ࡶㄆ知Ⓨ㐩࡚ࡗ

ぶ子ࡸ⥴㠃ࡓࡲࠋࡿあࡀࡇࡿࡌ⏕ࡀ

㛵ಀࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊンのⓎ㐩ࡶ特᭷

の⤒㐣ࡽࢀࡇࠋࡿࡓࢆのከゅⓗなどⅬ

かࠊࡽ⫥య⮬由ඣのᚰ⌮ࢭス࣓ンࢺ

ཬࡧᨭࡣィ⏬ⓗࡿࢀࢃ⾜ᚲせࡀあ

 ࠋࡓ㏙ࢆࡇࡿ

 

10. 根ᣐᇶ࡙ࢹࡓ࠸

スࣞࢩࢡのᐇែ⌮ゎ : 

ゝㄒ㞀ᐖ⮫ᗋの฿㐩Ⅼ

ㄢ㢟 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 1年 6᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東大学大学㝔教育

学 研 究 ⛉ 研 究 年 ሗ 

67(2),p63-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

࡚࠸ࡘㄢ㢟のᐇែࢩࢡスࣞࢹ

ձ学ղ㞀ᐖᶵᗎճホ౯᪉ἲ࡚࠸ࡘ

ㄽࡿࡌඹ㸪Ⓨ㐩ᚰ⌮学ⓗほⅬかࢹࡽ

⪃し㸪デ࡚࠸ࡘのホ౯ࢩࢡスࣞ

᩿ホ౯の中᰾࡛あࡿ⚄⤒ᚰ⌮学ⓗ᳨ᰝ

のㄢ㢟ゝㄒ㞀ᐖ⮫ᗋの㡿ᇦ࡛┳㐣ࡉ

✀の㐣ㄗ㸪➨ࡧࡽ一✀な➨ࡓࡁ࡚ࢀ

ᨭࡸ介ධのࡵࡓの教育ホ౯の⌧≧

ㄢ㢟ࡶ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 

ⴭ⪅㸸ᕝ㷂聡大ࠊ松㷂Ὀࠊ荻布優子 

 

人間－383



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

11.ඣ❺ᮇおࡿࡅ

Rey-Osterrieth Complex 

Figure TestのⓎ㐩⤒㐣

ࣂのᑻ度ᵓᡂの᳨ウ㸬ࡑ

オ࣓ࢹカル・ࢪࣇ・

学和ᩥㄅ（ᰝㄞ࣒ステࢩ

あࡾ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 1年 5᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ࣇ・カルࢹオ࣓ࣂ

学࣒ステࢩ・ࢪ

和ᩥㄅ 21(1)㸪69-77

㡫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚄⤒ᚰ⌮学ⓗ᳨ᰝの一࡛ࡘあࡾ㏆年ࠊⓎ

㐩㞀ᐖの⮫ᗋᛂ⏝ࡀ㐍ࡴ Ray-Osterri

eth Complex Figure Test（ROCFT）のጇ

ᙜᛶ᳨ドඣ❺ᮇの特ᚩࡸⓎ㐩⤒㐣ࢆ

明ࡽかしࠋࡓᶓ᩿ⓗ࡛ࡣあࢀࡎ࠸ࡀࡿ

の᮲௳おࡶ࡚࠸ ROCFTᚓⅬࡣ学㱋┦

ᛂし࡚ୖ᪼すࡿഴྥࢆㄆࡔࡓࠋࡓࡵし༢

⣧な⥺ᙧᅇᖐ࡛ࡣなࡃ 5㹼6年ࠊ1ࠥ3

か࡚ࡅのᚓⅬୖ᪼ࡀ㢧ⴭ࡛あࡀࡇࡿ

明ࡽかなࡓࡲࠊࡾ 5ࠥ6年⏕࡛ࡣ 3ศ

ᚋ⏕ẚし࡚ 30ศᚋ⏕のᚓⅬࡀ᭷

ព高ࢭࢽ࣑ࣞࡃンスຠᯝࢆㄆࡇࡓࡵ

ࡿ㔜せ࡛あ特ࡣ4㹼5年のኚࠊࡽか

⏝᥇ࠊᡂศศᯒの⤖ᯝࠋࡓࢀࡽ࠼⪄

㡯目࡛のࡓࢀࡉ ROCFTᚓⅬの一次元ᵓ㐀

特ࠊࢀࡉㄆ☜ࡀ 3ศᚋ⏕ 30ศᚋ

⏕࡛᥇⏝ࡓࢀࡉ㡯目ࡣྠࡃ一࡛あ

の࡛ୖࡓ࠼加ࢆᨵ善ࠋࡓࡗ ROCFT⥲ᚓⅬ

ඣ❺ᮇのどぬሗฎ⌮㐣⛬の⥲ྜᣦࡣ

ᶆし࡚のጇᙜᛶࢆ᭷しุ࡚᩿ࡿ࠸

しࠋࡓ 

ⴭ⪅㸸荻布優子ࠊᕝ㷂聡大ࠊ奥村智人ࠊ

中西ㄔ 

 
12. ඣ❺ᮇおࡿࡅ

Rey-Osterrieth Complex 

Figure Testᡂ績書Ꮠ正

☜ᛶの㛵ಀ㛵すࡿ᥈⣴

ⓗ研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 1年 9᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዉ Ⰻ 学 ᅬ 大 学 紀 せ

11,p33-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඣ❺ᮇおࡿࡅ Rey-Osterrieth Complex 

Figure Test（ROCFT）書Ꮠ正☜ᛶの

㛵ಀࢆ᥈⣴ⓗ広᳨ࡃウしࠋࡓどぬሗ

ฎ⌮㐣⛬書Ꮠ正☜ᛶの間ࡣ一ᐃの

㛵ࡀ♧၀ࠋࡓࢀࡉROCFTᡂ績かࡽ書Ꮠ

正☜ᛶࢆ༑ศண すࡣࡇࡿ㞴しか

ࡧࡼ3年⏕おࠊࡀࡓࡗ 5年⏕࡛ࡣ ROCFT

のపୗの᭷↓ࡀ書Ꮠ正☜ᛶのపୗ㛵

すࡀࡇࡿ明ࡽかなࠋࡓࡗ本研究の

⤖ᯝࠊࡣⓎ㐩ᛶㄞࡳ書ࡁ㞀ᐖのᣦᑟࡸ⫼

ᬒせᅉࢆ᥈ࡿሗ࿌ࡿࡼ知ぢࢆᨭ

ᣢすࡶࡿの࡛あࡔࡓࠋࡿし ROCFTのపୗ

ᵝྠࠊࡃなࡣ࡛௳書Ꮠపୗの⤯ᑐ᮲ࡣ

書Ꮠ正☜ᛶのపୗしࡓඣ❺ࡀᚲࡎしࡶ

ROCFTࡶపୗࢆㄆࡶࡿࡵ㝈ࡽなࠋ࠸

書Ꮠ正☜ᛶのᣦᶆのಙ㢗ᛶおࡧࡼጇᙜ

ᛶの᳨ドࡀᚲせ࡛あࡑࠊࡾの࡛࠼࠺のⓎ

㐩ᚰ⌮学ⓗほⅬかࡽ書Ꮠ正☜ᛶどぬ

ሗฎ⌮㐣⛬の᳨ウࡀᚲせ࡛あࡿ⪃

 ࠋࡓ࠼ࡽ࠼

ⴭ⪅㸸荻布優子㸪ᕝᓮ聡大 

 

人間－384



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

13. ඣ❺ࢆᑐ㇟しࡓ₎

Ꮠㄞࡳ書ࡁ正☜ᛶ㛵す

なホ౯ᣦᶆసᡂのࡓ᪂ࡿ

ヨࡳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 1年 12᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東大学大学㝔教育

学 研 究 ⛉ 研 究 年 ሗ 

68(1),p205-217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඣ❺のㄞࡳ書ࡁ正☜ᛶ㛵すࡿㄢ㢟ࢆ

᪂つసᡂすࡇࡿ㸪ཬࡧ᪂つㄢ㢟学ຊ

のࡇࡿウす᳨ࢆの㛵ಀ 2Ⅼࢆ目ⓗ

しࠋࡓ学年㓄ᙜࢆ⤫ไしࡓ 30༢ㄒ࡛ᵓ

ᡂࡓࢀࡉㄢ㢟ࢆㄞࡳ書࡛ࢀࡒࢀࡑࡁస

ᡂし 1 ࠥ 6年⏕ ᐇし㇟ᑐࢆ1869ྡ

⏕㹼 6年 2ࠋࡓ ᪂つㄢࡣ࡚࠸ࡘ137ྡ

㢟学ຊ（NRT ᅜㄒ 㺃 ⟬ᩘ）の㛵ಀࢆ

᳨ウし1869ྡࠋࡓᑐすࡿㄢ㢟ᡂ績の

ᡂศศᯒの⤖ᯝ㸪ㄞࡳㄢ㢟ࡣ学年ࡾࡼ

1 㹼 3ᡂศ᮰し㸪学年ࡈㄞࡳ正

☜ᛶのホ౯のほⅬࡣ␗なྍࡿ⬟ᛶࡀ♧

ࡣㄢ㢟ࡁ書ࠋࡓࢀࡉ 1ᡂศ᮰し㸪

ᅇసᡂしࡓㄢ㢟ࢆ書ࡁ正☜ᛶのᣦᶆ

し࡚⏝ࡣࡇࡿ࠸ጇᙜࠋࡓࢀࡽ࠼⪄学

ຊの㛵ಀ࡚࠸ࡘ NRT ྛㄢ㢟ࢆᚑᒓ

ኚᩘしࡓሙྜ㸪ప学年࡛ࡣㄞࡳㄢ㢟・

書ࡁㄢ㢟の᪉ࡀ⊂❧ኚᩘし࡚᭷ຠ

࡛あࡾ㸪高学年࡛ࡣ書ࡁㄢ㢟ࡀ⊂❧ኚᩘ

ࡳㄞࡿᑐす学ຊࠋࡓࡗし࡚᭷ຠ࡛あ

書ࡁ⬟ຊのᙳ㡪ࡣ㸪学年㐍⾜క࡚ࡗኚ

すྍࡿ⬟ᛶࡀ♧၀ࠋࡓࢀࡉ 

ⴭ⪅㸹荻布優子ࠊᕝᓮ聡大ࠊ松㷂Ὀࠊ奥

村智人 

     

 （のࡑ）

ሗ࿌書 
    

࢟ンスࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ1

ルཬࡰす⤫ㄒᣦᑟのព

⩏ ⤫ㄒᶵ⬟ࡀ TOMࡸ㉁ၥ

ᛂ⟅㛵ಀ᳨ᰝ⤖ᯝཬࡰ

すᙳ㡪 

 

 

2学⩦㞀ᐖ᳨ฟおࡦࡿࡅ

ὶᬸᛶㄢ㢟のࡳなㄞࡀࡽ

ព⩏ 正☜ᛶ౫Ꮡしࡓ

ㄞࡳ書ࡁᅔ㞴᳨ฟの᳨ド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3㐲ぢどຊࡀ学⩦฿㐩度

すᙳ㡪 学㱋ᮇࡰཬ

おࡿࡅ⦪᩿研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 23年 12᭶ 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 24年 12᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 25年 12᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

㞀ᐖ学 28(3)㸪p216 

 

 

 

 

 

ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

㞀ᐖ学 29(3)㸪p224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

㞀ᐖ学 30(3)㸪204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⓗ㞀ᐖࢆక࠺⮬㛢ඣࢆᑐ㇟⤫ㄒᣦ

ᑟࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの⤖ᯝࠊᚰの⌮ㄽㄢ㢟ࡸ

㉁ၥᛂ⟅㛵ಀ᳨ᰝのᡂ績ࡀᨵ善し࣑ࢥࠊ

 ࠋࡓしୖྥࡀル࢟ンスࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ

ⴭ⪅㸸ᕝᓮ聡大ࠊ荻布優子ࠊⳫ子井బ江

子ࠊ村満ࠊᚋ⸨ከྍኈ 

 

ฟ∧ࢀࡉおࡾㄡ࡛ྍࡀࡇࡿ࠸⏝ࡶ⬟

ὶࡳㄞࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝LDඣの᳨ฟࠊ࡛

ᬸᛶ書ࡁ正☜ᛶの᳨ᰝࢆᑠ学⏕ 322ྡ

᳨࡚࠸⏝ࢆ☜書Ꮠ正ࡣLDඣࠋࡓᐇし

ฟすࡀࡇࡿすࡀࡇࡿὶ࡛あࠊࡀࡿ

ㄞࡳὶᬸ᳨ᰝࡀ学⩦㞀ᐖのഴྥ᳨ࢆฟ

すࡶ࡛᭱࠼࠺ࡿ᭷ຠ࡛あࠋࡿᚑ᮶ࠕ書ࡁ

㞀ᐖ Ꮠのࡓࢀࡉࠖ 40㸣ࡶㄞࡳὶᬸᛶ

のపୗࢆㄆࠋࡓࡵしかしㄞࡳὶᬸᛶのⓎ

㐩ࡣ⎔ቃᅉ子のᙳ㡪ࢆᫎすྍࡿ⬟ᛶ

ᚲせࡀ᳨ウࡣ್‽のᇶ⾜⌧ࠊࡃ高ࡀ

 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪄

ⴭ⪅㸸ᕝᓮ聡大ࠊ奥村智人ࠊ荻布優子ࠊ

▼野⤮美子ࠊⱝᐑⱥྖ 

 

ど⾜為ࡣ LDのホ౯のᣦᶆの一࡛ࡘあ

㞟ᅋᘧ⡆᫆ࡓ࠸⏝ࢆᗄఱᅗᙧࡓ᪂ࠋࡿ

ど᳨ᰝࢆసᡂしࠊᑠ学⏕ ᐇ243ྡ

しࠋࡓ学㱋ᮇࢆ㏻ࡓࡌ㐲ぢどのⓎ㐩⤒

㐣ࢆ明ࡽかしࠋࡓ㐲ぢど㸻㯮ᯈࢆ

すຊ学ຊࡣᐦ᥋㛵ಀすࡀࡇࡿ♧

၀ࠋࡓࢀࡉⴭ⪅㸸村満ࠊᕝᓮ聡大ࠊ荻

布優子ࠊ奥村智人 

 

人間－385



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

4₎Ꮠ༢ㄒ㡢ㄞᣦᑟ⤒㐣

┦ᛂし࡚ㄒᙡຊఙࢆࡧ

ㄆࡓࡵⓎ㐩ᛶㄞࡳ書ࡁ㞀

ᐖඣ 1 

 

 

5ㄞࡳ書ࡁの正☜ᛶࠊὶᬸ

ᛶࠊどぬᛶ⬟ຊࡸ㡢㡩ฎ⌮

⬟ຊࡀ学⩦฿㐩度ཬࡰ

すᙳ㡪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ඣ❺の Rey」㞧ᅗᙧテス

書のᑻ度ᵓᡂの᳨ウࢺ

Ꮠの㛵㐃 ᡂศศᯒ

⤖ᯝᇶ࡙ࡓ࠸᪂ࡓな᥇

Ⅼἲの᳨ウ 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 25年 12᭶ 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 25年 12᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 26年 12᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

㞀ᐖ学 30(3)㸪p188 

 

 

 

 

ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

㞀ᐖ学 30(3)㸪p204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

㞀ᐖ学 31(3)㸪p193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ㄆ知⚄⤒ᚰ⌮学ⓗࢭス࣓ンࡶࢆࢺ

ࡗ⾜ࢆᣦᑟࡳᑐし࡚₎ᏐのㄞLDඣࠊ

ࠊࡾな⬟ྍࡀᏐの㡢ㄞ₍ࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓ

 ࠋࡓࡵㄆࢆㄒᙡຊのྥୖ࡚ࡏࢃྜ

ⴭ⪅㸸荻布優子ࠊᕝᓮ聡大ࠊ村満 

 

せ⣲ⓗなㄆ知ᶵ⬟・ㄒᙡຊ・書Ꮠ正☜

ᛶ・㡢ㄞὶᬸᛶࡓࡗ࠸学⩦ス࢟ルࡀձ

のの年度の学ຊղ㸯年ᚋの学ຊࡑ

ᐃ㔞ⓗࢆのかࡿ࠸࡚࠼ࢆᙳ㡪࠺ࡼ

ࡑࡀὶᬸᛶࡳㄞࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓウし᳨

の年の学ຊࠊࢆ書Ꮠ正☜ᛶࡑࡀの年一

年ᚋの学ຊ᪉ࢆㄝ明しࠊࡓࡲࠋࡓ学ᰯ

⌧ሙ࡛のࠕぢ࡚ࠊ書ࠊ࡚࠸ぬ࠸ࠖࡿ࠼

学ࡀᚲせなㄆ知⬟ຊルࢱ学⩦ス࠺

ຊᫎࠕࡾࡲࡘࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉぢ࡚ࠊ書

ࡿ࠼ぬࠊ࡚࠸ 学ࠖ⩦スࢱルࡀⱞᡭな LD

ඣࡣ学ຊపୗࢆᘬࡁ㉳ࡇすྍ⬟ᛶࡀ♧

 ࠋࡓࢀࡉ

ⴭ⪅㸸ᕝᓮ聡大ࠊ奥村智人ࠊ荻布優子ࠊ

村満ࠊⱝᐑⱥྖ 

 

LDඣのㄞࡳ書ࡁのⱞᡭࡉの⫼ᬒせᅉ

し࡚ࠊどぬሗฎ⌮㐣⛬の㞀ᐖࡀᐃࡉ

ホ౽⡆ࢆどぬሗฎ⌮⬟ຊࠋࡿ࠸࡚ࢀ

౯すྍࡀࡇࡿ⬟࡛あࠊࡾ広ࡃ⮫ᗋᛂ⏝

ࡿ࠸࡚ࢀࡉ Rey」㞧ᅗᙧテスࢺのෆᐜⓗ

ጇᙜᛶ書Ꮠ正☜ᛶの㛵ಀ᳨ࢆウし

Rey」㞧ᅗࠊ࠸⾜ࢆᡂศศᯒࡓࡲࠋࡓ

ᙧテスࢺのࡾࡼ⡆౽ᐇྍ⬟な᥇Ⅼ

᪉ἲࢆᥦしࡓ 

ⴭ⪅㸸荻布優子ࠊᕝᓮ聡大 

 

7♫ⓗุ᩿ࡀồࡿࢀࡽࡵ

ンሙ㠃ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

ࡓゝㄒᶵ⬟のᯝ࡚࠸お

すᙺ㸸ᚰの⌮ㄽㄢ㢟ࢆ⏝

 ࡚࠸

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 27年 12᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

㞀ᐖ学 32(3)㸪p253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮬㛢ඣ࡛㏻㐣ࡀ㐜ࡿࢀࡉࡿࢀᚰの

⌮ㄽㄢ㢟（TOM）ࠊ࡚࠸ࡘᑠ学⏕ࢆᑐ

ሙྜのࡓし㇟ TOM㏻㐣ᑐすࡿゝㄒᶵ

ඹศᩓศࠊసᡂしࢆルࢹࣔࡿ㛵すࡀ⬟

ᯒࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの⤖ᯝࣔࢹルࡀᡂ❧しࠊ

㠀 ASDおࡶ࡚࠸ TOM㏻㐣一ᐃ௨ୖの

ゝㄒ⬟ຊࡀᚲせ࡛あࡀࡇࡿ明ࡽか

なࡓࡲࠋࡓࡗ」ᩘᏑᅾすࡿ TOMㄢ㢟ࡈ

ࡀ࠸㐪⬟ゝㄒᶵࡿ㛵すࠊࡶ࡚ࡗࡼ

あࡀࡇࡿ明ࡽかなࠋࡓࡗ 

ⴭ⪅㸸荻布優子ࠊᕝᓮ聡大 

 

8࡚のඣ❺⏕ᚐ࡚ࡗ

⮬ᕫᐇ⌧ᙺ❧ࡕయⓗ

ࡁ書ࡳㄞࠕࡴᴦし 学ࠕࠖࡸ

の学⩦ᅔ㞴̿ ࡣࠖ⩦

㛵ࢆࡾ⪃す̿ࡿ 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 28年 2᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 Ṧ 教 育 学 研 究

53(5)㸪p451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᐇឤࡀ本人ࡕ❧教育のほⅬャࣜ࢟

ಶูሙྜࡓし目ᶆࢆࠖࡏᖾࠕࡿࡁ࡛

ᨭࡀの࠺ࡼᐤ࡛ࡿࡁか᳨ࠊウし

ⓗ㓄៖⌮ྜࡸ学⩦ᣦᑟࡓࡌᛂ特ᛶࠋࡓ

ࢆ✀㞀ᐖࡓࡲࠋ࠸なࡁ࡛ࡣࡇḞかすࡣ

ၥࡎࢃᑠ学⏕のㄞࡳ⬟ຊ学ຊのྥୖ

ࡓࡿࡆ広ࢆ⊫のᑗ᮶の㑅ᢥࡕࡓ子౪ࠊࡣ

ᨵࡀࡇࡿの㔜せなㄢ㢟࡛あࡘの一ࡵ

 ࠋࡓࢀࡉ၀♧࡚ࡵ

ⴭ⪅㸸ᕝᓮ聡大ࠊ加⸨ဴ則ࠊ荻布優子ࠊ

奥村智人ࠊ中島栄之介㸪ᵽ口一᐀ 

 

人間－386



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

9࡚のඣ❺⏕ᚐ࡚ࡗ

⮬ᕫᐇ⌧ᙺ❧ࡕయⓗ

ࡁ書ࡳㄞࠕࡴᴦし 学ࠕࠖࡸ

学⩦ࠖࠕ ղࡣࠖ⩦

なせᅉࠎすᵝࡇ㉳ࡁᘬࢆ

かࡽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 29年 2᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 Ṧ 教 育 学 研 究

54(5)㸪p410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育ࡸ⒪育のᯟ⤌ࡳの中࡛の学⩦㞀ᐖ

のᨭྜࠊ⌮ⓗ㓄៖のᅾࡾ᪉᳨ࢆウし

ࡓⓎ㐩ᚰ⌮学のほⅬࠊࡣᨭ᪉㔪ࠋࡓ

ࢵࢺし࡚ࡶࢆの人⏕タィᮍ᮶ࡕ

ࡓࡲࠋࡿあࡀᚲせࡿࢀࡽ࠼⪄ン࡛࢘ࢲࣉ

ಶูのᨭ᪉ἲのỴᐃࡸᅔ㞴ࡉの᥀ࡾ

ୗࡣࡆ㞟ᅋࢆᙧᡂすࡿಶ・ಶࡾྲྀࢆᕳࡃ

⎔ቃᑐすࡿホ౯ࡌྠࡀ㔜ࡅ࡙ࡳのな

か࡛⾜ࡀࡇࡿࢀࢃᮃࡲしࡽ࠼⪄࠸

 ࠋࡿࢀ

ⴭ⪅㸸ᕝᓮ聡大ࠊ加⸨ဴ則ࠊ荻布優子ࠊ

奥村智人ࠊ中島栄之介ࠊከ田智⤮ࠊᵽ口

一᐀ 

 

10࡚のඣ❺⏕ᚐࡗ

࡚⮬ᕫᐇ⌧ᙺ❧ࡕయ

ⓗᴦしࠕࡴㄞࡳ書ࡸࠖࡁ

書ࡳճ ̿ㄞࡣࠖ⩦学ࠕ

ࡸホ౯・学⩦ពḧᅔ㞴ࡁ

スࣞࢺスの㛵ಀ̿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 30年 2᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特Ṧ教育学研究 55

（5）㸪p330-331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学㱋ᮇࡣ࡛ࡅࡔなࡃ大人࡛ࡲࡿ⮳の

人⏕のᵝࠎなステ࣮ࢪの中࡛ࠊ⏕άࡸ学

ࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼ኚ᪉ྥ࠸᥋Ⰻ┤ࢆ⩦

ウ᳨ࢆఱかࡣᨭの᪉ἲࡁ書ࡳㄞࡿ

しࡃࠋࡓ学⩦ࣞ࣋ルࡀ高࠸高ᰯ⏕ࡸ

大学⏕ࠊࡣㄞࡳ書ࡁᅔ㞴ࡀあࢀࡑࡶ࡚ࡗ

ࡁ࡚࠼㉺ࡾかの᪉␎࡛⮬ศ࡛ࡽఱࢆ

࡚࠸お青年ᮇࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠸࡚

書ࡳㄞࠊయの⬟ຊ⮬ࢀࡑࡁ書ࡳㄞࠊࡣ

ᣦᶆࢆ安ഴྥ・ⱞᡭព㆑ࡿࢃ㛵ࡁ

しࡓホ౯のྍ⬟ᛶࡓࡲࠋࡓࢀࡉ♧ࡀỗ⏝

ᛶのあࡿᑐᛂのࡵࡓᚰ⌮学ⓗな知ぢ

♧ࡀの㔜せᛶࡇࡿࡡ㔜ࡳ✚ࡽࡉࢆ

၀ࠋࡓࢀࡉ 

ⴭ⪅㸸ᕝᓮ聡大ࠊ加⸨ဴ則ࠊ荻布優子ࠊ

松ᓮὈࠊ㕥木┿人ࠊ高橋知㡢ࠊᵽ口一᐀ 

 

      
 

人間－387



 

教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2年 3 ᭶ 31 ᪥ 

 Ặྡ  オチャンテ・カルロス  

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

人ᩥ♫学㸪እᅜㄒ教育 እᅜㄒ教育㸪➨ゝㄒ⩦ᚓ㸪ࣜࣂン࢞ル教育㸪␗ᩥ教育  

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

 
㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 
 
（1）ICT ⱥࠊⱥヰࠕࡓかし⏕ࢆ
ㄒϨࠊⱥㄒ IIࠊⱥㄒࠖのᐇ
㊶ 

 
 
（2）ၥ㢟・ㄢ㢟ゎỴᆺ授業のᒎ㛤
 Introduction to Digitalࠕ
Media (ⱥㄒ), ⱥㄒࠊ␗ᩥ
 ンㄽࠖࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ

 
（3）ࡾ㏉ࢆࡾకࡓࡗᑠテスࢺの
ᐇࠕⱥヰࠊⱥㄒ㹇ࠊⱥㄒ㹇
㹇ࠖࠊ  

 
 
（4）e 授業ࡓάかしࢆࢢンࢽ࣮ࣛ
のᒎ㛤（ⱥㄒ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（5）4 ᢏ⬟ࢆάかしࡓᑠ学ᰯⱥㄒ
ᙉࣛࢡス⦅ᡂ 

 
 
 
（6）ᑠ学ᰯእᅜㄒᣦᑟのయⓗ・
ᑐヰⓗ授業࡙ࡾࡃ 

 
 
 
 
 
（7） ᑠ学ᰯእᅜㄒάືのᣦᑟἲ
 授業ᑟධのᕤ夫ࡿࡅお

 
 
（8) ᑠ学ᰯእᅜㄒάືのᣦᑟἲ
おࡿࡅ授業ᑟධのᕤ夫 

 
 
 
ᖹᡂ 23年 4᭶
㹼29年 3 
 
 
 
ᖹᡂ 23年 4᭶
㹼29年 3᭶ 
 
 
 
ᖹᡂ 23年 4᭶
㹼29年 3᭶ 
 
 
 
ᖹᡂ 25年 4᭶
㹼29年 3᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 30年 4᭶
㹼ᖹᡂ 31年 3
᭶࡛ࡲ 
 
 
令和元年 4 ᭶
㹼⌧ᅾࡿ⮳ 
 
 
 
 
令和元年 9 ᭶
㹼⌧ᅾࡿ⮳ 
 
 
 
令和元年 9 ᭶
㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

 
 
 
 TPR ᣦᑟἲࡸ ICT 教育（㟁子㯮ᯈࢺࢵࣞࣈࢱࠊ）ࢆ⏕かし࡚
ⱥㄒの㛵ᚰࢆ高ࠋࡓࡵ␃学⏕᪥本人のඹ㏻⛉目のࡵࡓΰᅾࣛࢡ
ス࡛ࠊከᅜ⡠の特ᛶࢆ⏕かすάືࢆᐇ㊶しࠋࡓ（⎔太ᖹὒ大学・ⱥ
ヰࠊⱥㄒ I ⱥㄒ IIࠊⱥㄒ） 
 
ⱥㄒ࣮ࢶࢆル⏝࡚࠸ࡓࢀࡽ࠼ㄢ㢟（ࣉロࠊࢺࢡ࢙ࢪ㆟ㄽ）学⏕ྠ
ኈ࡛ྲྀࡴ⤌ࡾ授業のᒎ㛤ࠋ学⏕ྠኈ࡛✚ᴟⓗⱥㄒࢆࣞࣉࠊ࡚ࡗ
授ࡃ╔㌟ࢆຊ⬟（ンࣙࢩࢵスカࢹ）㆟ㄽࡸン⬟ຊࣙࢩンテ࣮ࢮ
業ࢆ目ᣦしࠋࡓ 
 
学⩦ᙉࢆ目ᣦす࣑࣮࢛࢘ࠕࠊࡵࡓンࣉࢵࢢ άࠖືし࡚ᑠテスࢺ
ࢆἲの☜ㄆᩥࡸ࣮ࣜࣛࣈャ࢟࣎ࡓの⩦ᚓし࡚࠸おㄒ学ࠋࡓ࠸⏝ࢆ
ព࡛ࡾ㏉ࡾࠊࡾࡼࡶࡣ学⏕のᡂ績ࠊなホ౯ࡵࡲࡇ教⛉のࠊ࠸⾜
ḧのྥୖࡘなࠋࡓࡗࡀ 
 
ㄢ㢟のࠊ授業ෆの教ᮦの㓄布࡚࠸⏝ࢆGoogle for Educationࠖͤࠕ・
సᡂࠊฟ㢟ࡸᅇࢢ࣮ࢢࠋࡓࡗ⾜ࢆルࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉンの㐃ᖏᛶࢆ
ά⏝し学⏕教ᮦࢆࢱ࣮ࢹࡸඹ᭷しࠋࡓ 
ン授業࡛オンࣛࠊ࠸ࢆンࣙࢩ࣮ࢣࣜࣉ࠺࠸Socrativeࠖͤࠕ・
ࣇࢺศのスマ࣮⮬ࡀ⏕学ࠋࡓࡗྲྀࢆࢺ࣮ࢣンンオンࣛࡸࢬࢡ
㊶ᐇࡀ⩦ン࡛ඹ᭷しཧ加ᆺ学オンࣛࢆࡵࡲ⏝し授業のࢆン࢛
 ࠋࡓࡗな⬟ྍࡀな学⩦⎔ቃࣈテࢡࣛࢱンࡾࡼࠊࢀࡉ
（⎔太ᖹὒ大学・ⱥㄒࠊ␗ᩥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥンㄽ ） 
ͤGoogle for Education 
https://edu.google.com/intl/ja/?modal_active=none 

ͤSocrative  https://www.socrative.com/ 
 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部のᑠ学ᰯ教職ㄢ⛬ᑐ㇟学⏕ⱥㄒ 4 ᢏ⬟
次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ᚲせࠋスᢸᙜࣛࢡンࣙࢩステンࢡエࡓάかしࢆ
ᑠ学ᰯⱥㄒ⛉ᣦᑟ授ࡶࢆヰ中ᚰάືࡸࡧయⓗな学ࡿࢀࡉ
業ࢆᒎ㛤ࠋ 
 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部のᑠ学ᰯ教職ㄢ⛬ᑐ㇟学⏕ⱥㄒ㐠⏝ຊ
⪺ࠕ㸪࠸ᢅࢆスなࢡࢵࢽ࢛ࣇࡸࣗࢩࢵࣜࢢン࣒スル࣮ࣛࢡし࡚
㛵すࠖࡇࡃ書・ࡇࡴㄞ・ࠒ⾲Ⓨ・ࡾྲྀࡾࡸࠑࡇヰす・ࡇࡃ
㓄࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࢺࢵࣉࢺ࢘ᣦᑟし㸪⌮ㄽⓗ㸪ᐇ㊶ⓗなࢆ知㆑ࡿ
៖しࡓయⓗ・ᑐヰⓗな授業ࢆᒎ㛤ࠋ 
 
ᑠ学ᰯⱥㄒ⛉のᙺព⩏ࠊ学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ồࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵෆᐜ・
Ⓨ㡢・ࣜࣛࢡ・࣒ࢬスル࣮࣒ンࣗࢩࢵࣜࢢなのⱥㄒຊࡉୖྥࢆ
ࡘ㌟ࢆࢹࡿすࢆᣦᑟసᡂ㸪授業のᑟධ部ศ࡛ពḧࠊࡏ
 ࠋࡿࡅ
 
ᑠ学ᰯⱥㄒ⛉のᙺព⩏ࠊ学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ồࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵෆᐜ・
Ⓨ㡢・ࣜࣛࢡ・࣒ࢬスル࣮࣒ンࣗࢩࢵࣜࢢなのⱥㄒຊࡉୖྥࢆ
ࡘ㌟ࢆࢹࡿすࢆᣦᑟసᡂ㸪授業のᑟධ部ศ࡛ពḧࠊࡏ
 ࠋࡿࡅ
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㸰 సᡂしࡓ教⛉書・教ᮦ 
（1）Google Apps for 
 Education࡛の教ᮦసᡂ 
 

 
ᖹᡂ 26年 4᭶
㹼29年 3᭶ 
 

 
ࢿスマࣛࢡ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱンࠊ࡚࠸⏝ࢆGoogle for educationࠖࠕ
授業のオンࣛࠋࡓࡗ⾜ࢆ（ホ౯なࡸㄢ㢟㓄布・ᥦฟ）ࢺン࣓ࢪ
ンン࠸⾜ࢆࢺ࣮ࢣ授業のࢆࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇᅗࠋࡓࡗ 
・教ᮦࡸᐟ㢟のᩥ書సᡂࠕGoogle Docsࠖ⏝ࠋࡓ࠸ 
・授業࡛ᢅࡓࡗᫎീなのࠕࢆࢱ࣮ࢹGoogle Classroom࡛ࠖඹ᭷す
 ࠋࡓࡗ❧ᙺ⩦Ḟᖍ⪅の学ࡸ⩦࡚ࡗࡼࡇࡿ
・授業ෆᐜのࣜࣙࢩࢡࣞࣇン࣮ࣃ࣮࣌なのࣞࡸࢺ࣮࣏ンࢺ࣮ࢣ
సᡂࠕGoogle Formsࠖࠋࡓ࠸⏝ࢆ 
・授業のෆᐜࠕࢆGoogle Slides࡛ࠖ⾲♧しࠕࢆࢱ࣮ࢹࠊGoogle 
Classroom࡛ࠖඹ᭷しࠋࡓ 
（⎔太ᖹὒ大学次ୡ௦教育学部ᅜ㝿教育学⛉ࠕⱥㄒ ᩥ␗ࠕࠊࠖ
ンㄽࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ ♏ᅜ㝿教育ᇶࠕࠊࠖ  （⏝࡛ࠊࠖ
 
 

 
㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼
のホ౯ 
（1）⎔太ᖹὒ大学学⏕授業ホ౯
ンࠕࢺ࣮ࢣⱥヰϨ㸬ϩࠖ 

 
 
 
ᖹᡂ 28 年㸵
᭶ 

 
 
 
ࡣの㡯目࡛ࠖ࠸ࡓࡵ㐍ᚋ㍮ࢆ講ཷࠊࡁ満㊊࡛ࡣ授業ⓗྜ⥲ࠕ
90㸣௨ୖの⫯ᐃⓗなホ౯ࢆᚓࠋࡓ 
 

 
㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࠸ࡘ⪅ࡿ
࡚の特記㡯 
 
 ㈡の᪉ゝ講ᗙࠖ➨㸯ᅇ講ఀࠕ1
 
 
研ಟ࣮ࠖࢼ࣑ࢭከᩥඹ⏕᥎㐍ࠕ2
講師 
 
 
岡山ᕷ❧香和中学ᰯ人ᶒ教育研ࠕ3
ಟࠖ講₇ 
 
 
 講₇ࠖャࣜ࢟テࣜࣀマࠕ4
  
 
 
 
≀なࢇࢁ࠸㸽㸟ୡ⏺のࢇな࠺ࡑࠕ5
ㄒࠖゝㄒάື講師 
 
 
 
 
SIFA Multi-cultural Festivalࠕ6  ࠖ
講師 
 
 
 ル࣮ࠖ講師࣌すࡽᆅ⌫村ࠕ7
 
 
 
のᛮࠎ༡⡿の人ࡃ᪥本࡛ാࠕ 8
 講師ࠖ࠸
 
SIFAࠕ 9 子ࡶᅜ㝿⌮ゎࣉロࢢ
 ࣒ࠖࣛ
 
እᅜ人ඣ❺⏕ᚐ教育講ᗙࠖࠕ 10
講師 
 
እᅜ人ඣ❺ẕㄒ⥅ᢎᨭάࠕ 11
ືࠖ講師 

 
 
 
 
ᖹᡂ 24 年 10
᭶ 
 
ᖹᡂ 26 年 3
᭶ 
 
 
ᖹᡂ 27 年 9
᭶ 25 ᪥ 
 
 
ᖹᡂ 28 年 12
᭶ 22 ᪥ 
 
 
 
ᖹᡂ 29 年 8
᭶ 27 ᪥ 
 
 
 
 
ᖹᡂ 30 年 6
᭶ 24 ᪥ 
 
 
ᖹᡂ 30 年 7
᭶ 8 ᪥ 
 
 
ᖹᡂ 30 年 7
᭶ 26 ᪥ 
 
ᖹᡂ 30 年 12
᭶ 23 ᪥ 
 
ᖹᡂ 30 年 12
᭶ 25 ᪥ 
 
ᖹᡂ 31 年 1
᭶ 26 ᪥ 

 
 
 
 
ࣗࢽࠋࡓすᅜ㝿㒔ᕷఀ㈡ᕷࠖのテ࣮マ࡛講₇しࡽᬽࡀࠎな人ࠎᵝࠕ
࣮カマ࣮のゝㄒ教育（ⱥㄒ᪥本ㄒ）␗ᩥ教育ࢆヰしࠋࡓ 
 
᪥本ᅾఫእᅜ人のᐇែࠊࢀࡩⱥㄒཬࡧ᪥本ㄒ⋓ᚓの⌧≧ࠊࡵྵࢆ
ከᩥඹ⏕お࡚࠸のㄢ㢟࡚ࡵࡲࢆヰしࠋࡓ（ఀ㈡ᕷദ） 
 
 
テ࣮マࠕࡣ᪥本人ࡣఱかࢆၥ࠸かࡅ⮬ᕫᩥᾏእのᩥࢆぢࡘ
 なおすࠖࡵ
 
 
᪥本おࡿࡅᅾ᪥እᅜ人の㐍学ၥ㢟ࡸᑵ職・㐍㊰㑅ᢥのㄢ㢟࠸ࡘ
࡚の講₇ࠋ 
（ி㒔እᅜㄒ大学・ࣆカ☆チ Project ᥇ᢥᅋయദ） 
 
 
ᑠ学⏕㸱㸮ྡࢆᑐ㇟᪥本ㄒ・ⱥㄒ࡛࣌ル࣮Ẹ᪘㛵㐃しࡓ≀ㄒの
⤮本のㄞࡳ⪺かࡲ࠸⾜ࢆࡏしࠋࡓ 
 
 
 
 
ᑠ学⏕ࢆᑐ㇟᪥本ㄒ・ⱥㄒ࣌ࡿࡼル࣮Ẹ᪘⤂介ࢆᢸᙜࠋ 
ദ㸸（බ┈㈈ᅋἲ人྿田ᕷᅜ㝿ὶ༠（sifa) 
 
 
ᅜ㝿⌮ゎの一⎔し࡚྿田ᕷᅜ㝿ὶ༠࣌ࠊ࡚ル࣮のᩥ᪥
⣔のṔ史࡚࠸ࡘ講₇ࢆᐇࠋ 
ദ㸸（බ┈㈈ᅋἲ人྿田ᕷᅜ㝿ὶ༠（sifa)） 
 
᪥本おࡿࡅእᅜ人ປാ⪅のᐇែ子ࡶの教育࡚࠸ࡘの講₇ࠋ
ዉⰋ┴➨㸳㸵ᅇ┴እ教学⩦ࠋ 
 
ᑠ学ᰯ⏕ࢆᑐ㇟እᅜㄒάືࢆࡓࡗᅜ㝿⌮ゎάືのᐇࠋබ┈㈈
ᅋἲ人྿田ᕷᅜ㝿ὶ༠（SIFA)ࠋ 
 
እᅜル࣮ࢶのあࡿ子ࡶの教育ゝㄒ⩦ᚓのᐇែ࡚࠸ࡘの講
 ࠋ࣮ࢱンࢭ㔜┴ఀ㈡ᕷ教育研究୕ࠋ₇
 
እᅜル࣮ࢶのあࡿඣ❺のẕㄒ⥅ᢎࢆᨭすࡿゝㄒάືの講師ࠋ（බ
㈈）⟪㠃ᕷᅜ㝿ὶ༠（MAFGA） 

 
㸳 ࡑの 
 
なし 
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https://www.facebook.com/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%8D%94%E4%BC%9Asifa-433658476704405/
https://www.facebook.com/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%B9%E7%94%B0%E5%B8%82%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E5%8D%94%E4%BC%9Asifa-433658476704405/


 
職ົୖのᐇ績㛵すࡿ㡯 

 
㡯 

 
年 ᭶ 

 
ᴫせ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ 
（1）中学ᰯ教ㅍ一✀චチ≧ 
（2）高➼学ᰯ教ㅍ一✀චチ≧ 
（3）中学ᰯ教ㅍ一✀චチ≧ 
（4）高➼学ᰯ教ㅍ一✀චチ≧ 

 
ᖹᡂ 18年 3᭶ 
ᖹᡂ 18年 3᭶ 
ᖹᡂ 20年 3᭶ 
ᖹᡂ 20年 3᭶ 

 
እᅜㄒ（スࢽࣃㄒ）ி㒔ᗓ教育ጤဨ（ᖹ 17中一➨ 1275ྕ）  
እᅜㄒ（スࢽࣃㄒ）ி㒔ᗓ教育ጤဨ（ᖹ 17高一➨ 1987ྕ）  
እᅜㄒ（ⱥㄒ）୕㔜┴教育ጤဨ（ᖹ 19中一➨ 323ྕ） 
እᅜㄒ（ⱥㄒ）୕㔜┴教育ጤဨ（ᖹ 19高一➨ 583ྕ） 

㸰 特チ➼ 
 

  

 
㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࠸ࡘ⪅ࡿ
࡚の特記㡯 

 
（1）大学オ࣮ࣉン࢟ャンࣃスのⱥ
ㄒබ㛤授業 

 
（2）⎔太ᖹὒ大学㛤ദのእᅜㄒά
・ࣗࢩࢵࣜࢢンࠕࢺン࣋ື
 の講師ࠖࢬࢵ࢟

 
（3）␃学⏕ึࡿࡼ➼・中➼学ᰯ
ᨭ業のཧ加㸸ᨭࣔࢹル
のᵓ⠏（学⾡研究ຓᡂ金業ࠊ
ᣮᡓⓗⴌⱆ研究） 

 
 
 
（4）⎔太ᖹὒ大学㛤ദのⱥㄒ村
  （ࣉャン࢟・ࣗࢩࢵࣜࢢン）
 のᣦᑟࢺン࣋
ࢩࢵࣜࢢンスෆのࣃャン࢟（5）
 㐠ႠࡧンのタႠཬࢰ・ࣗ

 
（6）⎔太ᖹὒ大学 ICT研ಟ 
 

 
 
 
 
ᖹᡂ 25 年ࠥ
27年 
 
ᖹᡂ 26 年ࠥ
29年（年 2ᅇ） 
 
 
ᖹᡂ 26 年㹼
29年 3᭶ 
 
 
 
 
 
ᖹᡂ 26年ࠥ
29年（年㸰ᅇ） 
 
ᖹᡂ 26年 4᭶
ࠥ29年 3᭶ 
 
ᖹᡂ 28年㸵
᭶ 

 
 
 
 
⎔太ᖹὒ大学のオ࣮ࣉン࢟ャンࣃスࠕࠊ࡚ⱥㄒࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ン࡚ࠖ࠸ࡘのබ㛤授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 
ᗂඣ・ᑠ学ᰯ⏕ᑐ㇟のⱥㄒࡓ࠸⏝ࢆయືࢆかすࡸ࣒࣮ࢤḷの講師ࠋ
ᴦしࡃάືしࠊࡘࡘⱥㄒぶしࡳⓎ㡢ࡸ༢ㄒࡸㄒ㡰ࢀ័ぶしࢤࡴ
 ࠋࡓ介し⤂ࢆ࣒࣮
 
බ❧ᑠ中学ᰯおࡿࡅゝㄒᨭάື（ⱥㄒ）ࢆᢸᙜࠋ⎔太ᖹὒ大学
℩ࠊ㉥岩ᕷࠊᆅᇦ（岡山┴の岡山ᕷࢆ⏕ㅖᅜの学ࢪ学中の␃
ᡞෆᕷ）のබ❧学ᰯ࡛ⱥㄒࢆࡓࡗゝㄒᨭのάືࡸᅜ㝿⌮ゎᨭ
のάືࠋࡓࡗ⾜ࢆ研究௦⾲⪅㸸江原智子ࠊඹྠ研究⪅ 
井ୖ聡ࠊン࢛࢘・࣮ࢽࢯルࠊࣗࢩ㛗野┿ࠊᑠᔱ㝯ᏹࠊオチャン
テ・カルロス 
 
ඣ❺・⏕ᚐࢆᑐ㇟ⱥㄒάື（ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡸ࣒࣮ࢤ）の講師ࢆ
 ࠋᢸᙜࢆⱥㄒάືのᣦᑟࡧの研ಟ⏬ཬࣇࢵࢱ学⏕スࠋࡓࡵົ
 
オ࣮ル・ン࡛ࣗࢩࢵࣜࢢ学⏕ྠኈࢆスࡀࣇࢵࢱὶ࡛ࠊࡿࡁⱥㄒ
 （太ᖹὒ大学⎔）ࠋᢸᙜࢆ㐠Ⴀࠊ間・ሙのタႠ✵ࡿࡏάかࢆ
 
学ෆおࡿࡅⱥㄒ教育ᣦᑟ᪉ἲ Google apps for education άࢆ
⏝すࡿ研ಟࢆᢸᙜࠋ（ㄒ学講師ᑐ㇟） 

 
㸲 ࡑの 
 
（1）ᅜ㝿ὶࢭン࣮ࢱဨ 
 
 
（2）ⱥㄒス࣮ࣆチࢥンテスࢺᑂᰝ

ဨ 
 
（3）教職ㄢ⛬ጤဨဨ 
 
 
（4）学⾡研究ᨭጤဨおࡿࡅ
ⱥㄒチࢡࢵ࢙ಟ正 

 
（5）FD ጤဨဨ 
 
 
（6）大学 HP のⱥㄒ∧のᰯ正ࠋ 

 
 
 
ᖹᡂ 23 年㹼4
᭶㹼29年 3᭶ 
 
ᖹᡂ 24年 2᭶ 
 
 
ᖹᡂ 24年 4᭶
㹼26年 3᭶ 
 
ᖹᡂ 25年 4᭶
㹼29年 3᭶ 
 
ᖹᡂ 27年 4᭶
㹼28年 3᭶ 
 
ᖹᡂ 27年 9᭶ 
 

 
 
 
学ෆのᅜ㝿ὶ࣋ンࢺ⏬ࠊᾏእ研ಟࠊ␃学学⏕の๓研ಟᢸᙜࠋ
TOEIC テスࠋ╩┘ࢺ 
 
大学࡛ࠊ高ᰯ⏕ᑐ㇟のⱥㄒス࣮ࣆチࢥンテスࡑࠊ࠸⾜ࢆࢺのᑂᰝဨ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆỴᐃしຓゝࢆ⪅㈹ཷࠊᢸᙜし࡚ࢆ
 
ⱥㄒචチྲྀᚓ学⏕の介ㆤ➼య㦂ࡸ教育ᐇ⩦の๓ㄝ明ᢸᙜࠊ教育
ᐇ⩦๓ᚋᣦᑟࡸᐇ⩦学ᰯゼၥの⏬ࠋ࠺⾜ࢆ 
 
大学紀せおࡿࡅㄽᩥのⱥㄒࢺࢱルࠊᴫせのⱥㄒチࢆࢡࢵ࢙ᢸᙜ
しࠊಟ正ࢆᣦᑟしࠋࡓ 
 
学ෆの FD  ࠋࡓࡗ⾜ࢆබ㛤し࡚研ಟࢆⱥㄒ⛉ᣦᑟ授業特ࡣ࡛
 
 
大学のⱥㄒ∧ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍のチᰯࢡࢵ࢙正 
（http://www.ipu-japan.ac.jp/global/spanish/index.html） 
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http://www.ipu-japan.ac.jp/global/spanish/index.html


研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

 
ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 

༢ⴭ 
ඹⴭ 
のู 

Ⓨ⾜年
᭶ 

 
ฟ∧♫ཪࡣⓎ⾜㞧ㄅ

➼のྡ⛠ 

 
ᴫ せ 

1 岡山┴お࣮ࣗࢽࡿࡅカマ

࣮の子ࡶの教育ᐇែ㸫⥲♫

ᕷのㄪᰝࢆ元㸫 

༢ⴭ ᖹᡂ 24

年 3 ᭶ 

 

 

 

 

 

 

⎔ 太 ᖹ ὒ 大 学 紀 せ

2013 年➨ 7 ྕ 

pp.205-211 

 

岡山┴の࣮ࣗࢽカマ࣮ᩘࡀⴭし࠸⥲♫
ᕷࢆㄪᰝのᑐ㇟しࠊᑠ学ᰯ中学ᰯ
㏻࠺᪥⣔のࢪࣛࣈル人࣌ࡸル࣮人の教
育ᐇែࢆㄪࠋࡓㄪᰝ࡛ࡣ᪥本ㄒの⩦ᚓ
ၥ㢟ࡀᏑᅾしࠊ᪥本ㄒຊࡀ༑ศ㌟ࡘ
ศࡀࡇ࠸なࡃᑡなࡀ子౪࠸な࠸࡚࠸
かࠋࡓࡗ 
 

 
2 እᅜㄒάືࡿࡼᑠ学⏕の
ࡿᑐすンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ືᶵ࡙ࡅのኚ 
 
 

 
ඹⴭ 
 

 
ᖹᡂ 24
年 3 ᭶ 
 

 

 

 

 

 
⎔太ᖹὒ大学紀せ➨ 6
ྕ（pp183–190） 
 

 
ᑠ学⏕ࢆᑐ㇟␗ᩥάືࢆ㏻しࡓእ
ᅜㄒάືࢆᐇしࡓෆᐜ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠋ
ⱥㄒࡿࡵ高ࢆࡅᶵ࡙ືࡿᑐすンࣙࢩ
άືのෆᐜᣦᑟ᪉ἲ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 
ඹⴭ⪅㸸ᕝᓮ由ⰼࠊオチャンテ・カルロ
ス 
ᢸᙜ部ศ㸸ᐇ㊶ⓗな␗ᩥయ㦂ࡣᑠ学ᰯ
እᅜㄒάືお࡚࠸の࠺ࡼなᙺࢆ
ᯝࡓすのかࢆ㔞ⓗㄪᰝࢆᚓ࡚ࠊศᯒしࠊ
ᇳ➹  pp185㸫188 
 

3 እᅜ人高ᰯ⏕ࢆᛂすࡿ

 のᣮᡓࡾࡃ࡙ࡳ⤌

 
 

ඹⴭ 
 

ᖹᡂ 25

年 2 ᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 学研究ンテࣛ࣎

Vol.14  

（12 㡫 
（pp:45㹼56） 

本ㄽࡣእᅜル࣮ࡘࡶࢆࢶⱝ⪅ࡀタ❧
しࡓ NPO のάືᐇ㊶ かࡽᚋ㍮ࢆᛂす
ቃ㐝ࡌྠࠊࡽࡀᐹしな⪄ࢆ⩏のពࡇࡿ
࡛育ࡓࡗඛ㍮ࡀᚋ㍮ࢆᛂすࡿ⤌ࡳ
እᅜ人ࡔᮍࠋࡓᥦしࢆ᪉ࡾのあࡾࡃ࡙
㐍学ࡎࢀࡉᨵ善ࡀ教育⎔ቃࡓࢀか⨨ࡀ
≦⌧࠸ከࡀ⏕እᅜ人高ᰯࡴ㐍㊰࡛ᝎࡸ
ࡾࢆ㞴ࡸのᑐヰのሙᚋ㍮ࠊ࡚࠸お
㉺ࠎᩘࡿ࠼のࣄンࢆࢺඛ㍮し࡚ᥦ౪
しࠋࡓ 
ⴭ⪅㸸Ώ㎶ マルࢭロࠊオチャンテ 村井 
ロ࣓ࢧルࢹࢭスࠊオチャンテ 村井 カル
ロスࠊᑠ島 ⚈美 2014 
 

 
4 ⱥㄒㄢእࣛࢡスおࡿࡅά
ືሗ࿌ ― EFL ⎔ቃお
高ࢆࡁのẼ࡙⩦ⱥㄒ学࡚࠸
 ― ࡳヨࡿࡵ
 

 
ඹⴭ 
 

ᖹᡂ 26
年 3 ᭶ 
 

 

 

 

 

 

 

⎔太ᖹὒ大学研究紀
せ ➨ 8 ྕ
（pp.203-210） 
 

TOEIC のⱥㄒෆᐜࢆศᯒしࠊຠᯝⓗな
ᑐ⟇ᣦᑟἲࢆㄽࠋࡓࡌⱥㄒከㄞ教ᮦࡸ
ICT ᐇࡓࡗᅗࢆୖྥຠ⋡࡚࠸⏝ࢆ
㊶ⓗな研究ࢆᥦࠋⱥㄒ⛉のㄢእάື
お࡚࠸ຠᯝࡀあࠊࡾICT ά⏝ⱥㄒ⛉の
ෆᐜ ICT ά⏝ࢆ㛵㐃࡚ࡅㄽࠋࡓࡌ 
ඹⴭ⪅㸸オチャンテ・カルロスࠊᑠᔱ㝯
ᏹࠊ江原智子ࠊ 
ᢸᙜ部ศ㸸ⱥㄒᣦᑟෆᐜࠊICT 教育ࢆ
άかしࡓࢆ⪃ᐹしࠊの࠺ࡼな学⩦
ෆᐜࡀᡂᯝし࡚ฟ⌧しࡓかࢆㄽࡌᇳ
 pp208㸫210ࠋ➹
 

 
5 ESL ࡿࡅおスࣛࢡ T.A.ࣉ
ロ࣒ࣛࢢᑟධのᚲせᛶ̿⎔太
ᖹὒ大学のㄪᰝࢆᇶ̿  
 

 
ඹⴭ 

 
ᖹᡂ 26
年 3 ᭶ 
 

 
⎔太ᖹὒ大学紀せ➨ 8
ྕ（pp㸸193-200） 
 

 
ESL（➨ゝㄒし࡚のⱥㄒ）⛉目࡛
T.A.ࢆά⏝しࠊヰ中ᚰのⱥㄒෆᐜのຠ
⋡ཬࡧⱥㄒຊྥୖの㛵㐃ࢆㄪᰝࠋ㔞
ⓗㄪᰝお࡚࠸ T.A.のᙺࡀ授業ෆᐜ
のな⌮ゎࡘなࡀࡇࡿࡀぢࢀࡽ
 ࠋࡓ
ඹⴭ⪅㸸オチャンテ・カルロスࠊンࢯ
 ࣗࢩル࢛࢘・࣮ࢽ
ᢸᙜ部ศ㸸➨ゝㄒし࡚のⱥㄒᣦᑟ
テ࣮チャ࣮⿵ຓ⪅（T.A.）ࡀⱥㄒ学⩦
⩦学ࠊࡾあ࡛⬟ྍࡀなᨭ࠺ࡼの⪅
⪅かࡽのෆᐜⓗࣉロ࣮チࡶ࡚࠸ࡘ
ㄽࡌᇳ➹ࠋpp194㸫198 
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6 ESL ࡿࡅおスࣛࢡ E-ࣛ
ࡿ㛵すࡳ⤌ࡾのྲྀࢢンࢽ࣮
ሗ࿌書 ― ⎔太ᖹὒ大学࡛࢘
ࣈ࢙ 2.0 ᑟධのྲྀࢆ―ࡳ⤌ࡾ
ᇶ ― 
 

 
ඹⴭ 

 
ᖹᡂ 27
年 3 ᭶ 
 

 
⎔太ᖹὒ大学研究紀
せ ➨ 9 ྕ
（pp.207-213） 
 

 
ICT・࣓ࣜࢹテ࣮ࣛࢩのᑟධᐇ㊶
⏝άࢆGoogle for Educationࠖࠕࠋศᯒࢆ
し࣓ࣜࢹテ࣮ࣛࢩのྥୖⱥㄒᐇ
㊶ෆᐜし࡚ᩥ書సᡂࡸㄢ㢟Ⓨ⾲ࢹࢆ
ル࣮ࢶࢆⱥㄒࠋࡓࡗ⾜ルな᪉ἲ࡛ࢱࢪ
し࡚ሗࣜテ࣮ࣛࢩᣦᑟࢡ࠺⾜ࢆロ
スカ࣒ࣜࣛࣗ࢟なຠᯝࡀぢࠋࡓࢀࡽ 
ඹⴭ⪅㸸オチャンテ・カルロスࣙࢪࢢࠊ
ン・ルࢡࢵ 
ᢸᙜ部ศ㸸➨ゝㄒし࡚のⱥㄒお࠸
ⱥㄒάࡓࡗᢅࢆ࣮ࢩテࣛࣜࢹ࣓࡚
ືのᐇ㊶ࢆあࠊࡆの࠺ࡼな学⩦ຠᯝ
pp207㸫ࠋ➹ᇳ࡚࠸ࡘかࡿࢀࡽᚓࡀ
209 
 

 
7 ゝㄒ学⩦おࢽ࣮ࣛࡿࡅン
スの㔜せᛶ 㸫᪥本࣮࣌ス・ࢢ
  㸫ᇶࢆ香 の
 

 
ඹⴭ 

 
ᖹᡂ 27
年 3 ᭶ 
 

 
⎔太ᖹὒ大学紀せ➨ 9
ྕ（pp.135-140) 
 

 
ⱥㄒの 4㡿ᇦす࡚おࡿࡅຠᯝⓗな学
ಟの ICT・࣓ࣜࢹテ࣮ࣛࢩのᑟධ
ᐇ㊶ࢆ᪥本࡛ࢪẚ㍑ศᯒしࠋࡓ
ⱥࡓά⏝しࢆGoogle for Educationࠖࠕ
ㄒ学⩦お࡚࠸యⓗな学ࡀࡧᐇ㊶࡛
⪄ࢆスの㔜せᛶ࣮࣌ス・ࢢンࢽ࣮ࣛࡿࡁ
ᐹしࠋࡓ 
ඹⴭ⪅㸸オチャンテ・カルロスࣙࢪࢢࠊ
ン・ルࢡࢵ 
ᢸᙜ部ศ㸸ⱥㄒおࡿࡅయⓗな学ࡧ
おࢽ࣮ࣛࡿࡅンࢢス࣮࣌スのᙺࡘ
ຠᯝᣦᑟࡽࡀなࡆᣲࢆලయࠊ࡚࠸
 pp135㸫137ࠋ➹ᇳ࡚࠸ࡘ
 

 
8 ␃学⏕ࡿࡼ学ᰯᨭࣛ࣎
ンテのྲྀࡳ⤌ࡾ 
̿ ᑠ学ᰯおࡿࡅᅜ㝿ὶ
学ࡿᑐす❺ゝㄒᑡᩘὴඣ
⩦ᨭ ̿ 

 
ඹⴭ 

 
ᖹᡂ 30
年 3 ᭶ 

 
⎔太ᖹὒ大紀せ➨ 12
ྕ（301̺306） 

 
␃学⏕学ᰯᨭࣛ࣎ンテのཧ
加ಁࢆし㸪␃学⏕ࡀᆅᇦ♫㛵ࡿࢃᶵ
のᣑ大ࢆᅗࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗのなάືෆ
ᐜࡣ㸪ᑠ学ᰯおࡿࡅᅜ㝿ὶάື㸪
ゝㄒᑡᩘὴඣ❺ᑐすࡿ学⩦ᨭ࡛あ
のࡽ⮬ࡀ⏕㸪（㸯）␃学ࡣ㸪άື目ⓗࡾ
ᣢࡘ知㆑ࡸ⬟ຊࢆάかし࡚ᆅᇦ♫
㈉⊩すࡇࡿ㸪（㸰）␃学⏕⮬㌟のᡂ㛗
のᶵすࡇࡿ㸪の㸰Ⅼ࡛あࠋࡿάື
㸪ᆅᇦ࡚ࡗな口❆ࡀ㸪大学ࡣ࡚࠸お
の教育ጤဨཬྛࡧ学ᰯ㸪␃学⏕ࢆ⧅
ࡀ⏕㸪␃学ࡶすࡓᯝࢆᙺࡄ
ࢆのᨭࡽᚋ᪉か࠺ࡼࡿࡁάື࡛
 ࠋࡓࡗ⾜
ඹⴭ⪅㸸㛗野 ┿ࠊ江原 智子㺂࢛࢘ル
 ࣮ࢽࢯン ࣗࢩ
ᢸᙜ部ศ㸸ᑠ学ᰯおࡿࡅᅜ㝿ὶάື 
 pp302-303ࠋ➹ᇳࢆᐹ⪄࡚࠸ࡘ
 

 
9 බ❧学ᰯおࡿࡅⱥㄒάື
 ࡳ⤌ࡾὶのྲྀᩥ␗
 

 
ඹⴭ 
 

 
ᖹᡂ 30
年 6 ᭶ 
 
 

 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教
育学部ࢪャ࣮ࢼル➨
㸯 ᕳ ➨ 4 ྕ
（pp.105-112) 
 
 

 
中学ᰯの教⛉ⱥㄒ大学の␃学⏕ࡀゝ
ㄒᨭάືືࠊ࠸⾜ࢆᶵ࡙ࡅのኚࢆㄪ
⏕の␃学ࢪ࠸高ࡀⱥㄒຊࠋ研究ࡓ
ධࡾྲྀࢆάືࡓかし⏕ࢆᅜのᩥ⮬ࠊࡣ
ᩥ␗ࡓ㏻しࢆⱥㄒ⏕中学ࠊ࡛ࡇࡿࢀ
⌮ゎࡀᐇ⌧ࠋࡓࡏࡉ 
ඹⴭ⪅㸸オチャンテ・カルロスࠊンࢯ
 ࣗࢩル࢛࢘・࣮ࢽ
ᢸᙜ部ศ㸸 ゝㄒᨭのබ❧中学ᰯのᑐ
㇟ⱥㄒࣛࢡスᣦᑟἲホ౯࡚࠸ࡘ
のンࢺ࣮ࢣㄪᰝࡑࠊ࠸⾜ࢆのⱥㄒࣞ࣋
ルሗのᅇࠊศᯒ⪃ᐹࢆᇳ➹ࠋ
pp108-pp111 
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༢ⴭ 
ඹⴭ 
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10 ᐇ㊶ⓗなⱥㄒ࠺ᢅࢆカࣜ
㸫  ࡳ⤌ࡾのྲྀ࣒ࣛࣗ࢟
大学⏕のࡵࡓのࢱࢪࢹル・࣓
 ධ㛛㸫ࢹ
 

 
ඹⴭ 

 
ᖹᡂ 28
年 3 ᭶ 

 
⎔太ᖹὒ大学紀せ➨
10 㞟（pp.151-157) 

 
学ࢺࢡ࢙ࢪロࣉ࣮ࢩテࣛࣜࢹ࣓
 ࠋࡓࡵࡲࢆⱥㄒ教育のᡂᯝࡓࡗᢅࢆ⩦
ࢢロࣈし࡚᪉ἲࡿⓎಙすࢆࢹ࣓
のసᡂ࢟ࢻࢵ࣏ࡸャスࢺసᡂなのࣉ
ロࢺࢡ࢙ࢪᆺ学⩦ἲࢆㄽࠋࡓࡌ 
ඹⴭ⪅㸸オチャンテ・カルロスࣙࢪࢢࠊ
ン・ルࢡࢵ 
ᢸᙜ部ศ㸸ሗࣜテ࣮ࣛࢩⱥㄒ教育ࢆ
ⓗ࡛教࣒ࣛࣗ࢟ロスカࣜࢡࡔࢇ⤌ࡾྲྀ
⛉ᶓ᩿ⓗなᣦᑟἲのᡂᯝの㉁ⓗㄪᰝ
 pp151㸫155ࠋ➹ᐹしᇳ⪄࡚ࡗࡼ
 

 
11 ␃学⤒㦂⪅ࣛࢡスの㐠Ⴀ
ࡼᐹ  㸫学⏕お⪄ࡿ㛵す
 ㄪᰝ⤖ᯝ㸫ࡿᑐす教職ဨࡧ
 
 

 
ඹⴭ 

 

 
ᖹᡂ 29
年 3 ᭶ 
 

 
⎔太ᖹὒ大学紀せ➨
11 ྕ（pp.133-137) 
 
 

 
ᾏእのㄒ学␃学࡛⋓ᚓしࡓⱥㄒ⬟ຊ
ࡵࡲࢆのⱥㄒᣦᑟἲࡵࡓࡿᣢす⥔ࢆ
ⱥㄒのࠋࡓ 4 ᢏ⬟ࢆάかしࡓⱥㄒάືࢆ
㏻し࡚ࠊᑠ学ᰯ高学年の学⩦Ⓨ㐩ẁ㝵
ᛂࡓࡌ㐺ษなᣦᑟἲࢆ⪃ᐹしࠋࡓ 
ඹⴭ⪅㸸村ୖ一୕ࠊオチャンテ・カルロ
スࣙࢪࢢࠊン・ル࢛࢘ࠊࢡࢵル・ࣗࢩ
ン࣮ࢽࢯ 
ᢸᙜ部ศ㸸␃学ᖐᅜ⪅のㄒ学⬟ຊ⥔ᣢの
スࣛࢡのᑠ学ᰯⱥㄒᣦᑟᐇ㊶ࡵࡓ
のࣞ࣋ルศࡅのマ࣓ࢪࢿン࡚࠸ࡘࢺ
ᇳ➹ࠋpp135㸫136 
 

 
ࡿࡅお教ࢡࢵࣜࢺカࠕ12
ከゝㄒ・ከᩥ⎔ቃのᐇែ 
㸫୕㔜┴ఀ㈡ᕷの㸫ࠖ 

 
ඹⴭ 

 
 

 
ᖹᡂ 29
年 9 ᭶ 
 

 
ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨ 7

㞟 pp.167-177 
 

 
᪥本のカࢡࢵࣜࢺ教࣮ࣗࢽカマ࣮
ࡓኚし࠺ࡼのࡽか࡚ࡁ࡚ࡗࡸࡀ
のかࢆㄽ࣮ࣗࢽࠋࡿࡌカマ࣮のቑ加ࡼ
のなࢧ࣑ࡣ教࡛ࡓከẸ᪘し࡚ࡗ
⾜ࡀከゝㄒ࡛⾜ࡿࢀࢃなᵝࠎなᑐ
ᛂᨭࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ本ㄽᩥ࡛ᑐ㇟
ࡲࢀࡇࡣ教ࢡࢵࣜࢺ㈡ᕷカఀࡓし
࡛ከᩥඹ⏕ࢆㄢ㢟Ⓨᒎし࣮ࢣࡓス
࡛あࠊࡾᡂຌ࡛ࡶあࠋࡿ 
ⴭ⪅㸸 オチャンテ 村井 ロ࣓ࢧルࢹࢭ

ス 
 

 
13 ࢆ授業ぢ学ࢺ࣮ࢣン
ᇶしࡓᑠ学ᰯのⱥㄒ教⛉
大学࡛のᣦᑟ̿≦⌧ࡓࡅྥ
ἲの授業の̿ࡵࡓ 
 
 

 
ඹⴭ 
 
 

 
ᖹᡂ 30
年 7 ᭶ 
 

 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教
育学部ࢪャ࣮ࢼル➨
㸯 ᕳ ➨ 5 ྕ
（pp.141-146) 
 

 
ᑠ学ᰯ 3・4 年⏕のࠕእᅜㄒάື 6・5ࠊࠖ
年⏕のࠕእᅜㄒࠖの⛣⾜ᮇ間のᐇែࢆ㋃
学ᰯ࡛ࠊ࡛ࡲ次ᮇ学⩦ᣦᑟせ㡿ࠊ࠼ࡲ
‽ഛすࡿㄢ㢟ࡀఱ࡛あࡿかࢆㄽࠋࡓࡌ 
ඹⴭ⪅㸸オチャンテ・カルロスࠊ⇃田ᒱ
子 
ᢸᙜ部ศ㸸ᑠ学ᰯࠕእᅜㄒάືࠖのᐇែ
ⱥ࡚࠸おබ❧中学ᰯࡓࡲࠋㄪᰝᐇࢆ
ㄒᑐすࡿព㆑ㄪᰝࢆᐇࠋンࢺ࣮ࢣ
のᅇࠊศᯒཬࡧ⪃ᐹしࠋࡓpp143-146 
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14 ᑠ学ᰯⱥㄒ教⛉おࡿࡅ
ၥ㢟ゎỴⓗな学⩦ἲ 
 

 
༢ⴭ 
 

 
ᖹᡂ 30
年 9 ᭶ 
 

 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教
育学部ࢪャ࣮ࢼル➨
㸯 ᕳ ➨ 㸵 ྕ
（pp.239-245) 
 

 
大学ⱥㄒ学⩦࡛⾜ࡓࡗၥ㢟ゎỴᆺの授
業ࠕProject Based Learning ࠊ介し⤂ࠖࢆ
ᑠ学ᰯのⱥㄒᣦᑟἲᛂ⏝ࢆヨࠋࡓࡳ
㸳・㸴年⏕࠺ᢅࡀⱥㄒの学⩦ၥ㢟ゎỴ
 ICT 教育のά⏝ࠕࡾࡼయⓗな学
授業ᣦᑟࡓ௬ᐃしࡿࡁ࡛⌧ᐇࡀࠖࡧ
 ࠋࡓᥦし࡚࠸ࡘのホ౯᪉ἲࡑ
 

 
15 ᑠ学ᰯⱥㄒ教⛉おࡿࡅ
㹇㹁㹒ࢆάかしࡓᣦᑟἲ 
 

 
ඹⴭ 
 

 
ᖹᡂ 30
年 9 ᭶ 
 

 
ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨
㸷㞟（pp.193-199) 
 
 

 
ᑠ学ᰯⱥㄒ⛉ᣦᑟἲのᐇࢆᅗࡓࡿ
ᣦᑟࡎࡲࠋࡓᥦしලయⓗࢆ⟇の᪉ࡵ
᪉ࡾᣦᑟのᅾࡿᅗࢆホ౯の一య
᪂学⩦ᣦᑟせ㡿࡛育ࡓࡲࠋࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘ
ᑠࡽࡉࠋࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘ㈨㉁⬟ຊࡿ࡚
学ᰯの ICT のᐇᢕᥱどᐹࠊ࠸⾜ࢆ教ဨ
の࣓ࣜࢹテ࣮ࣛࢩ⬟ຊ࡚ࡗࡼⱥ
ㄒᣦᑟおࡿࡅ ICT 㐠⏝ࡀ␗なࡇࡿ
 ࠋࡓࡗศかࡀ
ඹⴭ⪅㸸オチャンテ・カルロスࣙࢪࢢࠊ
ン・ルࢡࢵ 
ᢸᙜ部ศ㸸᪂学⩦ᣦᑟせ㡿࡛ồࡿࢀࡽࡵ
㈨㉁⬟ຊࠊ࡚࠸ࡘබ❧ᑠ学ᰯのእᅜㄒ
άືお࡚࠸の ICT 㐠⏝のᐇែᡂᯝ
 ࠋ➹ᇳ࡚࠸ࡘ
pp193㸫196 
 

 
16 ᑠ学ᰯⱥㄒ教⛉ᣦᑟἲ
おࡿࡅ⤮本のㄞࡳ⪺かࡏの᭷
ຠᛶ 
 

 
༢ⴭ 
 
 

 
ᖹᡂ 30
年12᭶ 
 

 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教
育学部ࢪャ࣮ࢼル➨ 2
ᕳ➨ 1 ྕ（pp.27-33) 
 
 

 
ᑠ学ᰯⱥㄒ⛉おࡿࡅඣ❺ᩥ学⤮本
のㄞࡳ⪺かࡏの᭷ຠᛶࢆㄪࠊ大学のⱥ
ㄒエࢡステンࣙࢩンࣛࢡス࡛ᶍᨃ授業
のᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆᑐ㇟学⏕㉁ⓗなㄪᰝ
教⛉書のඣ❺ᩥ学教ᮦࠊᯝ⤖ࡓࡗ⾜ࢆ
㐃ᖏࡓ࠸⏝ࢆ授業సࡀࡾ᭷ຠⓗなⱥㄒ
άືࡘなࡀࡇࡿࡀศかࢹ࣮ࣜࠋࡓࡗ
スࢭロࣉᣦᑟసᡂのࡧᣦᑟཬࢢン
 pp.27-33ࠋࡓ本✏࡛⪃ᐹしࡣ
 

 
17 ᑠ学ᰯおࡿࡅእᅜㄒᣦ
ᑟἲのྲྀࡳ⤌ࡾ I 
 

 
༢ⴭ 
 

 
ᖹᡂ 31
年 2 ᭶ 
 

 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教
育学部ࢪャ࣮ࢼル➨ 2
ᕳ➨ 2 ྕ（pp.75-82） 
 
 

 
ⱥㄒᑓ⛉教ဨእᅜㄒᣦᑟຓᡭ（ALT）
の༠ຊࢆᚓ࡚ⴭ⪅ࡶᣦᑟࡸ授業
సࡾなのᥦ㛵ࠋࡓࡗࢃ本✏࡛ࡑࡣ
のྲྀࢆࡳ⤌ࡾ㏙ࠊᑓ⛉教ဨእᅜㄒᣦ
ᑟຓᡭのᙺࢆᣲࠊࡆᑗ᮶ⓗⱥㄒᣦᑟ
࡚࠸お学⣭ᢸ任の⛣⾜ᮇ間ࡿࡓあ
のⱥㄒ‽ഛࡶ㏙ࠋࡿ本✏࡛ࠊࡣᑠ学ᰯ
ⱥㄒ授業のලయⓗなᐇ㝿ࢆศᯒしࡑࠊの
目ᶆᣦᑟホ౯ࢆ一యし࡚ᤊࡑࠊ࠼
のࡾ㏉࡛ࡾあࡿホ౯どⅬࢆᙜ࡚࡚ࠊ
ᑠ学ᰯ࡛のⱥㄒ⛉ᣦᑟἲのᐇࢆᅗ
 ࠋࡿす目ⓗࢆࡇࡿ
 

 
18 ⱥヰ授業おࠕࡿࡅ⮬ᑛ
ឤࢆ高ࡿࡵඹ᭷య㦂ࠖ㛵
すࡿㄪᰝ 
 

 
ඹⴭ 
 
 

 
ᖹᡂ 31
年 3 ᭶ 
 

 
ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨
10 㞟（pp.1-7) 
 

 
本✏࡛ࠊࡣⱥㄒス࣮࢟ࣆンࢢᐃࠊࡵ
ⱥࡿࡅおンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥの⪅
ㄒス࣮࢟ࣆンࢢ安᳨ࢆドしࠋࡓ⪃し
࣮࣡࣌ࠊᯝ⤖ࡓᅉ子ศᯒしࢆ㡯目ࡓ
ᐃᢎ⫯ࠕࡣ࡚࠸おࢡ࣮࣡ࣉル࣮ࢢࠊࢡ
ㄆ 安ᚰࠕࠊࠖ ࡚࠸お⾲スⓎࣛࢡᚷ㑊ࠕࠊࠖ
ᐃᢎㄆ⫯ࠕࡣ 㸪ࠖࠕᚓពࠖのᵓ㐀ࢆぢ࠸
安㸪ࢢン࣮࢟ࣆ㸪ⱥㄒスࡽࡉࠋࡓしࡔ
ᑐ人安ഴྥ㸪⮬ᑛឤ㸪⮬ᕫཷᐜ㸪
⪅ཷᐜの㛵㐃᳨ࢆウし㸪⪅かࡽのࣇ
࣮࣡ࣉル࣮ࢢࡿࢀࡽᚓࡀࢡࢵࣂࢻ࣮
  ࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀᛶ⬟ྍࡿ᭷ຠ࡛あࡀࢡ
ⴭ⪅㸸⇃田ᒱ子㸪岡村季光㸪オチャンテ・
カルロス 
 

人間－394



 
 

ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ 

 ඹⴭ 
 のู 

Ⓨ⾜年
᭶ 

 
ฟ∧♫ཪࡣⓎ⾜㞧ㄅ

➼のྡ⛠ 

 
ᴫ せ 

 
 （のࡑ）
 
教ဨචチ᭦᪂講ᗙ講師㸰ࢥマ
ᢸᙜ 
ⱥㄒᣦᑟἲ㈨ᩱ  

 
༢⊂ 

 
ᖹᡂ 24
年㹼29
年ẖ年
ᐇ 

 
⎔太ᖹὒ大学 
A4 ุ 10 㡫 

 
ⱥㄒ⛉ᣦᑟἲ␗ᩥ⌮ゎࡸ ICT 教育
のᑟධࡓࡗᢅࢆテ࣮マࢆ中ᚰ講ᗙࢆ
ᐇしࠋࡓẖ年 40 人ཷࡀ講しࠋࡓ 
 
 

人間－395



 

教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2 年 3᭶ 31 ᪥ 

  Ặྡ 高橋 千香子  

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

 ᚰ⌮学  ⮫ᗋᚰ⌮学ࠊ⢭⚄ศᯒ学ࠊ教育ᚰ⌮学ࠊ♫⚟♴学（ඣ❺⚟♴） 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

㸯）ྛ༢元⤊ᑠテスࢺのᐇ 

ᖹᡂ 26

年 4᭶

㹼ᖹᡂ

31年 3

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部ᗂඣ教育学⛉

おࠕࡿࡅಖ育のᚰ⌮学ࠖࠕಖ育のᚰ⌮学ϩࠖࠕ教育ᚰ⌮

学ࠖおࠊ࡚࠸し࡚子ࡶのᚰ⌮Ⓨ㐩㛵すࡿ知㆑

ࠊྛࡵࡓࡿࡏࡉ╔ᐃࢆ ༢元ࡀ⤊すࡿẖᑠテスࢆࢺᐇ

し࡚ࠋࡿ࠸ 

㸰）ẖᅇの授業のࡾ㏉ࢆࡾά⏝しࡓ授業ᐇ㊶ 

ᖹᡂ 26

年 4᭶

㹼令和

2年 3᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部ᗂඣ教育学⛉

おࠕࡿࡅᚰ⌮学ࠖࠕಖ育のᚰ⌮学ࠖࠕಖ育のᚰ⌮学ϩࠖ

ዉⰋ学ᅬ大学人間教ࠊ教育ᚰ⌮学ࠖࠕಖ育┦ㄯᨭࠖࠕ

育学部おࠕࡿࡅಖ育┦ㄯᨭࠖࠕಖ育のᚰ⌮学ϩࠖの

授業おࠊ࡚࠸ẖᅇ授業の᭱ᚋࡾ㏉ࢆࡾ記ධࠊࡏࡉ

Ⰻࡀෆᐜࠋࡿ࠸㏉༷し࡚次の授業࡚ࢀධࢆࢺン࣓ࢥ

かࡶࡓࡗのࡣ࡚࠸ࡘ次の授業の㛤ጞ⤂介すࡇࡿ

ࡿࢀࡽࡵ῝ࢆの⌮ゎ学⩦ෆᐜࡾ㏉ࡾ๓ᅇのࠊ࡛

 ࠋࡿ࠸ᕤ夫し࡚࠺ࡼ

 

㸱）ࡶࢆしࢢࡓル࣮ࢹࣉスカࣙࢩࢵンお

 ㊶Ⓨ⾲のᐇࡧࡼ

ᖹᡂ 26

年 4᭶

㹼令和

2年 3᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部ᗂඣ教育学⛉お

ಖ育のᚰ⌮学ࠕࡿࡅおዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部ࡧࡼ

ϩࠖࠕಖ育┦ㄯᨭࠖの授業おࠕࠊ࡚࠸ಖ育のᚰ⌮学

ϩ࡛ࠖࡣ子ࡶの⏕άࡸᑐ人㛵ಀのሙ㠃ࠕࠊಖ育┦ㄯᨭ

࡛ࠖ のලయ࡚࠸ࡘのᑐᛂሙ㠃ぶ子㛵ಀࡸ⪅ಖㆤࡣ

ⓗなࢆከ⏝し࡚1ࠋࡿ࠸人࡛⪃ࡿ࠼間ࢆタࡓࡅᚋࠊ

㞄ྠኈあࡣ࠸ࡿᑠࢢル࣮ࣉศかࢹ࡚ࢀスカࣙࢩࢵ

ンࠊࡏࡉⓎ⾲ࠊ࡛ࡇࡿࡏࡉᛮ⪃ຊࡸᑐᛂຊࢆ㣴ࡇ࠺

 ࠋࡿ࠸し࡚目ⓗࢆ

 

㸲）ロ࣮ルࣞࣉのᐇ㊶ 

ᖹᡂ 26

年 4᭶

㹼令和

2年 3᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部ᗂඣ教育学⛉お

ಖ育┦ㄯᨭࠖの授ࠕዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部のࡧࡼ

業おࠊ࡚࠸ᇶ本なࡿカ࢘ンࣜࢭンࢢのᇶ♏知㆑ࢆ学

ࣞࣉロ࣮ルࡓ࠸⏝ࢆのᡭἲ⩦₇ࢢンࣜࢭン࢘カࠊࡵࡓࡪ

ヰすᙺࠊࡾな⤌㸰人一ࡣලయⓗࠋࡿ࠸ᑟධし࡚ࢆ

┦ࢆጼໃࠖ࠸かな⫈ࠊጼໃࡃ⫈ࠕ࡚ࢀศかᙺࡃ⪺

ࢀࡒࢀࡑࠊᚋࡔࢇ学ࢆഴ⫈のᇶ本ࠖࠕࠊࡾࡓࡏࡉయ㦂

のᢏ⾡ࢆロ࣮ルࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉࣞࣉᐇᚋࢀࡒࢀࡑࠊの

ᙺ࡚ࡌ₇ࢆලయⓗࡾ㏉ࢹࡽࡉࠊࡾスカࣙࢩࢵ

ンࢱ࣓ࠊ࡛ࡇࡿࡏࡉㄆ知ࢆ㈿άࠊࡏࡉ⌮ゎࡏࡉࡵ῝ࢆ

 ࠋࡿ࠸࡚

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

㸯）ࢥンࢺࢡࣃ∧ಖ育⪅㣴ᡂࢬ࣮ࣜࢩ ᪂∧ ಖ育

のᚰ⌮学ϩ 

ᖹᡂ 30

年 3᭶ 

ಖ育ኈ㣴ᡂのᚲ㡲⛉目࡛あࠕࡿಖ育のᚰ⌮学ϩࠖᑐᛂ

しࡓテ࢟ス࡛ࢺあࠊࡾᖹᡂ 29年࿌♧のせ㡿おࡧࡼᣦ㔪

のᨵゞࢆᫎしࡓෆᐜなࠋࡿ࠸࡚ࡗ 

┘ಟ⪅㸸㇂田㈅බࠊ▼橋ဴᡂ ⦅ⴭ⪅㸸⚟田┿ዉࠊ西

᪉Ẏ A5∧145ࠊ㡫 

ඹⴭ⪅㸸ఀ⸨ுࠊᑠ原子ࠊᕝ口ࠊࡳࡄࡵᑠụࡿࡣかࠊ

బࠎ木┿࿃ࠊ高岡昌子ࠊ高橋千香子ࠊ㇂┿ᘪࠊ西᪉Ẏࠊ

㛗㇂ᕝ┤子ࠊ⳻田博之ࠊ⚟田┿ዉࠊ山口昌 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨㸲章 子ࡶ㞟ᅋಖ育⪅のຓ（P33

㹼40）子ࡶ㞟ᅋの特ᛶࠊ㞟ᅋ⏕άのⓎ㐩ຓࠊ㞟ᅋ

㞟特ࠋࡿ࠸࡚ࡵࡲ࡚࠸ࡘのᨭࡶ子࠸なࢀධ

ᅋ⏕άお࡚࠸ᇵࡿࢀࢃ༠ྠᛶࡸ㐨ᚨᛶࠊつ⠊ព㆑ᑐ

すࡿಖ育⪅のᮃࡲし࠸ຓのあࡾ᪉࡚࠸ࡘ㔜Ⅼⓗ

㏙ࠋࡓ 

人間－396



㸰）ࢬ࣮ࣜࢩ知のࡾࡺかࡈ ಖ育のᚰ⌮学 
ᖹᡂ 31

年 4᭶ 

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬ࠕಖ育のᚰ⌮学ࠖࠊᗂ⛶ᅬ教ㅍ㣴ᡂㄢ⛬

ࠖ⛬学⩦の㐣ࡧᚐのᚰ㌟のⓎ㐩ཬ⏕ࡧඣ❺ཬࠊᗂඣࠕ

ᑐᛂしࡓテ࢟ス࡛ࢺあࠋࡿ 

⦅ⴭ⪅㸸青木紀久௦ B5∧192ࠊ㡫 

ඹⴭ⪅㸸青木紀久௦ࠊ▼井正子ࠊ大ᅧࡁࡺのࠊ∦山ఙ子ࠊ

加⸨㑥子ࠊ金子恵美子ࠊ金智美ࠊ高橋千香子ࠊᐩ田㈗

௦子ࠊ中村ᾴࠊᖹᬗ子ࠊ⣽野美ᖾ୕ࠊዲຊࠊ矢野由ె

子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 11章 ஙᗂඣの学ࢆࡧᨭࡿ࠼ಖ育

（P172㹼185） ➨ 1⠇࡛ࠕ㣴ㆤ教育ࡀ一యⓗᒎ㛤

すࡿಖ育࡚ࠖ࠸ࡘㄝ明しࠊ➨ 2⠇࡛学ࡧのⱆ⏕ࢆ࠼ᨭ

ࠋ᭱ࡓㄝ明しࡽࡀな࠸⏝ࢆ࡚࠸ࡘಖ育ࡿ࠼ ᚋの➨

3⠇࡛ࡣಖㆤ⪅のᨭ࡚࠸ࡘ㏙ࠊಖㆤ⪅の㐃ᦠ

 ࠋࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘ༠ຊのᚲせᛶࡸ

 

㸱）ࢬ࣮ࣜࢩ知のࡾࡺかࡈ 子ࡶᐙᗞᨭのᚰ⌮

学 

令和元

年 8᭶ 

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬の᪂し࠸ᚲಟ⛉目ࠕ子ࡶᐙᗞᨭのᚰ

⌮学ࠖᑐᛂしࡓテ࢟ス࡛ࢺあࠋࡿ 

⦅ⴭ⪅㸸青木紀久௦ B5∧192ࠊ㡫 

ඹⴭ⪅㸸青木紀久௦ࠊ▼井正子ࠊ大ᅧࡁࡺのࠊᑠᔱ⋹子ࠊ

∦山ఙ子ࠊ加⸨㑥子ࠊ金子恵美子ྂࠊᚿࠊࡳࡄࡵⳢ野ᖾ

恵ࠊ高橋千香子ࠊṊ田（භゅ）ὒ子ࠊ⣽野美ᖾ୕ࠊዲຊࠊ

矢野由ె子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸࣒ࣛࢥղࠕಖ育ᡤࡣ㈋ᅔၥ㢟の᭱๓⥺ࠖ

（P113） ᪥本の子ࡶの㈋ᅔ⋡の高࡚࠸ࡘࡉㄝ明

しࠊಖ育ᡤࡀᢸ࠺ᙺ࡚࠸ࡘ㏙ࠋࡓ 

 

㸲）子ࡶᐙᗞ⚟♴ᑓ㛛職のࡵࡓの子育࡚ᨭධ㛛 
令和元

年 5᭶ 

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬の᪂し࠸ᚲಟ⛉目ࠕ子育࡚ᨭ 子ࠕࠖ

ࢺス࢟テࡓᑐᛂしࠖ♴⚟ᐙᗞࡶ子ࠕᐙᗞᨭㄽࠖࡶ

࡛あࠋࡿ 

⦅ⴭ⪅㸸ᡯ村⣧ࠊⰪ野松次㑻ࠊ᪂ᕝὈ弘ࠊᐑ野安治 B5

 176㡫ࠊ∧

ඹⴭ⪅㸸大ᚓ史ࠊ山本智ஓࠊ㛵㇂ࡳのࠊࡪᡯ村⣧ࠊ本

田和㝯ࠊᐊ㇂雅美ࠊᐑ野安治ࠊ᪂ᕝὈ弘ࠊ安田ㄔ人ࠊᑠ

山㢧ࠊΏ㑔一ࠊ山本由紀子ࠊ吉弘῟一ࠊ⸨井裕子ࠊᑎ

田ᜤ子ࠊ☾部美Ⰻࠊ高橋千香子ࠊᕝ口ࠊࡳࡄࡵ久ಖ木ு

子ࠊ西井典子ࠊⰪ野松次㑻ࠊሯ本ᖾࠊ大㇂由紀子ࠊᴮ

本祐子ࠊ㣤島ோ美ูࠊᡤᓫࠊ山本ᒎ明ࠊᰩ山┤子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 17章 ಶ人㠃ㄯࠊ᠓ㄯおࡿࡅ子

育࡚ᨭ（P133㹼138） ಖ育ኈの⾜࠺ಶ人㠃ㄯの✀㢮ࠊ

ᇶ本㡯ࠊ␃ពⅬࠊ࡚࠸ࡘࢆᘬ⏝しࡘࡘゎㄝしࠋࡓ 

 

㸳)ಖ育ኈࢆ育࡚ࡿճ子ࡶの⌮ゎຓ 
令和 2

年 3᭶ 

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬の᪂し࠸ᚲಟ⛉目ࠕ子ࡶの⌮ゎ

ຓࠖᑐᛂしࡓテ࢟ス࡛ࢺあࠋࡿ 

⦅ⴭ⪅㸸大ἑ裕ࠊ⸨田久美 A5∧148ࠊ㡫 

ඹⴭ⪅㸸⥤野㕥子ఀࠊ⸨ுࠊ大㈡恵子ࠊ大ἑ裕ࠊ加⣡史

章ࠊ⇃㇂㈼ࠊబ⸨∾子ࠊ高岡昌子ࠊ高橋千香子ࠊ㇂┿ᘪࠊ

␜㖭美⳯ࠊ根ὠ知ె子ࠊ野ᮎ⚽ࠊ⸨田久美ྂࠊ橋┿紀

子ࠊ村山久美ࠊ山本㝧子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 11章 子育࡚ᨭ・ᐙᗞᨭ子

のᨭの㔜せゎ（P89㹼96） ㏆年の子育࡚ᐙᗞ⌮ࡶ

ᛶの高ࠊࡾࡲ子育࡚ᐙᗞᨭࡿࡅ子ࡶ⌮ゎຓ

のあࡾ᪉ࠊ࡚࠸ࡘࢆᘬ⏝しࡘࡘゎㄝしࠋࡓ 

 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

㸯）ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学᥇⏝ࡿࢀࡉ㝿の学㛗ホ

౯ 

ᖹᡂ 25

年 3᭶ 

学㛗18ࠊࡾࡼ年࠺࠸㛗ࡾࡓࢃࡁඣ❺ᚰ⌮┦ㄯのᐇ㊶

⤒㦂ࠕࠊࡣࡇࡿ࠸࡛ࢇ✚ࢆಖ育のᚰ⌮学ࠖࠕಖ育┦ㄯ

ᨭࠖなの⛉目おࠊ࡚࠸⌧ሙのồࡿࡵಖ育⪅ࢆ育ᡂ

すࡿのࢃࡉࡩし࠸人ᮦ࡛あࠊࡇࡿ▷ᮇ大学部のᆅᇦ

㈉⊩業の一࡛ࡘあࡿ子育࡚ᨭ業の㈉⊩ࡶᮇᚅ

大学の学⏕┦ㄯࠊ᭷しࢆᗋᚰ⌮ኈ㈨᱁⮫ࠊࡇࡿࡁ࡛

ᐊカ࢘ン࣮ࣛࢭの⤒㦂ࡶ᭷すࡇࡿかࠊࡽ▷ᮇ大学部の

学⏕ᨭおࡶ࡚࠸㈉⊩ࡀᮇᚅ࡛ࡿࡁホ౯ࠋࡓࢀࡉ 

 

人間－397



㸰）学⏕ࡿࡼ授業ホ౯の⤖ᯝ 

ᖹᡂ 26

年 4᭶

㹼ᖹᡂ

31年 3

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部の学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢣ

ᖹᡂࠊの⤖ᯝࢺ࣮ 30年度の学⏕ࡿࡼ授業ホ౯（満Ⅼ

ಖ育のᚰ⌮学ϩࠕࠊࡣ（4.0 教育ᚰ⌮学ࠕࠊ3ࠖ.79 3ࠖ.56

࡛あࠋࡓࡗ⮬由記㏙ࠕࡣಖ育のᚰ⌮学ϩ࡛ࠖࠕࡣ子

知ࢆࡇࡿ࠸㛵ಀし࡚ࡃࡁ大ࡀᚰの≧ែࡣのᡂ㛗ࡶ

㛵人ࠊࡾ㏉ࡾࢆศ⮬ࠕࡣ教育ᚰ⌮学࡛ࠖࠕࠊࠖࡓࡗ

ࡓ学ࢇࡉࡃࡓࢆࡇᚲせな࡛ୖࡿࢃ なࠖの記㏙ࡀあ

ࡿなࡵࡓࠕࠖࡓࡗすかࡸࡾศかࡶ࡚ࠕࡶࡽࡕࠊࡾ

ヰࡀከかࠖࡓࡗ➼のホ౯ࢆᚓࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 

 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

㸯）ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部おࡿࡅ

ᗂඣ教育講ᗙの講師 

ᖹᡂ 26

年 8᭶ 7

᪥ 

 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部ദのᗂ⛶ᅬࠊಖ育ᡤࡶࡇࠊ

ᅬࠊᑠ学ᰯ教ㅍࠊ特ูᨭᢸᙜ教ဨࢆࡽᑐ㇟しࡓᗂඣ

教育講ᗙおࠊ࡚࠸ᖹᡂ 25年度ࠕࡣẼなࡿ子ࠖࠊᖹ

ᡂ 26年度ࠕࡣẼなࡿ子ղ㸫子ࡶのᚰぶ子㛵ಀ㸫ࠖ

 ࠋࡓᢸᙜしࢆテ࣮マ࡛講師࠺࠸

 

㸰）㛵西ዪ子▷ᮇ大学教ဨචチ᭦᪂講⩦おࡿࡅ講

師 

ᖹᡂ 26

年 8᭶ 8

᪥ 

ᖹᡂ 27

年 8᭶

11᪥ 

ᖹᡂ 28

年 8᭶

10᪥ 

ᖹᡂ 30

年 8᭶

24᪥ 

 

㛵西ዪ子▷ᮇ大学࡚㛤ദࡓࢀࡉ教ဨචチ᭦᪂講⩦

おྠࠊ࡚࠸▷ᮇ大学ಖ育学⛉のὠ田ᑦ子准教授༠ྠ

し4ࠊ年間ࠕࠊ子ࢆࡶᏲࡾ育࡚ࡿᐙᗞᨭࠖ㢟しࡓ

講ᗙࢆᢸᙜしࡑࠋࡓの年㉳ࡓࡗࡇඣ❺ᚅṚ௳ࡶ

ゐࠊࡘࡘࢀ⌧ሙのಖ育⪅ࡀ᪥ࠎ┤㠃す࡛ࡿあ࠺ࢁၥ㢟

 ࠋࡓᥦ౪しࢆどⅬࡿ࠼⪄ࠊ࡚࠸ࡘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㸱）ⴱᇛᕷಖ育ኈ研ಟおࡿࡅ講師 

ᖹᡂ 26

年 11᭶

29᪥ 

 

ⴱᇛᕷಖ育ኈかࡽの౫㢗ྠࠊࡾࡼᕷෆのබ❧・Ẹ間

ಖ育ᅬົすࡿಖ育ኈᑐ㇟ࠕࠊಖㆤ⪅⌮ゎ㛵ಀ࡙

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆテ࣮マ࡛研ಟ࠺࠸ࠖࡾࡃ

 

 

㸲）ᐷᒇᕝᕷಖ育ᡤ・ᗂ⛶ᅬ職ဨ研ಟおࡿࡅ講

師 

ᖹᡂ 27

年 2᭶

27᪥ 

 

ᐷᒇᕝᕷಖ健⚟♴部かࡽの౫㢗ྠࠊࡾࡼᕷෆのಖ育

ኈࠊᗂ⛶ᅬ教ㅍࠊඣ❺⚟♴㛵ಀ⪅➼ࢆᑐ㇟ࠕಖㆤ⪅

のఏ࠼᪉ࠊ子ࡶの㛵ࡾࢃ᪉ࠖ࠺࠸テ࣮マ࡛研ಟࢆ

 ࠋࡓࡗ⾜

 

㸳）ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部ෆのࡘ

 講ᗙ講師ࢽ࣑ンࠖࢱࢇࡪࠕの広ሙ࠸

ᖹᡂ 26

年 11᭶

7᪥ 

ᖹᡂ 27

年 9᭶

30᪥ 

ᖹᡂ 28

年 10᭶

28᪥ 

ᖹᡂ 29

年 11᭶

6᪥ 

ᖹᡂ 30

年 10᭶

26᪥ 

 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部お࠸ࡘࡿࡅの広ሙࢱࢇࡪࠕ

ンࠖおࠕࠊ࡚࠸Ⓨ㐩ࠕࠊ࡚ࠖ࠸ࡘ⮫ᗋᚰ⌮ኈࢇࡉ

のテ➼ࠖ࠺ࡑヰ࡚࠸ࡘスࣞࢺ育ඣスࠕࠖ࠺ࡼࡳ࡚࠸⪺

࣮マ࡛ࢽ࣑講ᗙࢆᢸᙜしࠋࡓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人間－398



㸴）ዉⰋ࠸のࡕの㟁ヰ༠講ᗙ講師 

ᖹᡂ 27

年 10᭶

31᪥ 

ᖹᡂ 27

年 11᭶

7᪥ 

 

➨ 39ᮇ㟁ヰ┦ㄯဨ㣴ᡂ講ᗙの中のࠕカ࢘ンࣜࢭン₇ࢢ

⩦講ᗙࠖおࠊ࡚࠸㸲ᅇࢬ࣮ࣜࢩのࡕ࠺のᚋ༙ 2ᅇࢆᢸ

ᙜしࠋࡓ 

 

 

 

 

㸵）ᐷᒇᕝᕷᐙᗞ教育講ᗙ講師 

ᖹᡂ 29

年 1᭶

14᪥ 

ᐷᒇᕝᕷ❧Ⅼ野ᑠ学ᰯお࡚࠸ಖㆤ⪅ࡸ教育㛵ಀ⪅ࢆ

ᑐ㇟し࡚ࠕᛮᮇのᚰ⌮࠺࠸࡚ࠖ࠸ࡘテ࣮マ࡛講

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ₇

 

 

㸶）Ⓩ美ࣨୣබẸ㤋ࠕ子育࡚講ᗙࠖ講師 

ᖹᡂ 29

年 9᭶

29᪥ 

ᖹᡂ 30

年 10᭶

5᪥ 

 

Ⓩ美ࣨୣබẸ㤋おࡿࡅ子育࡚講ᗙおࠊ࡚࠸ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部の中田章子講師ඹྠ࡛29ࠊ年度ࠕࡣ㡹

ᙇࡾすࡂなࡽ⚾࠸し࠸育ඣ し࠺なࢇࡳࠕࡣ30年度ࠊࠖ

᪉ࡾࢃの㛵ࡶ㸽子ࡿ࡚ ᢸᙜࢆテ࣮マ࡛講ᗙ࠺࠸ࠖ

しࠋࡓ 

 

 

 

 

㸷）ዉⰋ┴⮫ᗋᚰ⌮ኈ➨ 77ᅇ┦研ಟࢩンࢪ࣏

スࢺ 

ᖹᡂ 31

年 2᭶

17᪥ 

 

ዉⰋ┴ᅾఫࡶしࡣࡃົし࡚ࡿ࠸⮫ᗋᚰ⌮ኈの┦

研ಟおࠕࠊ࡚࠸⚾の⮫ᗋࢆㄒࢆࠖࡿテ࣮マ㸱ྡの

スࢪ࣏ンࢩࡧࡼし࡚講₇おのෆの㸯ྡࢺスࢪ࣏ンࢩ

 ࠋࡓࡵົࢆࢺ

 

㸳 ࡑの   

↓   

   

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

㸯）中学ᰯ教ㅍ一✀චチ（♫） 
ᖹᡂ 4

年 3᭶ 
ᖹ୕ 中一✀ ➨ 2287ྕ  ி㒔ᗓ教育ጤဨⓎ⾜ 

㸰）高➼学ᰯ教ㅍ一✀චチ（♫） 
ᖹᡂ 4

年 3᭶ 
ᖹ୕ 高一✀ ➨ 2541ྕ  ி㒔ᗓ教育ጤဨⓎ⾜ 

㸱）ᑠ学ᰯ教ㅍ✀චチ 
ᖹᡂ 4

年 3᭶ 
ᖹ୕ ᑠ✀ ➨ 10119ྕ  ி㒔ᗓ教育ጤဨⓎ⾜ 

㸲）㈈ᅋἲ人᪥本⮫ᗋᚰ⌮ኈ㈨᱁ㄆᐃ༠ㄆᐃ ⮫

ᗋᚰ⌮ኈ 

ᖹᡂ 9

年 4᭶ 

Ⓩ㘓␒ྕ 6651 

 

㸳）බㄆᚰ⌮師 
ᖹᡂ 31

年 2᭶ 

Ⓩ㘓␒ྕ 13797 

 

㸰 特チ➼   

↓   

   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

㸯）大㜰ᗓᐷᒇᕝᕷಖ健⚟♴部ࡶࡇᐊᐙᗞඣ❺┦

ㄯᐊお࡚࠸ᐙᗞ┦ㄯဨし࡚ົ 

ᖹᡂ 7

年 4᭶

㹼ᖹᡂ

25年 3

᭶ 

0ṓかࡽ 18ṓ࡛ࡲの子ࡶ㛵すࡿ育ඣࠊⓎ㐩ࠊ⏕άࠊ

学ᰯ⏕ά（Ⓩᰯ➼）ࡑࠊのの⢭⚄ⓗၥ㢟ࠊᐙ᪘㛵ಀ

のၥ㢟➼ࠊ࡚࠸ࡘ子ࡶのカ࢘ンࣜࢭンࠊࢢ㐟ᡙ⒪

ἲࠊᚰ⌮Ⓨ㐩᳨ᰝࠊぶカ࢘ンࣜࢭンࠊࢢᆅᇦຓ（ᐙᗞ

ゼၥࠊᶵ㛵の㐃ᦠ）➼のᚰ⌮┦ㄯᨭࢆ中ᚰࡗ⾜

ル࣮ࢢのࡵࡓẕぶのࡿ࠼ᢪࢆ育ඣ安ࠊのࡑࠋࡓࡁ࡚

ᖹᡂࠊࡸのᐇࣉ 18年度のඣ❺ᚅ㜵Ṇἲのᨵ正

➼㐠Ⴀࠊࡆୖࡕ❧せಖㆤඣ❺ᑐ⟇ᆅᇦ༠㆟の࠺なࡶ

ᦠࠊࡾࢃ年ࠎቑ加すࡿඣ❺ᚅ࣮ࢣスᑐし࡚ಀ㐃ᦠ

し࡚ྲྀࠋࡔࢇ⤌ࡾ 

 

人間－399



㸰）大㜰ᅜ㝿大学Ᏺ口࢟ャンࣃス学⏕┦ㄯᐊお࠸

࡚カ࢘ン࣮ࣛࢭし࡚ົ 

ᖹᡂ 12

年 4᭶

㹼ᖹᡂ

26年 3

᭶ 

ධ職ᙜึࡣ学⏕┦ㄯᐊのయไࠊᯟ⤌ࡾࡃ࡙ࡳ㛵しࠊ

ンࣜࢭン࢘カࡿᑐす⏕学ࡿᕼᮃすࢆㄯ┦ࡣのᚋࡑ

ンࣙࢩルテ࣮ࢧンࢥの教職ဨࠊᚰ⌮᳨ᰝ➼のᐇ・ࢢ

の⏕᪂ධࠊ༠ຊし学ෆのᢸᙜ教ဨࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ

࣓ンࢱル࣊ルスチࢡࢵ࢙のᐇࠊၨⓎάືࠊ㐃⤡㆟

のཧ加➼ࢆ㏻ࠊ࡚ࡌ学ෆయの࣓ンࢱル࣊ルスのྥୖࢆ

ど野ධ࡚ࢀάືしࠋࡓ 

 

㸱）㈈ᅋἲ人㛵西カ࢘ンࣜࢭンࢭࢢン࣮ࢱおࡿࡅ

ᐇ⩦ᐊス࣮ࠊ࣮ࢨࣂ࣮ࣃ㐃⥆ᐇ⩦講師ࠊ㈨᱁ᑂᰝ

ጤဨの⤒㦂 

ᖹᡂ 18

年 4᭶

㹼ᖹᡂ

25年 3

᭶ 

㈈ᅋἲ人㛵西カ࢘ンࣜࢭンࢭࢢン࣮ࢱおࠊ࡚࠸ᐇ⩦ᐊ

⣙ࡿᅾ⡠す ᭶ࠊᢸᙜしࢆ12ྡ 2ᅇのࢢル࣮ࣉス࣮

ン（᭶ᖹࣙࢪࣅ࣮ࣃのಶ人ス࣮⪅ᕼᮃࠊンࣙࢪࣅ࣮ࣃ

均 㹼ᖹᡂ）ࡓࡗ⾜ࢆ㐺任ドᑂᰝㄽᩥのᣦᑟࠊ（௳20 20

年 3᭶）ࡑࠋのᚋࠊカ࣒ࣜࣛࣗ࢟ᨵ⦅కࢢࠕࠊ࠸ル࣮

ᮇ༙ࠊし࡚㐃⥆ᐇ⩦ࠖの講師ࢢンࣜࢭン࢘カࡿࡼࣉ

10間ࠊ年 20間ࠊロ࣮ルࢆࣞࣉ中ᚰしࡓカ࢘ン

⪅ᕼᮃࠋࡓᢸᙜしࢆ講ᗙࡪ学ࢆのᇶ本ⓗែ度ࢢンࣜࢭ

㹼ᖹᡂ）ࡓࡗ⾜ࢆンࣙࢪࣅ࣮ࣃಶ人ス࣮ࠊࡁ⥆ࡁᘬࡣ 25

年 3᭶）ࡓࡲࠋẖ年ᐇࡿࢀࡉカ࢘ン࣮ࣛࢭ㐺任ドࡑの

の㈨᱁ᑂᰝࡶᦠࠋࡓࡗࢃ 

 

㸲）ዉⰋ┴⮫ᗋᚰ⌮ኈ子育࡚ᨭ部㛗 

ᖹᡂ 24

年 6᭶

㹼ᖹᡂ

26年 5

᭶（任

ᮇ 2年） 

 

ዉⰋ┴⮫ᗋᚰ⌮ኈෆタ⨨ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㸵部のࡦ

ࡼ部ෆの㐃⤡おࠊし࡚子育࡚ᨭ部の㛗ࡿあ࡛ࡘ

᭶ࠊࡧ 1ᅇ㛤ദし࡚ࡿ࠸子育࡚ᨭ部研ಟの⏬・㐠

Ⴀࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

 

 

㸳）ᐷᒇᕝᕷ❧ಖ育ᡤẸႠಀࡿ業⪅㑅ᐃጤဨ

㑅ᐃጤဨし࡚ཧ加 

ᖹᡂ 25

年 10᭶

㹼ᖹᡂ

26年 2

᭶ 

 

ᐷᒇᕝᕷ❧ࡦなࡃࡂಖ育ᡤのẸႠಀࡿ業⪅㑅ᐃ

ጤဨጤဨし࡚ཧ加しࠋࡓ 

 

 

 

 

㸴）ዉⰋᩥᗂ⛶ᅬおࡿࡅⓎ㐩のẼなࡿ子の⾜

ືほᐹおࡧࡼຓゝᣦᑟ 

ᖹᡂ 26

年 6᭶

㹼（⌧

ᅾ⮳

 （ࡿ

 

ዉⰋᩥᗂ⛶ᅬ年 3ᅇ（学ᮇ 1ᅇ）ゼၥしࢡྛࠊ

ࣛスᢸ任かࡽあࡽかࡵࡌ౫㢗ࡓࢀࡉⓎ㐩のẼなࡿ子

ᚋࡸ࡚❧のぢࡶ子ࠊのᚋࡑࠊ࠸⾜ࢆの⾜ືほᐹࡶ

のᨭのあࡾ᪉࡚࠸ࡘのカンࣞࣇンス࠸࡚ࡗ⾜ࢆ

 ࠋࡿ

 

㸵）ዉⰋ┴⮫ᗋᚰ⌮ኈ研ಟጤဨ㛗 

ᖹᡂ 26

年 6᭶

㹼ᖹᡂ

28年 5

᭶（任

ᮇ 2年） 

 

ዉⰋ┴⮫ᗋᚰ⌮ኈの研ಟጤဨの㛗し࡚ࠊ年 3ᅇ

ᐇࡿࢀࡉ┦研ಟの⏬・㐠Ⴀࢆᢸᙜしࠋࡓጤဨ

のᣍ㞟ࠊ㐃⤡ㄪᩚࠊ講師の΅ࠊ๓‽ഛࠊᙜ᪥の㐍

⾜なࠊのጤဨ༠ാし࡚⾜ࠊ࠸↓任ᮇࡿ࠼⤊ࢆ

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇ

 

 

㸶）♫⚟♴ἲ人ᐆ山ᑎ⚟♴業ᅋඣ❺㣴ㆤタឡ

ᰁᑅ࡚ᚰ⌮┦ㄯဨ（ࢺ࣮ࣃ）し࡚ົ 

ᖹᡂ 29

年 4᭶

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

 

本学学⏕のタᐇ⩦ࡸᑵ職➼࡛ࡘなࡾࡀのあࡿඣ❺㣴

ㆤタឡᰁᑅおࠊ࡚࠸ධᡤඣ❺のᚰ⌮ⓗࣞࣉ）ࢣ

㐌㸯᪥ࠊし࡚ᗋᚰ⌮ኈ⮫ࡿᢸᙜすࢆ（࣮ࣆࣛࢭ 5間

ົし࡚ࠋࡿ࠸ 

 

㸲 ࡑの   

㸯）ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部おࡿࡅ

子育࡚ᨭ業ࠊዉⰋ学ᅬ大学♫・ᅜ㝿㐃ᦠࢭン

ン࢘のᢸᙜカࠖࡾࢃࡲࡦ子の┦ㄯᐊぶࠕ業࣮ࢱ

 ࣮ࣛࢭ

ᖹᡂ 26

年 4᭶

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

▷ᮇ大学部のᆅᇦ㈉⊩業のࡘࡦし࡚一⯡のᕷẸ

࡚ࡗ⾜ⅆ᭙᪥の༗ᚋࠊࡾㄯᐊ࡛あ┦ࡓࢀࡉ㛤タࡅྥ

ࠊⓎ㐩᳨ᰝࠊ㐟ᡙ⒪ἲࡸࢢンࣜࢭン࢘のカࡶ子ࠋࡓࡁ

ಖㆤ⪅のカ࢘ンࣜࢭンࢢなࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ令和 2年

度かࡣࡽዉⰋ学ᅬ大学♫・ᅜ㝿㐃ᦠࢭン࣮ࢱの業

し࡚ࠊẖ㐌Ỉ᭙᪥の༗ᚋᐇし࡚ࠋࡿ࠸ 

 

㸰）ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部おࡿࡅ

人ᶒ教育᥎㐍・ࢩࢡࢭャルࣛࣁス࣓ンࢺ┦ㄯጤဨ

のጤဨ㛗 

ᖹᡂ 27

年 4᭶

㹼ᖹᡂ

31年 3

᭶ 

ᖹᡂ 25年度ࡾࡼጤဨし࡚άືしࠊᖹᡂ 27年 4᭶かࡽ

㇟ᑐࢆ⏕学ࠊ㛤ദしࢆጤဨᐃᮇⓗࠊし࡚ጤဨ㛗ࡣ

⏬人ᶒ講₇のࠊศᯒのᐇࢺ࣮ࢣン人ᶒࡓし

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆのཧ加な大人༠研ಟࠊ㛤ദ

 

人間－400



㸱）ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部おࡿࡅ

学⏕┦ㄯのᢸᙜ 

ᖹᡂ 26

年 4᭶

㹼ᖹᡂ

31年 3

᭶ 

学⛉の学⏕┦ㄯဨし࡚ࠊ学⏕かࡽのࡲࡊࡲࡉな┦ㄯ

ᛂࠊࡾࡓࡌᚰ⌮ⓗၥ㢟ࢆᢪࡿ࠼学⏕のᑐᛂࠊ࡚࠸ࡘ

の教職ဨのࠋࡓࡗ⾜ࢆࢺ࣮࣏ࢧᖹᡂ 27年度かࡽᢸ

ᙜなࠊྠࡾ 年ࡾࡼ本学㓄⨨ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㠀ᖖカ࢘ン

目ᣦしࢆ学ෆの学⏕┦ㄯయไのᩚഛࠊ㐃ᦠしࡶ࣮ࣛࢭ

 ࠋࡓ

 

㸲）ዉⰋ学ᅬ大学Ⓩ美ࣨୣ࢟ャンࣃスおࡿࡅ学⏕

┦ㄯᐊᢸᙜカ࢘ン࣮ࣛࢭ 

ᖹᡂ 31

年 4᭶

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

 

Ⓩ美ࣨୣ࢟ャンࣃスのಖ健་⒪学部の学⏕ࢆᑐ㇟し

ࠊẖ㐌Ỉ᭙᪥の༗ᚋࠊし࡚࣮ࣛࢭン࢘学⏕┦ㄯᐊカࡓ

┦ㄯᐊົし࡚ࠋ୕ࡿ࠸ 㒓࢟ャンࣃスの学⏕┦ㄯᢸᙜ

の岡野由美子准教授ሗࡸඹ᭷ࢆしなࡽࡀᑐᛂ

し࡚ࠋࡿ࠸令和 2年度かࡣࡽ学⏕ᨭࢭン࣮ࢱのᵓᡂጤ

ဨな࢟ྠࠊࡾャンࣃスࢆᢸᙜし࡚ࡿ࠸ 

 

㸳）ዉⰋ学ᅬ大学ධヨጤဨのጤဨ 

ᖹᡂ 31

年 4᭶

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

 

人間教育学部のධヨጤဨのጤဨし࡚ጤဨฟᖍ

しࠊධヨ᪥⛬ࡸධヨ⛉目ࠊ㑅⪃᪉ἲ➼᳨࡚࠸ࡘウし࡚

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆࡵし࡚のດ本部せဨࡣධヨ᪥ࠋࡿ࠸

 

研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

㸯）学ࠊ࠼⪄ࠊࡧᐇ㊶ຊࢆ

➨）ᐙᗞᨭㄽࡿࡅࡘ 3∧） 
ඹⴭ 

ᖹᡂ 26年 3

᭶（➨ 1∧） 

ᖹᡂ 28年㸵

᭶（➨ 2∧） 

ᖹᡂ 30年 9

᭶（➨ 3∧） 

ಖ育ฟ∧♫（P91142ࠊ

㹼143） 

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬おࡿࡅᚲಟ⛉目࡛あ

ᇶ♏⌮ㄽおࠊᑐᛂしᐙᗞᨭㄽࠖࠕࡿ

ㄞ⪅⮬㌟ࠊࡳྵࢆලయⓗなᐇ㊶ࡧࡼ

ࡘࢆᐇ㊶ຊ࡛ୖࡓᚓし⩦ࢆᑓ㛛知㆑ࡀ

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗなෆᐜᵓᡂࡿࢀࡽࡅ

⦅⪅㸸木村ᚿಖࠊὠ田ᑦ子⦅ⴭࠊB5ุࠊ

190㡫ࠋ 

ඹⴭ⪅㸸㣤ሯᜤ一㑻ࠊ木村ᩔࠊ太田㢧子ࠊ

大▼美ెࠊ㛗尾和美ࠊబ知子ࠊ高橋美

ᯞࠊ⳥ᆅ┿⌮ࠊ吉田祐一㑻ࠊ๓ᔱ元ࠊ井

ᅵ╬雄ࠊ原子⣧ࠊ松井ᆂ୕ࠊ森ྜ┿一ࠊ

田中༟ஓࠊ田中ㅬࠊᖹ本ㆡࠊᡞ田❳ஓࠊ

高橋千香子ࠊ加⸨博ோࠊὠ田ᑦ子ࠊụ田

ᖾ௦ࠊ㜰木ၨ᳜ࠊ木ࠊ矢野裕子ࠊ矢

ᖭ┾由美ఀࠊᑼ正一ࠊ㞄㇂正⠊ࠊඣ⋢㱟

治ࠊ⥴⌔ᕭࠊ木村ᚿಖ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸ձ➨ 8章࡚ࡗࡸ࠺ࠕ子

育࡚ᐙᗞࢆᨭす࠸࠸ࡤࢀの㸽㸫子育

࡚ᐙᗞᨭの᪉ἲ・ࡾࡸ᪉ࠖのࠕ⌧ሙの

ኌࠖḍ（P91）㸸章のᑟධ部ศ࡛あࠊࡾ

子育࡚ᐙᗞのከᵝࡀすすࡴ中ࠊ㐺ษ

な㣴育ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀᐙᗞのᨭ࡛ࠊࡣ

子ࡶの安ࢆᏲࡵࡓࡿᅬのᙺ

ࡀ大ኚ㔜せな࠸ࡘ≦⌧ࡿ࠸࡚ࡗ

࡚ㄝ明しࠋࡓ ղ➨ 12章ࠕᨭのᐇ㝿

㸫子育࡚ᐙᗞᨭの࠺ࡼࡳ࡚࠼⪄ࢆ

学⩦ࠖの➨ 1⠇ࠕ子育࡚ᝎࡴぶࠖձ

ࠕᏙ⊂ឤかࡽ子育࡚の安ࡀ高ࡲ

ẕࡿ࠸࡚ࡗ ղࠖࠕၥ㢟࣏ࡿ࠼⪄ࢆンࠖࢺ

ճࠕゎㄝ・␃ពⅬࠖմステࣉࢵࣉࢵၥ

㢟（P142㹼143）㸸学⩦の章࡛あࠊࡾ

ෑ㢌ࢆ♧しࡓᚋࠊ࣏ࡿ࠼⪄ࢆ

⪄ࡽ⮬ࡀ人ࡪ学ࠊか記しࡘࡃ࠸ࢆࢺン

ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡅタࢆス࣮࣌スࡿࡁ記ධ࡛࠼

のᚋࠊのゎㄝおࡧࡼ␃ពⅬ࠸ࡘ

࡚㏙᭱ࠊᚋステࣉࢵࣉࢵၥ㢟ࢆ記

載し࡚ࠋࡿ࠸ 

 

 

 

人間－401



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸰）ࢥンࢺࢡࣃ∧ಖ育⪅㣴

ᡂࢬ࣮ࣜࢩ ᪂∧ ಖ育

のᚰ⌮学ϩ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 30年 3

᭶ 
一⸤♫（P33㹼40） 

ಖ育ኈ㣴ᡂのᚲ㡲⛉目࡛あࠕࡿಖ育のᚰ

⌮学ϩࠖᑐᛂしࡓテ࢟ス࡛ࢺあࠊࡾᖹ

ᡂ 29年࿌♧のせ㡿おࡧࡼᣦ㔪のᨵゞࢆ

ᫎしࡓෆᐜなࠋࡿ࠸࡚ࡗ 

┘ಟ⪅㸸㇂田㈅බࠊ▼橋ဴᡂ ⦅ⴭ

⪅㸸⚟田┿ዉࠊ西᪉Ẏ A5∧145ࠊ㡫 

ඹⴭ⪅㸸ఀ⸨ுࠊᑠ原子ࠊᕝ口ࠊࡳࡄࡵ

ᑠụࡿࡣかࠊబࠎ木┿࿃ࠊ高岡昌子ࠊ高

橋千香子ࠊ㇂┿ᘪࠊ西᪉Ẏࠊ㛗㇂ᕝ┤子ࠊ

⳻田博之ࠊ⚟田┿ዉࠊ山口昌 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨㸲章 子ࡶ㞟ᅋಖ

育⪅のຓ（P33㹼40）子ࡶ㞟ᅋの特

ᛶࠊ㞟ᅋ⏕άのⓎ㐩ຓࠊ㞟ᅋධࢀ

な࠸子ࡶのᨭ࠸࡚ࡵࡲ࡚࠸ࡘ

༠ྠࡿࢀࢃᇵ࡚࠸お㞟ᅋ⏕ά特ࠋࡿ

ᛶࡸ㐨ᚨᛶࠊつ⠊ព㆑ᑐすࡿಖ育⪅の

ᮃࡲし࠸ຓのあࡾ᪉࡚࠸ࡘ㔜Ⅼⓗ

 ࠋࡓ㏙

 

㸱）ࢬ࣮ࣜࢩ知のࡾࡺかࡈ 

ಖ育のᚰ⌮学 
ඹⴭ 

ᖹᡂ 31年 4

᭶ 
 （P172㹼185）࠸ࡽࡳ

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬ࠕಖ育のᚰ⌮学ࠖࠊᗂ⛶

ᅬ教ㅍ㣴ᡂㄢ⛬ࠕᗂඣࠊඣ❺ཬࡧ⏕ᚐの

ᚰ㌟のⓎ㐩ཬࡧ学⩦の㐣⛬ࠖᑐᛂしࡓ

テ࢟ス࡛ࢺあࠋࡿ 

⦅ⴭ⪅㸸青木紀久௦ B5∧192ࠊ㡫 

ඹⴭ⪅㸸青木紀久௦ࠊ▼井正子ࠊ大ᅧࡺ

ࠊ金子恵美子ࠊ加⸨㑥子ࠊ山ఙ子∦ࠊのࡁ

金智美ࠊ高橋千香子ࠊᐩ田㈗௦子ࠊ中

村ᾴࠊᖹᬗ子ࠊ⣽野美ᖾ୕ࠊዲຊࠊ矢

野由ె子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 11章 ஙᗂඣの学ࡧ

➨ ಖ育（P172㹼185）ࡿ࠼ᨭࢆ 1⠇࡛

ಖ育ࠖࡿᒎ㛤す一యⓗࡀ教育㣴ㆤࠕ

➨ࠊㄝ明し࡚࠸ࡘ 2⠇࡛学ࡧのⱆ⏕࠼

ࡀな࠸⏝ࢆ࡚࠸ࡘಖ育ࡿ࠼ᨭࢆ

➨ᚋの᭱ࠋࡓㄝ明しࡽ 3⠇࡛ࡣಖㆤ⪅

のᨭ࡚࠸ࡘ㏙ࠊಖㆤ⪅の㐃ᦠࡸ

༠ຊのᚲせᛶ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 

 

㸲）ࢬ࣮ࣜࢩ知のࡾࡺかࡈ 

子ࡶᐙᗞᨭのᚰ⌮学  
ඹⴭ 令和元年 8᭶ ࠸ࡽࡳ（P113） 

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬の᪂し࠸ᚲಟ⛉目ࠕ子

ス࢟テࡓᑐᛂしᐙᗞᨭのᚰ⌮学ࠖࡶ

 ࠋࡿあ࡛ࢺ

⦅ⴭ⪅㸸青木紀久௦ B5∧192ࠊ㡫 

ඹⴭ⪅㸸青木紀久௦ࠊ▼井正子ࠊ大ᅧࡺ

ࠊ加⸨㑥子ࠊ山ఙ子∦ࠊᑠᔱ⋹子ࠊのࡁ

金子恵美子ྂࠊᚿࠊࡳࡄࡵⳢ野ᖾ恵ࠊ高

橋千香子ࠊṊ田（භゅ）ὒ子ࠊ⣽野美ᖾࠊ

୕ዲຊࠊ矢野由ె子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸࣒ࣛࢥղࠕಖ育ᡤࡣ㈋ᅔ

ၥ㢟の᭱๓⥺ࠖ（P113） ᪥本の子ࡶ

の㈋ᅔ⋡の高࡚࠸ࡘࡉㄝ明しࠊಖ育ᡤ

 ࠋࡓ㏙࡚࠸ࡘᙺ࠺ᢸࡀ

 

人間－402



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸳）子ࡶᐙᗞ⚟♴ᑓ㛛職

のࡵࡓの子育࡚ᨭධ㛛 
ඹⴭ 令和元年 5᭶ 

書ᡣ（P133ルࣦࢿ࣑

㹼138） 

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬の᪂し࠸ᚲಟ⛉目ࠕ子育

࡚ᨭࠖࠕ子ࡶᐙᗞᨭㄽࠖࠕ子ࡶ

ᐙᗞ⚟♴ࠖᑐᛂしࡓテ࢟ス࡛ࢺあࠋࡿ 

⦅ⴭ⪅㸸ᡯ村⣧ࠊⰪ野松次㑻ࠊ᪂ᕝὈ弘ࠊ

ᐑ野安治 B5∧176ࠊ㡫 

ඹⴭ⪅㸸大ᚓ史ࠊ山本智ஓࠊ㛵㇂ࡳの

ᐑ野ࠊᐊ㇂雅美ࠊ本田和㝯ࠊᡯ村⣧ࠊࡪ

安治ࠊ᪂ᕝὈ弘ࠊ安田ㄔ人ࠊᑠ山㢧ࠊΏ

㑔一ࠊ山本由紀子ࠊ吉弘῟一ࠊ⸨井裕

子ࠊᑎ田ᜤ子ࠊ☾部美Ⰻࠊ高橋千香子ࠊ

ᕝ口ࠊࡳࡄࡵ久ಖ木ு子ࠊ西井典子ࠊⰪ

野松次㑻ࠊሯ本ᖾࠊ大㇂由紀子ࠊᴮ本

祐子ࠊ㣤島ோ美ูࠊᡤᓫࠊ山本ᒎ明ࠊᰩ

山┤子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 17章 ಶ人㠃ㄯࠊ᠓

ㄯおࡿࡅ子育࡚ᨭ（P133㹼138） 

ಖ育ኈの⾜࠺ಶ人㠃ㄯの✀㢮ࠊᇶ本

㡯ࠊ␃ពⅬࠊ࡚࠸ࡘࢆᘬ⏝しࡘࡘ

ゎㄝしࠋࡓ 

 

㸴)ಖ育ኈࢆ育࡚ࡿճ子

 ຓの⌮ゎࡶ
ඹⴭ 令和 2年 3᭶ 一⸤♫（P89㹼96） 

ಖ育ኈ㣴ᡂㄢ⛬の᪂し࠸ᚲಟ⛉目ࠕ子

࡛ࢺス࢟テࡓᑐᛂしຓࠖの⌮ゎࡶ

あࠋࡿ 

⦅ⴭ⪅㸸大ἑ裕ࠊ⸨田久美 A5∧148ࠊ

㡫 

ඹⴭ⪅㸸⥤野㕥子ఀࠊ⸨ுࠊ大㈡恵子ࠊ

大ἑ裕ࠊ加⣡史章ࠊ⇃㇂㈼ࠊబ⸨∾子ࠊ

高岡昌子ࠊ高橋千香子ࠊ㇂┿ᘪࠊ␜㖭美

ࠊ田久美⸩ࠊ⚽野ᮎࠊ根ὠ知ె子ࠊ⳯

ྂ橋┿紀子ࠊ村山久美ࠊ山本㝧子 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨ 11章 子育࡚ᨭ・

ᐙᗞᨭ子ࡶ⌮ゎ（P89㹼96） ㏆

年の子育࡚ᐙᗞのᨭの㔜せᛶの高

⌮ࡶ子ࡿࡅ子育࡚ᐙᗞᨭࠊࡾࡲ

ゎຓのあࡾ᪉ࠊ࡚࠸ࡘࢆᘬ⏝

しࡘࡘゎㄝしࠋࡓ 

 
（学⾡ㄽᩥ）     

࡚ࢀ㐜ࡀの⾲ฟࡤࡇ（1

㸳ᡯ⏨ඣの㐟ᡙ⒪ἲࡓ࠸

㐣⛬ 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 25年 11

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学研究紀せ➨㸲㸲ྕ

（P45㹼56） 

㐟ᡙ⒪ἲࡣ子ࢆࡶᑐ㇟しࡓカ࢘

ンࣜࢭンࢢᢏἲの࡛ࡘࡦあࠋࡿ本ㄽ࡛

ࢀゼࢆㄯᐊ┦ッࢆࢀの㐜ࡤࡇࡣ

࡚ࡌ㏻ࢆの㐟ᡙ⒪ἲ⪅➹ࠊࡀ㸳ᡯඣࡓ

ᘬࡓ࠸࡚ࡗࡶࡇࡁᚰⓗ≧ែかࡽ⬺しࠊෆ

ⓗୡ⏺ࢆ㇏か⾲⌧し࡚ⴱ⸨≧ἣࢆ

ሗ࡚ࡅศ㸱ᮇࢆ⛬㐣ࡓࡗ࠸࡚࠼㉺ࡾ

࿌しࡑࠊのᒎ㛤のあ࡚࠸ࡘ࠺ࡼࡾ⪃ᐹ

➹の࡚࠸ࡘ㐟ᡙ⒪ἲᚋ᭱ࠋࡓ࠼加ࢆ

⪅のⱝᖸの⪃ࢆ࠼㏙ࠋࡓ 

 

㸰）⏕άᅔ❓ᐙᗞおࡿࡅ

Ⓩᰯ⏕ᚐのゼၥࡼ

 ᚰ⌮㠃᥋ࡿ

༢ⴭ 
ᖹᡂ 26年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ᩥዪ

子▷ᮇ大学部研究紀

せ➨㸲㸳ྕ（P71㹼82） 

㏆年ࠊ᪥本の子ࡶの㈋ᅔၥ㢟ࡀᾋࡁ᙮

本ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡀᛴࡀ⟇のᑐࡑࠊࡾなࡾ

ㄽ࡛ࠊࡣ⏕άᅔ❓ᐙᗞのⓏᰯ⏕ᚐᑐ

し࡚ᐇしࡓ⣙㸰年間のᚰ⌮ゼၥ㠃᥋

ᙜヱ⏕ᚐのᚰ⌮ⓗ⫼ᬒࠊሗ࿌し࡚࠸ࡘ

ウす᳨࡚࠸ࡘゼၥ㠃᥋の⤒㐣ࠊㄢ㢟

ពⅬ␃ゼၥ㠃᥋の᭷⏝ᛶࠊࡶࡿ

ά⏕ࠊし࡚᭱ᚋࡑࠋࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘ

ᅔ❓ᐙᗞの子ࡶのᚰ⌮ⓗᨭのព

 ࠋࡓ࠼加ࢆⱝᖸの⪃ᐹࠊ࡚࠸ࡘ⩏

 

人間－403



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸱）ಖ育⪅し࡚の㈨㉁

ಖ育ᐇ㊶⬟ຊᑐすࡿ学

⏕のព㆑࡚࠸ࡘ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 27年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ᩥዪ

子▷ᮇ大学部研究紀

せ➨㸲㸴ྕ（P91㹼99） 

๓研究ࠊࡾࡼಖ育⌧ሙ࡛ࡎࡲࡣಖ育⪅

し࡚の㈨㉁ࡀ㔜せどࠊࢀࡉ⌧ሙࡀᚲせ

すࡿᐇ㊶⬟ຊし࡚ᩥ章・ゝㄒ⌧ຊࡀᙉ

本࡛ࡇࡑࠋࡓࡗศかࡀࡇࡿᚲせ࡛あࡃ

研究࡛ࠊࡣ本学学⏕ンࢺ࣮ࢣㄪᰝࢆ

し࡚⪅ಖ育ࡿࢀࡉሙ࡛ᚲせ⌧ࠊ࠸⾜

のᑓ㛛ⓗᐇ㊶⬟ຊࡸ㈨㉁࡚࠸ࡘの

ࡅࡘ㌟࠸ࡽࡃࢀࡀ㌟⮬ࠊ࠼⪄࠺ࡼ

しかࡽ明ࢆのかࡿ࠸࡚ࡌឤࡿ࠸࡚

 ࠋࡓ

本人ᢸᙜ部ศࠊࡣ学⏕のンࢺ࣮ࢣの

ᐇࠊおࡧࡼศᯒ⪃ᐹࢆඹྠ࡛⾜ࡗ

 ࠋࡓ

ඹⴭ⪅㸸林悠子ࠊ森本美బࠊ東村知子 

 

㸲）本学の子育࡚ᨭάື

 ⥆の᥋学⏕教育
ඹⴭ 

ᖹᡂ 27年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ᩥዪ

子▷ᮇ大学部研究紀

せ➨㸲㸴ྕ（P121㹼

128） 

᭱㏆の学⏕のഴྥし࡚ࢩ࣮ࢣ࣑ࣗࢥࠊ

ࣙン⬟ຊのపࡸࡉぶ子ୡ௦のゐ࠺ྜࢀ

⤒㦂の㊊ࡀᣲࡇࠋࡿࢀࡽࡆの࠺ࡼな学

ࡃ࠸し࡚㣴ᡂし࡚⪅ಖ育ࢆࡕࡓ⏕

あࡘࡃ࠸ࠊࡾࡓかの授業ෆおࠊ࡚࠸本

学࡛ᐇし࡚ࡿ࠸子育࡚広ሙ᪩ᮇ

ཧ加ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡏࡉጞࡑࠋࡿ࠸࡚ࡵの

ຠᯝㄢ㢟ࢆ明ࡽかすࢆࡇࡿ目ⓗ

ࡧࡼㄪᰝおࢺ࣮ࢣンの⏕学ࠊし࡚

ࠋࡓ࠼加ࢆศᯒࠊᐹし⪄ࢆᯝ⤖ࢺ࣮࣏ࣞ

本人ᢸᙜ部ศࠊࡣ子育࡚ᨭの㐃⤡ㄪ

ᢸᙜࢆのᐇࢺ࣮ࢣンの⏕学ࠊᩚ

しࠊンࢺ࣮ࢣのศᯒおࡧࡼ⪃ᐹ࠸ࡘ

࡚ඹྠ࡛⾜ࠋࡓࡗ 

ඹⴭ⪅㸸森本美బࠊᑠᕝ⣧子 

 

㸳）ྛⓎ㐩のᮇおࡿࡅ

なゝࣈテ࢞ࢿඛ⏕ࠖのࠕ

 ࡚࠸ࡘື

ඹⴭ 
ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ᩥዪ

子▷ᮇ大学部研究紀

せ➨㸲㸵ྕ（P31㹼40） 

ಖ育⪅㣴ᡂㄢ⛬の学⏕ࢆᑐ㇟し࡚ࠊಖ

育ᡤ・ᗂ⛶ᅬ・ᑠ学ᰯప学年・ᑠ学ᰯ高

学年・中学ᰯ・高➼学ᰯのྛᮇのࠕඛ

⏕ࠖのᛌなゝື࡛特記᠈ṧ࠸࡚ࡗ

ࢆᯝ⤖࠸⾜ࢆㄪᰝ研究࡚࠸ࡘෆᐜࡿ

ሗ࿌しㄽࠋࡓࡌᗂඣᮇࡓࡅཷಖ育⪅の

ᛌなゝືࢆ記᠈し࡚ࡣ⪅ࡿ࠸㠀ᖖ

ᑡなࡴࠊࡃしࢁⰋかࡓࡗゝືࢆぬ࠸࡚࠼

⪅ಖ育ࠋࡓࡗศかࡀࡇ࠸ከࡀሙྜࡿ

なࠊࡣ⪅ࡿ⮬㌟のゝືࡀ子ࡶཬࡰす

ᙳ㡪ࢆ༑ศ⌮ゎすࡀࡇࡿ大ษ࡛あ

 ࠋࡓࡅㄽ࡙⤖ࡿ

ඹⴭ⪅㸸高岡昌子ࠊ林悠子ࠊ岩本健一 

 

㸴）ಖ育⪅㣴ᡂᰯの学⏕の

ᛶ᱁特ᛶおࡧࡼ㐍㊰≧ἣ

 ࡚࠸ࡘの㛵㐃

ඹⴭ 
ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ᩥዪ

子▷ᮇ大学部研究紀

せ➨㸲㸵ྕ（P41㹼48） 

本学学⏕（༞業⏕ࡴྵࢆ）160ྡの㹗㹅

ᛶ᱁᳨ᰝのุᐃ⤖ᯝࠊࡶࢆಖ育⪅㣴

ᡂᰯの学⏕のᛶ᱁ഴྥおࡧࡼ༞業の

㐍㊰≧ἣ（㐍㊰㑅ᢥ）の㛵㐃࡚࠸ࡘ

ㄪࡑࠋࡓの⤖ᯝࠊ学⏕の༙ᩘ㏆ࡃ ࠕ࡛

⥴の安ᐃࠊࢀࡽࡳࡀࠖࡉಖ育⪅の㈨㉁

ࢀࡽ࠼⪄ࡿ特ᛶ࡛あ࠸῝㛵㐃のࡶ

ಖ育職㑅ᢥࠊࡣの㛵㐃࡛㐍㊰≧ἣࠋࡓ

ࡗなかࢀࡉぢฟࡣ㛵㐃ࡣᛶ᱁特ᛶ

ࡓ㑅ᢥしࢆ㠀ᑵ職ࡣ࠸ࡿ㠀正つあࡀࡓ

学⏕ࠕࠊࡣຎ➼ឤࠖࠕ㠀༠ㄪᛶࠖࡀ高࠸

ഴྥあࡿ学⏕のྜࡀ高ࡀࡇ࠸ศ

かࠋࡓࡗ 

ඹⴭ⪅㸸高岡昌子ࠊ林悠子ࠊ岩本健一 

 

人間－404



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸵）ಖ育⪅㣴ᡂồࢀࡽࡵ

࡚࠸ࡘಖ育⪅の㈨㉁ࡿ

（㸰）̿ᑵ職ඛのンࢣ

のㄪᰝの๓ᅇㄪᰝࢺ࣮

ẚ㍑か̿ࡽ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 28年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ᩥዪ

子▷ᮇ大学部研究紀

せ➨㸲㸵ྕ（P71㹼80） 

ᖹᡂ 23年度かࡽ 26年度の本学学⏕のᑵ

職ඛᑐし࡚⾜ࡓࡁ࡚ࡗົᐇែン

ࡀࡽᅬ㛗ࠊࡕ࠺ㄪᰝの⮬由記㏙のࢺ࣮ࢣ

ಖ育⪅㣴ᡂᮃࡓࡲࠊࡇࡴᑵ職しࡓ༞

業⏕ࡀホ౯࡚࠸ࡘࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉの

ศᯒࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの⤖ᯝࠊᑵ職ඛのᅬ㛗

し࡚のែ度人♫ࡶࡾࡼ༶ᡓຊࡣࡽ

ᚲせな⬟ຊの࡛ୖࡃാ࡛࣒チ࣮ࠊぬᝅࡸ

㣴ᡂࢆồࡀࡇࡿ࠸࡚ࡵ明ࡽかなࡗ

ࡿၥ㢟すࡀ᪩ᮇ㞳職ࡸಖ育ኈ㊊ࠋࡓ

中ࡇࠊのⅬࡓ࠼ࡲࡩࢆಖ育⪅教育ࡗ⾜ࢆ

 ࠋࡓࡅㄽ࡙⤖ࡿᛴົ࡛あࡀࡇࡃ࠸࡚

ඹⴭ⪅㸸林悠子ࠊ高岡昌子ࠊ岩本健一 

 

㸶）あࡿⓏᰯのᑡዪの⢭

⚄ศᯒⓗ㐟ᡙ⒪ἲ㐣⛬ 
༢ⴭ 

ᖹᡂ 29年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ᩥዪ

子▷ᮇ大学部研究紀

せ➨㸲㸶ྕ（P71㹼81） 

Ⓩᰯ≧ែあࡓࡗᑠ学⏕ዪඣの⢭⚄

ศᯒⓗࣉロ࣮チࡿࡼ㐟ᡙ⒪ἲ㐣⛬

ዪඣのⓏࠋࡓᐹし⪄ࠊሗ࿌し࡚࠸ࡘ

ᰯの⫼ᬒࡣ୧ぶࡀ㞳፧すࡿかࡶしࢀ

な࠸安ࡀᙉࡃあࡽࡉࠊࡀࡓࡗ㐳ࠊࡾ

ᗂᑡᮇかࡽẕぶの⥴ⓗⴱ⸨ࢆᢪ࠼

かࡽ明࡚ࡌ㏻ࢆ㐟ᡙ⒪ἲࡀࡇࡓ࠸࡚

ゝㄒࡣ⢭⚄ศᯒⓗ㐟ᡙ⒪ἲ࡛ࠋࡓࡗな

すࡓᯝࢆ㔜せなᙺࡶࡾࡾࡸࡿࡼ

 ࠋࡓヲ㏙しࡶ࡚࠸ࡘの⤒㐣ࡑࠊࡀ

 

㸷）タᐇ⩦おࡿࡅ学⏕

の安ࢆ㍍ῶすࡿ๓学

 の研究࡚࠸ࡘ⩦

ඹⴭ 
ᖹᡂ 29年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ᩥዪ

子▷ᮇ大学部研究紀

せ➨㸲㸶ྕ（P31㹼40） 

タᐇ⩦ࡃ⾜๓ᚋ࡛学⏕のᐇ⩦の

目╔ࡇࡿኚすࡃࡁ大ࡀࢪ࣮࣓

しࡑࠊのせᅉ࡚࠸ࡘㄪᰝしࠋࡓኚ

࣑ࣗࢥのࡶ子ࡣࡅかࡗࡁࡿࡀなࡘ

⏕学ࠊࡾศかࡀࡇࡿあンࣙࢩ࣮ࢣࢽ

ࢆຊࡿࢀࡽࡅかࡁാࡶ子ࡽ⮬ࡀ

๓ᣦᑟお࠸࡚࠸か⩦ᚓࡿࡏࡉかࡀ

ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿあ࡛ࢺン࣏

ࡓ࠸㊊し࡚ᐇ⩦๓ࡽ⮬ࡀ⏕学ࠊࡓࡲ

ࣜࢦのカテࡘ㸴ࠊศᯒしࢆせ⣲ࡓ࠼⪄

かࡽなࡿチࢆ⾲ࢡࢵ࢙సᡂしࠋࡓ 

ඹⴭ⪅㸸岩本健一ࠊ高岡昌子ࠊ林悠子 

 

10）᪂人ಖ育⪅ᚲせな㈨

㉁࡚̿࠸ࡘ᪂人ಖ育⪅

ⓗなホ౯ྜ⥲ࡿᑐす

 ලయⓗな㈨㉁̿ࡿࡀなࡘ

ඹⴭ 
ᖹᡂ 29年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ᩥዪ

子▷ᮇ大学部研究紀

せ➨㸲㸶ྕ（P41㹼49） 

本学の༞業⏕ࡀᑵ職ඛお࡚࠸᪂人ಖ

育⪅し࡚の࠺ࡼなホ౯࠸࡚ࡅཷࢆ

ⓗなホྜ⥲ホ౯㡯目ྛࠊㄪࢆのかࡿ

౯の㛵ಀ᳨࡚࠸ࡘウしࡑࠋࡓの⤖

ᯝࠊ᪂人ಖ育⪅ࠊࡣ高࠸ᢏ⾡ࡸ知㆑ࡾࡼ

業ົࠊࡉ正し♩ࡓ࠼ࡲࡁࢃࢆሙ❧ࠊࡶ

⥲ࠊࡀなጼໃࡁ๓ྥࡴ⤌ࡾྲྀពḧⓗ

ྜホ౯の高ࡘࡉなࡀࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀ

明ࡽかなࡽࢀࡇࠋࡓࡗᅾ学中の GPA

 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡶࡇ࠸なࡣ㛵┦ࡣ

ඹⴭ⪅㸸高岡昌子ࠊ林悠子ࠊ岩本健一 

 

11）ᆅᇦ子育࡚ᨭおࡅ

ぶࠕᚰ⌮┦ㄯᐊのᙺ̿ࡿ

のࠖࡾࢃࡲࡦ子の┦ㄯᐊ

ሗ࿌か̿ࡽ 

༢ⴭ 
ᖹᡂ 30年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ᩥዪ

子▷ᮇ大学部研究紀

せ➨㸲㸷ྕ（P61㹼68） 

本学お࡚࠸ᖹᡂ 21年度かࡽ㛤タし࡚

のሗ࿌ࠖࡾࢃࡲࡦ子の┦ㄯᐊぶࠕࡿ࠸

⌮ᚰࡿࡅおᆅᇦ子育࡚ᨭࠊ㏻し࡚ࢆ

┦ㄯᐊのព⩏おࡧࡼᙺ࡚࠸ࡘ⪃ᐹ

しࡀ⪅➹ࡓࡲࠋࡓ㸳年間ᢸᙜしࡓ┦ㄯ

の⤫ィሗ࿌᭱ࠊࡶࢆ㏆のぶ子の

⨨かࡿ࠸࡚ࢀ≧ἣࡶ࡚࠸ࡘ⪃ᐹしࠊ

ᚋの┦ㄯᐊのあࡾ᪉᳨࡚࠸ࡘウしࠋࡓ 

 

人間－405



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

12）᪂人ಖ育⪅ᑐすࡿホ

౯㹼๓年度のẚ㍑ࢆ㏻

し࡚㹼 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 30年 11

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ᩥዪ

子▷ᮇ大学部研究紀

せ➨㸲㸷ྕ（P49㹼59） 

年度ᘬࠊ࡚࠸⥆ࡁ本学の༞業⏕ࡀᑵ

職ඛお࡚࠸᪂人ಖ育⪅し࡚のࡼ

ホྛࠊㄪࢆのかࡿ࠸࡚ࡅཷࢆなホ౯࠺

౯㡯目⥲ྜⓗなホ౯の㛵ಀ࠸ࡘ

᳨࡚ウしࠋࡓᑵ職ඛの学⏕ᑐすࡿ満㊊

度ࡣ年度ẚ᪼ୖ࡚し࡚ࠊࡀࡓ࠸ᑗ

᮶ᛶのホ౯࡛ࡌྠࡰࡣあࡓࡲࠋࡓࡗ

ᅾ学中の GPAᑵ職ඛの⥲ྜⓗホ౯ᚓⅬ

 ࠋࡓࡗなかࢀࡽぢࡣ㛵┦ࡶの間

ඹⴭ⪅㸸高岡昌子ࠊ㣤田恵美子ࠊ岩本健

一ࠊᑠᕝ⣧子ࠊ高橋千香子ࠊ林悠子 

 

13）᪂人ಖ育⪅ᑐすࡿホ

౯㹼๓ࠎ年度๓年度

のẚ㍑ࢆ㏻し࡚㹼 

ඹⴭ 令和 2年 3᭶ 
ዉⰋ学ᅬ大学紀せ➨

12㞟（P51㹼60） 

▷ᮇ大学部の᭱ᚋの༞業⏕（ᖹᡂ 29年

度༞）ࡀᑵ職ඛお࡚࠸᪂人ಖ育⪅し

ࢆのかࡿ࠸࡚ࡅཷࢆなホ౯࠺ࡼの࡚

ㄪྛࠊホ౯㡯目⥲ྜⓗなホ౯の㛵

ಀ᳨࡚࠸ࡘウしࠋࡓᖹᡂ 27年度かࡽ

ᖹᡂ 29年度の 3か年࡛ࠊࡣಖ育⌧ሙ

おࡿࡅホ౯ࠊ満㊊度ࠊᑗ᮶ᛶ࡚࠸ࡘ明

ᅾ学中のࠊ一᪉ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀୖかࡽ GPA

ࠊࡣの間ᑵ職ඛの⥲ྜⓗホ౯ᚓⅬ

ᅇࡶ┦㛵ࡣぢࢀࡽなかྛࠊࡀࡓࡗ教⛉

のᡂ績の㛵㐃ࠕࠊࡿࡳࢆ子ࡶ学ࢮ

のの満㊊度ࡽ職ሙか࡚࠸おࡅࡔ࣑ࠖ

┦㛵（r=0.6）ࡀぢࠋࡓࢀࡽ 

ඹⴭ⪅㸸高岡昌子ࠊ岩本健一ࠊ高橋千香

子ࠊ林悠子 

 

⾲学➼Ⓨࠕ（のࡑ）  ࠖ     

㸯）ࡾࡳ⢭⚄ศᯒ研究

 ⾲Ⓨࡿࡅお
㸫 

ᖹᡂ 16年 5

᭶㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

⢭⚄ศᯒ研究ࡾࡳ

（大㜰ᕷ） 

⮫ᗋᚰ⌮ᢏ⾡の⥔ᣢ・ྥୖのࠊࡵࡓᐃᮇ

ⓗ研究ཧ加し࡚ࡾࡳࠋࡿ࠸⢭⚄

ศᯒ研究ࠊࡣ᪥本⢭⚄ศᯒ学のㄆᐃ

年ࠊࡾあ࡛ࡘࡦのࣉル࣮ࢢ 10ᅇ㛤ദ

㦂⮬ࠊ࡚࠸お本研究ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

のⓎ⾲ࠊࢆẖ年 1㹼2ᅇ⾜ࠋࡿ࠸࡚ࡗ 

 

㸰）ዉⰋ┴⮫ᗋᚰ⌮ኈ子

育࡚ᨭ部研ಟお

 ⾲Ⓨࡿࡅ

㸫 

ᖹᡂ 23年 7

᭶ 2᪥ 

 

ዉⰋ┴⮫ᗋᚰ⌮ኈ

子育࡚ᨭ部研ಟ

（ዉⰋᕷ西部බẸ

㤋） 

子育࡚ᨭ部研ಟおࡿࡅ᳨ウ

おࠕࠕࠊ࡚࠸子ࢆࡶ㐃࡚ࢀṚࡓ

ሗ࿌ࢆẕぶのᨭࠖのࡿ࠼ッࠖ࠸

しࠋࡓせಖㆤඣ❺࣮ࢣスし࡚㛗年ࢃ

ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ⓗࢡス࣮࣮࣡ࢣ࡚ࡗࡓ

࡛あࡌྠࠊࡾ⚟♴の⌧ሙ࡛άືし࡚

ࢆࢺン࣓ࢥ㈗㔜なࡾࡼᗋᚰ⌮ኈ⮫ࡿ࠸

ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿのᶵ㛵ࠊࡓࡲࠋࡓࡅཷ

の㔜せᛶࡑࠊࡸのᵓ⠏の᪉ἲࡶ࡚࠸ࡘ

㆟ㄽࠋࡓࢀࡉ 

 

㸱）本学おࡿࡅ子育࡚ᨭ

業の 5年間のྲྀࡳ⤌ࡾ

 ホ౯

㸫 

 

ᖹᡂ 27年 9

᭶ 

 

ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 54ᅇ研究大（ᮐ

ᖠᕷ）࣏ス࣮ࢱⓎ⾲

（ㄽᩥ㞟 P179） 

ᆅᇦおࡿࡅ子育࡚ᨭのᐇࡀồࡵ

⛶ಖ育ᡤ・ᗂࠊᅾ⌧ࠊࡾな࠺ࡼࡿࢀࡽ

ᅬ࡛ࡅࡔなࡃᵝࠎなሙおࡾྲྀ࡚࠸⤌

本学ࠊࡣ本研究࡛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡳ

おࡿࡅ㐣ཤ 5年間の子育࡚ᨭ業࡛あ

広ሙࠖのࡇࡗࡧࡕࠕの広ሙࠖ࠸ࡘࠕࡿ

⏝ࠊࡾ㏉ࡾࢆෆᐜの⤒㐣ࡳ⤌ࡾྲྀ

ࡼᣓお⥲ࡶࢆの⤖ᯝࢺ࣮ࢣン⪅

 ࠋࡓࡵࡲ࡚࠸ࡘᚋのㄢ㢟ࡧ

ඹྠⓎ⾲⪅㸸森本美బࠊ林悠子 

 

人間－406



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸲）ಖ育⪅し࡚の㈨㉁

ಖ育ᐇ㊶⬟ຊᑐすࡿ学

⏕のព㆑࡚࠸ࡘ 

㸫 

 

ᖹᡂ 27年 9

᭶ 

 

ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 54ᅇ研究大（ᮐ

ᖠᕷ）࣏ス࣮ࢱⓎ⾲

（ㄽᩥ㞟 P35） 

๓研究ࠊࡾࡼಖ育⌧ሙ࡛ࡎࡲࡣಖ育⪅

し࡚の㈨㉁ࡀ㔜せどࠊࢀࡉ⌧ሙࡀᚲせ

すࡿᐇ㊶⬟ຊし࡚ᩥ章・ゝㄒ⌧ຊࡀᙉ

本࡛ࡇࡑࠋࡓࡗศかࡀࡇࡿᚲせ࡛あࡃ

研究࡛ࠊࡣ本学学⏕ンࢺ࣮ࢣㄪᰝࢆ

し࡚⪅ಖ育ࡿࢀࡉሙ࡛ᚲせ⌧ࠊ࠸⾜

のᑓ㛛ⓗᐇ㊶⬟ຊࡸ㈨㉁࡚࠸ࡘの

ࡅࡘ㌟࠸ࡽࡃࢀࡀ㌟⮬ࠊ࠼⪄࠺ࡼ

しかࡽ明ࢆのかࡿ࠸࡚ࡌឤࡿ࠸࡚

 ࠋࡓ

ඹྠⓎ⾲⪅㸸林悠子ࠊ東村知子ࠊ森本美

బࠊ高橋千香子 

 

㸳）ಖ育⪅㣴ᡂᰯの学⏕の

ᛶ᱁特ᛶおࡧࡼ㐍㊰≧ἣ

 ࡚࠸ࡘの㛵㐃

㸫 

 

ᖹᡂ 28年 8

᭶ 

 

ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 55ᅇ研究大（┒

岡ᕷ）࣏ス࣮ࢱⓎ⾲

（ㄽᩥ㞟 P42） 

本学学⏕（༞業⏕ࡴྵࢆ）160ྡの㹗㹅

ᛶ᱁᳨ᰝのุᐃ⤖ᯝࠊࡶࢆಖ育⪅㣴

ᡂᰯの学⏕のᛶ᱁ഴྥおࡧࡼ༞業の

㐍㊰≧ἣ（㐍㊰㑅ᢥ）の㛵㐃࡚࠸ࡘ

ㄪࡑࠋࡓの⤖ᯝࠊ学⏕の༙ᩘ㏆ࡃ ࠕ࡛

⥴の安ᐃࠊࢀࡽࡳࡀࠖࡉಖ育⪅の㈨㉁

ࢀࡽ࠼⪄ࡿ特ᛶ࡛あ࠸῝㛵㐃のࡶ

ಖ育職㑅ᢥࠊࡣの㛵㐃࡛㐍㊰≧ἣࠋࡓ

ࡗなかࢀࡉぢฟࡣ㛵㐃ࡣᛶ᱁特ᛶ

ࡓ㑅ᢥしࢆ㠀ᑵ職ࡣ࠸ࡿ㠀正つあࡀࡓ

学⏕ࠕࠊࡣຎ➼ឤࠖࠕ㠀༠ㄪᛶࠖࡀ高࠸

ഴྥあࡿ学⏕のྜࡀ高ࡀࡇ࠸ศ

かࠋࡓࡗ 

ඹྠⓎ⾲⪅㸸高岡昌子ࠊ林悠子ࠊ岩本健

一 

 

㸴）ಖ育⪅㣴ᡂồࢀࡽࡵ

࡚࠸ࡘಖ育⪅の㈨㉁ࡿ

̿ᑵ職ඛのンࢺ࣮ࢣ

ㄪᰝ̿ࡾࡼ 

㸫 

 

ᖹᡂ 28年 8

᭶ 

ᅜಖ育ኈ㣴ᡂ༠㆟

➨ 55ᅇ研究大（┒

岡ᕷ）࣏ス࣮ࢱⓎ⾲

（ㄽᩥ㞟 P57） 

ᖹᡂ 23年度かࡽ 26年度の本学学⏕のᑵ

職ඛᑐし࡚⾜ࡓࡁ࡚ࡗົᐇែン

ࡀࡽᅬ㛗ࠊࡕ࠺ㄪᰝの⮬由記㏙のࢺ࣮ࢣ

ಖ育⪅㣴ᡂᮃࡓࡲࠊࡇࡴᑵ職しࡓ༞

業⏕ࡀホ౯࡚࠸ࡘࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉの

ศᯒࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの⤖ᯝࠊᑵ職ඛのᅬ㛗

し࡚のែ度人♫ࡶࡾࡼ༶ᡓຊࡣࡽ

ᚲせな⬟ຊの࡛ୖࡃാ࡛࣒チ࣮ࠊぬᝅࡸ

㣴ᡂࢆồࡀࡇࡿ࠸࡚ࡵ明ࡽかなࡗ

ࡿၥ㢟すࡀ᪩ᮇ㞳職ࡸಖ育ኈ㊊ࠋࡓ

中ࡇࠊのⅬࡓ࠼ࡲࡩࢆಖ育⪅教育ࡗ⾜ࢆ

 ࠋࡓࡅㄽ࡙⤖ࡿᛴົ࡛あࡀࡇࡃ࠸࡚

ඹྠⓎ⾲⪅㸸林悠子ࠊ高岡昌子ࠊ岩本健

一 

 

㸵）ᗂ⛶ᅬඣのಖㆤ⪅ᑐ

すࡿඣ❺ᚅ࡚࠸ࡘの

ព㆑ㄪᰝ 

㸫 

 
令和 2年 3᭶ 

᪥本ಖ育⪅㣴ᡂ教育

学➨ 4 ᅇ研究大

（⚟山ᕷ）口㢌Ⓨ⾲

（ᢒ㘓㞟 P49） 

あࡿᗂ⛶ᅬ㏻ᅬすࡿඣ❺ 147ྡのಖㆤ

 の㛵ᚰ度ձඣ❺ᚅၥ㢟ࠊ㇟ᑐࢆ⪅

ղ⮬㌟ࡀᚅࢆし࡚し࠺ࡲかࡶしࢀな

ᚅ࡚࠸ࡘの⾜為ࡘᛶ ճ㸵⬟ྍ࠸

㉁࡚࠸ࡘࡘかྰか ௨ୖの㸱࠺ᛮ

ၥ⣬ἲࡿࡼンࢺ࣮ࢣㄪᰝࢆᐇし

ಖㆤ⪅のࠊࡣ࡚࠸ࡘճࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓ

年௦ࡶࡇࡸのᩘࠊ࡚ࡗࡼᚅᤊ࠼

ࡀࡇࡿあࡀᛶ⬟ྍࡿኚすࡀ為⾜ࡿ

♧၀ࠋࡓࢀࡉ 

ඹྠ研究⪅㸸岩本健一ࠊ高岡昌子ࠊ林悠

子 

 

人間－407



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

     ሗ࿌書ࠖࠕ（のࡑ）

㸯）2013子ࡶの育ࡕ学

ϫ㹼ዉⰋᩥࡄなࡘࢆࡧ

ዪ子▷ᮇ大学 ᗂᑠ᥋⥆

㹕㹅ྜྠ研究のྲྀࡾ⤌

 ㏻し࡚㹼ࢆࡳ

ඹⴭ 
ᖹᡂ 26年 3

᭶ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大

学 ᗂ ᑠ ᥋ ⥆ 㹕 㹅 ⦅

（P43㹼48） 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学࡚ᖹᡂ 20年度

かࡽ㛤ദࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉᗂᑠ᥋⥆ WGྜྠ

研究ࠖおࠊࡿࡅᖹᡂ 25年度の講₇

㈨ᩱࡸᴫせࠊཧ加⪅のឤ➼ࡓࡵࡲࢆ

子࡛あࠋࡿ 

本人ᢸᙜ部ศ㸸➨㸯部➨㸯章㸺㸯᭶

㸼 講₇テ࣮マࠕᗂᑠ᥋⥆㛵ࡿࢃಖㆤ

⪅の安㹼ᑵ学๓ᚋの┦ㄯかࡽ㹼ࠖのෆ

ᐜࠊࡶࢆᗂᑠ᥋⥆ᮇಖㆤ⪅ࡀᢪࡃ

安ࢆࡽࢀࡑࠊ安ᚰኚࡵࡓࡿ࠼のྲྀ

 ࠋࡓࡵࡲ࡚࠸ࡘのࡳ⤌ࡾ

ᇳ➹⪅㸸⛅田႐௦美ࠊ๓田ὒ一ࠊ善野八

千子ࠊᜏ岡᐀ྖࠊ▼田⚽ᮁ 

A5∧  129㡫 

 

㸰）ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部 教学ሗ

࿌ 

ඹⴭ 
ᖹᡂ 30年 12

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学ዉⰋᩥ

ዪ子▷ᮇ大学部ᗂ

ඣ教育学⛉ 

ዉⰋᩥዪ子▷ᮇ大学部の㛢ᰯあࡓ

教職ဨ一特ࠊ࡚࠸お㐣ཤᩘ年間ࠊࡾ

なࡓࡗ⾜࡚ࡗ教学ୖの特Ⰽのあࡿ

 ࠋࡿ記㘓࡛あࡓࡵࡲࢆᡂᯝࡸࡳ⤌ࡾྲྀ

本人ᢸᙜ部ศ㸸7.3本学おࡿࡅ学⏕ᨭ

（P78㹼83）8.8ࠊᚰ⌮学㡿ᇦの⛉目

おࡿࡅ授業のᕤ夫࡚࠸ࡘ㺎ࢢル࣮ࣉά

 （P121㹼122)中ᚰࢆື

ᇳ➹⪅㸸青山雅哉ࠊ㣤田惠美子ࠊ♒㎶ࡺ

高ࠊ高岡昌子ࠊᑠᕝ⣧子ࠊ岩本健一ࠊ࠺

橋千香子ࠊ⟄井㐨子ࠊᜏ岡᐀ྖࠊ中田章

子ࠊ林悠子ࠊ森本美బࠊ吉田明史 
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教  育  研  究  業  績  書 

令和 2 年 3 ᭶ 31 ᪥    

    Ặྡ 西江なお子       

研   究   ศ   野 研 究 ෆ ᐜ の ࢻ ࣮ ࣡ ࣮ ࢟ 

教育学 ᐙᗞ⛉教育ࠊ㣗育ࠊ授業࡙ࡾࡃの᪉ἲᢏ⾡ 

教  育  ୖ  の  ⬟  ຊ    㛵  す  ࡿ    㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ           せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 
(1)高光※特Ṧࣛࡓ࠸⏝ࢆࢺᛌ㐺なఫࡲ 
 ㊶のᣦᑟἲのᐇ࠸

 
ᖹᡂ 23 年 2 ᭶ 

 
特ูάື⥲ྜⓗな学⩦の授業し࡚ࠊ᪥

ᖖのΎᤲάືのྲྀࡳ⤌ࡾのၥ㢟Ⅼࢆࡾ㏉
のᡭẁࡵࡓࡿࡏࡉᐇឤࢆ⩏Ύᤲのពࠊࡏࡽ
し࡚ࠕࠊぢࡿ࠼ࠖࡣࢆか࡚ࡗ授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
一ぢởࡀࢀな࠸ᛮࡿࢀࢃሙᡤࠊࢆ高光※特
Ṧࣛࡽ↷࡚࠸⏝ࢆࢺしࠊᣔ࠸࡚ࢀࡁ࠸な࠸
根ࢆのΎᤲែ度ࡕࡓศ⮬ࠊࡏぢࢆࢀởࡸࡳࡈ
ᗏかࡿࡏࡉ࠼⪄ࡽᐇ㊶研究࡛あࡇࠋࡿのάື
のࡑࡣ❺ඣࡓᐇឤしࢆΎᤲのᚲせᛶࠊࡾࡼ
ᚋのΎᤲάືのྲྀࡀࡳ⤌ࡾ大ࡃࡁኚᐜすࡿ
 ࠋࡓࡗࡀなࡘ㊶ᐙᗞ࡛のᐇࠊྠ

（大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯのᐇ㊶） 
 

 
(2)⠇㟁のຠᯝࡑのព⩏ࠊࢆᐇឤࢆకࡗ 
 ㊶ᐇࡿᅗࢆࠖࡿ࠼ぢࠕࡃᑟゎ⌮ࡓ

 
ᖹᡂ 25 年 2 ᭶ 

 
ᐙᗞ⛉⥲ྜⓗな学⩦のᐇ㊶࡛あࠋࡿ東᪥

本大㟈⅏ᚋࠊ⠇㟁࠺࠸ゝⴥࠊࡀࡃ⪺ࢆ⥅⥆す
ࡿゎしᐇ㊶す⌮ࢆ⩏⠇㟁のពࠋ࠸㞴しࡣのࡿ
ඣ❺ࢆ育࡚ࡣࡇࡿ㔜せ࡛あࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿㄢ㢟
ࡇࡿࡁ࡛ศ⮬ࠊ࠼⪄ࢆ⟇⠇㟁の᪉ࠊぢฟしࢆ
㟁Ẽປຊࠋࡓࡗ⾜ࢆ授業࠺㣴ࢆຊࡿすࢆ
の㛵ಀࢆᐇឤすࠊࡵࡓࡿ⮬㌿㌴Ⓨ㟁ᶵ࡛ᐇ㝿
の㟁ࡑࠊᐃし ࢆᚅᶵ㟁ຊࡓࡲࠋࡿࡏࡉⓎ㟁
ຊࢆ年間⟬し࡚ࢀの⠇㟁ࡿࡀ⧄
のかࢱ࣮ࢹࢆす࠺ࡇࠋࡿしࡓᐇ㝿యືࢆ
かし್ᩘࡾࡓしࡾࡓすࡿなᵝࠎなࠕぢ࠼
ࡏࡉᐇឤࢆ⠇㟁ࠊ࡚⤒ࢆロ࣮チࣉࠖのࡿ
✚ෆの↓㥏な㟁Ẽのᾘⅉなᰯࡣ❺ඣࠋࡓ
ᴟⓗなࠋࡓࡗ 

(大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯのᐇ㊶ ) 

 

 
(3)ఫ⎔ቃのởࢀᑐしࠊព㆑ୗかࡽព㆑ 
ඣ❺ࢆኚᐜࡿࡏࡉᣦᑟἲのᐇ㊶  

 
ᖹᡂ 26 年 2 ᭶ 

 
ᐙᗞ⛉のᐇ㊶࡛あࡸࣈࣀࢻࠋࡿ㟁Ẽスࢵ
チな特ᐃከᩘの人ࡀゐࡿࢀሙᡤࠊࡸ一ぢ
࠸ᣔࠊࡶなࡾࢃࡲᮘࡸቨࡿ࠼ぢ࠸ࢀࡁ
⥺光ࢆࡇࡿ࠸╔し࡚ࡀࢀở࠸な࠸࡚ࢀࡁ
の特Ṧな࡚࠸⏝ࢆࢺࣛࢡࢵࣛࣈ↷ᑕしࠕぢ
ࡿ࠼ すࠖࡑࠋࡿし࡚ࡀࢀࡑ人యࡿ࠼ᙳ㡪
そしࢆព㆑࠺࠸ࠖࡎࡣな࠸ࢀࡁࠕࠊ࠼⪄ࢆ
のࡕẼᣢࠊࡁ㝖ࡾྲྀࢆࢀở࠸な࠼ぢࡤࢀす࠺
Ⰻ࠸⎔ቃ࡙ࡀࡾࡃᐇ⌧すࡿかࠋࡓࡏࡉ࠼⪄ࢆ
ᐇ㝿⮬ศの㌟㏆な≀ࢆ㞧ᕵ➼࡛ᣔ࠸ởࢆࢀ
ᐇឤࡑࠊ࡛ࡇࡿࡏࡉのᚋのΎᤲែ度⃭ࡀኚ
すྠࡿᐙᗞ࡛࠺ࡼࡌྠࡶなሗ࿌ࢆಖㆤ
⪅かࠊࡅཷࡽᐙᗞ࡛のᐇ㊶ࠋࡓࡗࡀ⧄ 
(大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯのᐇ㊶ ) 
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(4)⏕άᐇ㊶ຊྥୖࢆ目ᣦしࡓᑠ学ᰯᐙᗞ
⛉ᣦᑟἲのᐇ㊶ 

 
ᖹᡂ 26 年 5 ᭶
㹼ᖹᡂ 27 年 3
᭶ 

  
ᑠ学ᰯ➨㸳ࠊ㸴学年⏕ࢆᑐ㇟ࠊඣ❺・教ဨの
࠸お⩦Ύᤲ学ࡿศ野࡛あ࠸㛵ᚰのపࡶ᭱
㏻し࡚⏕άᐇࢆ㊶ᐇࡿࡼルࢹ本授業ࣔࠊ࡚
㊶ຊ࠸ࡀか高ࡿࡲか᳨ࢆド・⪃ᐹしࡑࠋࡓの
㝿ࠊ授業ࣔࢹルの᭷ຠᛶ᳨ࢆドすࡿ目ⓗ࡛デ
᩿ⓗホ౯・⥲ᣓⓗホ౯ࠊ࠸⾜ࢆඣ❺のព㆑ࠊែ
度のኚᐜࢆㄪᰝしࠊࡓࡲࠋࡓᐙᗞ⛉の教⛉目ᶆ
ࡿᑐす教⛉の目ᶆࠋࡓࡗ⾜ࡶホ౯ࡿᑐす
ホ౯おࡣ࡚࠸㸲ほⅬ࡚お࡚࠸㸲ẁ㝵ホ
౯のୖ㸲ࠊ㸱ࡀ 85㸣௨ୖࢆ༨ࠊࡵᴫࡡ㐩ᡂ
し࡚ࡿ࠸⤖ᯝなࠋࡓࡗ授業のࡵࡲし࡚
授業ᑐ㇟学年௨እのඣ❺Ύᤲのᚲせᛶのࣉ
ࢆンࢮࣞ 5・6 年⏕ࠊ࠸⾜ࡀ学ᰯయ࡛Ύᤲの
ᚓࢆᐃ╔しᡂᯝࡀάືࡾなάⓎࡀࡳ⤌ࡾྲྀ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ  

（ụ田ᕷ❧▼橋༡ᑠ学ᰯのᐇ㊶） 
 

 
(5)大学⏕の⾰㣗ఫの知㆑・ᢏ⬟のྥୖࢆ
目ᣦしࡓ講⩏のᐇ㊶ 

 
ᖹᡂ 28 年 4 ᭶
⌧ᅾࡿ⮳ 

  

大学⏕ࢆᑐ㇟ࠊ⾰㣗ఫの知㆑・ᢏ⬟のࣞࢹ

ಶࠊᯝ⤖ࠋࡓᢕᥱしࢆᐇែࠊ࠸⾜ࢆࢺステスࢿ

人ᕪࡀ大ࡃࡁᑠ学⏕かࡽのᐙᗞ⛉の学ࡀࡧᐃ

╔し࡚࠸な࠸学⏕ࡀከࡃぢࡇࠋࡓࢀࡽのᐇែ

ࠊ࠸⾜ࢆࢺ知㆑・ᢏ⬟のᑠテスẖࠊࡅཷࢆ

ㄢ㢟ゎỴ࡚ࡅྥのලయⓗなᑐ⟇ࡏࡉ࠼⪄ࢆ

ࠊࡵࡓࡿᅗࢆᐇ㊶の᪥ᖖ╔のᐃࡧ学ࠋࡓ

ᐙᗞ⛉᪂⪺のసᡂཬࡧᐙᗞ࡛のྲྀ࣮ࢩࡳ⤌ࡾ

知学⏕⮬㌟ࠊ࡛ࡇࡿࡏ書かⓗ⥆⥅ࢆࢺ

㆑・ᢏ⬟のᐃ╔のᡂᯝࢆᐇឤࡀࡇࡿࡏࡉฟ

᮶ࠊ⤖ᯝし࡚ᡂ績᪼ୖࡀすࡿ学⏕ࡀቑ加しࠊ

あࡿ一ᐃのᡂᯝࢆᚓࡀࡇࡿฟ᮶ࠋࡓ 

（ዉⰋ学ᅬ人間教育学部ࠕ⾰㣗ఫの⌮ゎ࡛ࠖ の

ᐇ㊶） 
 

 
(6)大学おࡿࡅ学⏕యしࡓᣦᑟἲの
ᐇ㊶Ⓨ⾲ 

 
ᖹᡂ 29 年㸵᭶ 

  
大学おࡿࡅ学⏕యの講⩏のᅾࡾ᪉࠸ࡘ
࡚のᐇ㊶Ⓨ⾲ࠊࢆ本学教ဨ⾜ࠋࡓࡗ⏝教ᮦ・
教ලの㑅ᐃࢢࠊル࣮ࣉάື᪉ἲࠊ学ಟࢺ࣮ࣀの
記㘓のྲྀࡏࡽ᪉ࡓࡲࠊ 90 ศの間㓄ศࡸㄢ㢟
のฟし᪉なࠊ学⏕ࡀ✚ᴟⓗ講⩏ཧ加しࠊ
学ಟすࡵࡓࡿのᵝࠎなᡭ❧࡚ࢆලయⓗⓎ⾲
しࠋࡓ学⏕ࢆࡕࡓ⬟ືⓗ講⩏ཧ加ࡿࡏࡉ
᪉ἲ࡛あࡾྲྀࠊࡾධ࠺࠸࠸ࡓࡳ࡚ࢀ教ဨの
ኌࡀࡇࡃ⪺ࢆฟ᮶ࠊあࡿ一ᐃのᡂᯝࢆᚓࡿ
 ࠋࡓฟ᮶ࡀࡇ
（ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部ࠕ⾰㣗ఫの⌮ゎࠖ
 （㊶ᐙᗞ⛉ᣦᑟἲ࡛ࠖのᐇࠕ

(7) ᐙᗞ⛉ࢆᇶ┙しࡓ教⛉ᶓ᩿ⓗな
 ㊶の教育ࠖのᐇࡕの࠸ࠕ

ᖹᡂ 30 年 10
᭶㹼ᖹᡂ 31 年
3 ᭶ 

 ᐙᗞ⛉ࢆᇶ┙しࡓ教⛉ᶓ᩿ⓗな࠸ࠕのࡕ
の教育 ࠊືࠖࢆ ≀ឡㆤのどⅬࡾྲྀࢆධࡇࡿࢀ
❺ඣࠋࡓᐇ㊶し࡚ࡅྥ᭷ຠᛶのᐇドࡿࡼ
の㌟㏆なᏑᅾし࡚ࢺࢵ࣌（特≟・⊧）の࠸
のࡕὀ目しྡ≟ࠕࠊ๓ࢆࡿࡅ᪥ࠖのᫎ⏬
┘╩࡛あࡿ山田あかࡡẶືࠊ≀ಖㆤᦠࡿࢃ
NPO ἲ人ࡳ⊧≟ࠕなしࡈᩆ㝲ࠖ௦⾲中㇂ⓒྜ
Ặࢆᣍࠊࡁඣ❺ࠊಖㆤ⪅ࠊᆅᇦఫẸࢆᑐ㇟し
ᮅ᪥᪂⪺♫ཬࠋࡓᐇしࢆの教育ࠖࡕの࠸ࠕࡓ
ཷࢆのྲྀᮦࢹ大㜰ᦤᆅᇦのマス࣓ࡧ
ࡿⓎಙすࡃ広ࢆࡳ⤌ࡾの教育のྲྀࡕの࠸ࠊࡅ
ࡘࡕの࠸ࠊࡾࡼ本ᐇ㊶研究ࠋࡓฟ᮶ࡀࡇ
ඣ❺のࠊඹ࠺ྜࡾㄒࡀࡶ子大人࡚࠸
教育ࠊኚᐜしࡃࡁ大ࡀព㆑ࡿす࠸ࡓࡕの࠸
ຠᯝࡀあࠋࡓࡗ 
（ụ田ᕷ❧▼橋༡ᑠ学ᰯのᐇ㊶） 
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(8) ᐙᗞ⛉おࠕࡿࡅ㜵⅏教育ࠖのᐇ㊶ 

 
ᖹᡂ 30 年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ 31 年 3
᭶ 
 

 
ᐙᗞ⛉ࢆᇶ┙しࡓ教⛉ᶓ᩿ⓗなࠕ㜵⅏教

育 のࠖྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡑࠊࡾの᭷ຠᛶのᐇドࡅྥ
࡚ᐇ㊶しࠋࡓඣ❺の㜵⅏ព㆑⾜ືのᩚྜ
の᳨ドࢆ㏻し࡚ࠊ㜵⅏ព㆑のྥୖ加࠼ලయ
ⓗな㜵⅏のᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘの知㆑・ᢏ⬟の⩦
ᚓのᚲせᛶࢆ明ࡽかしࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓᆅᇦఫẸ
ࡃᢪ➼㑊㞴ࡸࡳ⤌ࡾ㜵⅏のྲྀࠊᑐし
安ࡾྲྀࡁ⪺࡚࠸ࡘㄪᰝࢆᐇしࠊᑠ学⏕ࡀ
ᆅᇦの㜵⅏࣮࣮ࣜࢲし࡚ᐇ㊶ྍ⬟な㡯
࡚࠸お学⩦Ⓨ⾲ࠊ࡚࠼加ࠋࡓウし᳨࡚࠸ࡘ
㟈⅏のᵝࠊࡌ₇㢟ᮦࢆ㔩▼のወ㋱ࠖࠕࠊࡣ
子ࢆㄪࠊ⅏ᐖࢆ⮬ศし࡚ᤊࠊ࠼ୗ⣭⏕ࡣ
㜵⅏のᚲせᛶの人ࡃከᆅᇦఫẸなࡵࡌ
ࡼࡳ⤌ࡾ一㐃のྲྀࡽࢀࡇࠋࡓⓎಙし࡚࠸ࡘ
ࡶࡣඣ❺の㜵⅏ព㆑ࠊ㝿ࡓẚ㍑しᐇ㊶๓ࠊࡾ
ࠊྛࡾࡼ ᐙᗞ࡛の㜵⅏のྲྀࡳ⤌ࡾの㉁・㔞
 ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ本ᐇ㊶の᭷ຠᛶࠊしୖྥࡶ
（ụ田ᕷ❧▼橋༡ᑠ学ᰯのᐇ㊶） 
 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書・教ᮦ  
 
(1)教育ᐇ⩦⏕ᣦᑟの࡚ࡁࡧ 
 （大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯⓎ⾜） 
  【ᥖ】  

 
ᖹᡂ 22 年 4 ᭶ 

 
大㜰教育大学の学⏕ྥࡅ教育ᐇ⩦ᚲ

せな教ဨし࡚の㈨㉁⬟ຊࡸ授業࡙ࡾࡃの࣏
ᐙᗞ⛉のどⅬࢆ᪉なࡁᣦᑟの書ࠊࢺン
かࡽලయⓗ♧しࠋࡓ特ᐙᗞ⛉のᣦᑟస
ᡂの㝿ὀពすࡁⅬし࡚ࠊᐙᗞ⛉࡛ồࡵ
ලࢆఱかࡣຊ࠸ࡓࡏࡲ育❺ඣࡿ࠸࡚ࢀࡽ
యⓗ㇟ࢆ࡚࠼ᥦ♧すࠊࡶࡿඣ❺の
ᐇែᢕᥱの᪉ࡸయ㦂άືのຠᯝⓗなྲྀࡾධ
学⩦ពḧࡾᅗࢆඣ❺の⯆・㛵ᚰのྥୖࠊ᪉ࢀ
大㜰ࠋࡓゎㄝしࢆ᪉ࡾᡭ❧࡚のᅾࡿႏ㉳すࢆ
教育大学の学⏕かࠊࡣࡽᣦᑟの書ࡁ᪉ࡣ元
ࡁࡃし࡚ᢕᥱし࡚お࠼のᚰᵓ⩦ᐇࡾࡼ
㔜せⅬ࡚ࢀࡉ⨶⥙ࡀおࠊࡾά⏝しࡸす࠸ዲ
ホࢆᚓ࡚ࠋࡿ࠸ 
 

 

(2)ᑠ学⏕ኟఇࡳのᐙᗞ学⩦⏝教ᮦ⦅㞟

（ᩥ⁇ᇽ） 

  【ᥖ】 

ᖹᡂ 22 年 4 ᭶ ๓ඣ❺のᐇែㄪᰝࠊ࠸⾜ࢆ㛗ᮇఇᬤ
のࡈ⛉教ྛࠊ明☜しࢆ学⩦ㄢ㢟ࡁ࠺⾜
㔜せ㡯目ࢆ⡆₩ࠊࡵࡲඣ❺のࡸࡁࡎࡲࡘ
す࠸ෆᐜྫྷࢆしࠊၥ㢟సᡂし教ᮦ♫ᩥ
ᇽᥦ♧しࠋࡓᑠ学ᰯ 1 年㹼6 年࡛ࡲの学年
の学⩦⏝教ᮦの⏬⦅㞟㛵ࠋࡓࡗࢃᅜ
のᑠ学ᰯ࡛ࠊ⏝࡚ࢀࡉࡸ࠸す࠸ዲホࢆ
ᚓ࡚ࠋࡿ࠸ 
㸿4 ุ 26 㡫 
 

 
(3)ᾘ㈝⪅教育の࡚ࡁࡧ 
（大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉

部Ⓨ⾜）  

 
ᖹᡂ 22 年 5 ᭶ 

 
ᾘ㈝⪅教育の授業ࠊࢆ⏕ά⛉・♫⛉・ᐙᗞ

⛉のどⅬかࡽศᯒしࢀࡒࢀࡑࠊの特ᚩ学ᰯ
⌧ሙ࡛ᐇ㝿ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜学⩦ෆᐜࢆ記載し
ඣࡸ部ศࡿ㔜」すࡀ教⛉間࡛学⩦ෆᐜྛࠋࡓ
Ⓨ㐩ࠊࡾࡼࡇࡿす⌮ᩚࢆຊ࠸ࡓࡅࡘ❺
ẁ㝵ᛂࡓࡌᾘ㈝⪅教育のᅾࡾ᪉ࢆලయⓗ
♧しࠋࡓ大㜰教育大学かࡅཷࡽධࡓࢀᐇ⩦⏕
࡚࠸ࡘᾘ㈝⪅教育ࡿࡅお⛉ᐙᗞ㇟ᑐࢆ
ᣦᑟすࡿ㝿⏝しࠊලయⓗ࡛あࡿዲホ࡛
あࠋࡓࡗ 
㸿4 ุ 8 㡫 
 

 
(4)ᐙᗞ⛉࡛⾜࠺Ύᤲの࡚ࡁࡧ 
（大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉

部Ⓨ⾜） 

 
ᖹᡂ 23 年 6 ᭶ 

 
ᐙᗞ⛉のΎᤲの授業おࠊ࡚࠸ඣ❺⮬ࡀࡽ

Ύᤲのព⩏ࡸලయⓗなΎᤲ᪉ἲ࡚࠸ࡘ学ࡧ
大㜰ࠋࡓࡵࡲࢆᴫせࡓࡗ⾜ࢆពぢὶࠊ࠼⪄
教育大学かࡅཷࡽධࡓࢀᐇ⩦⏕ࢆᑐ㇟ᐙᗞ
⏝㝿ࡿᣦᑟすࢆ⩏Ύᤲ学⩦のព࠺⾜࡛⛉
しࠊලయⓗ࡛あࡿዲホ࡛あࠋࡓࡗ  
㸿4 ุ 2 㡫 
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(5)ᐙᗞ⛉ᣦᑟἲおࡿࡅᣦᑟసᡂのᡭ
ᘬࡁ 
（ዉⰋ学ᅬ大学 人間教育学部Ⓨ⾜）  
 

 

 
ᖹᡂ 28 年 11
᭶ 

 
ᐙᗞ⛉ᣦᑟἲのཷ講⏕ࢆᑐ㇟ࠊᐙᗞ⛉ᣦ

ᑟసᡂおࡿࡅ㔜せⅬࢆ明☜ᥦ♧しࠋࡓ
㢟ᮦタᐃの⌮由ࡸᣦᑟୖの␃ពⅬの書ࡁ᪉な
ࠋࡓ㔜どしࢆしලయᛶ♧ࢆᐇ㝿のᣦᑟࠊࢆ
学⏕かࠊࡣࡽᣦᑟの書ࡁ᪉ࡀ明☜なࠊࡾ㔜
せⅬࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ書ࡸࢀ₃ࡁ書ࡁᦆࡌ
 ࠋࡓࡗዲホ࡛あࡁ࡛ࡀࡇࡄ㜵ࢆ

㸿4 ุ 2 㡫 
 

 
(6)⾰㣗ఫの⌮ゎおࡿࡅᢏ⬟ྥୖのࡵࡓ
のᡭᘬࡁ 
 

 
ᖹᡂ 29 年 6 ᭶ 

 
⾰㣗ఫの⌮ゎのཷ講⏕ࢆᑐ㇟ࠊᢏ⬟ྥୖ

ࠋࡓᥦ♧し☜明ࢆの㔜せⅬࡑし࡚目ⓗࢆ
の㐺❺ඣࠊ᪉࠸安なᢅࠊンの᧯స᪉ἲࢩ࣑
ษなᣦᑟἲࡓࡗ࠸ᑠ学ᰯ教ဨし࡚ᚲせな
ᢏ⬟ࠊࢆᇶ♏かࡽᛂ⏝ࢆ࡛ࡲヲ⣽記しࠊ安ᚰ
し࡚ඣ❺ᣦᑟ࡛ࠋࡓࡵࡲ࠺ࡼࡿࡁඣ❺ 
ዲホ࡛あ࠸すࡸࡾศかࡀࢺン࣏のᣦᑟ
 ࠋࡓࡗ
 㸿4 ุ 2 㡫 
 

 
㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯ 
(1)ዉⰋ学ᅬ大学学㛗かࡽのࠕᐙᗞ⛉教育
ἲ 㠀ᖖ講ࡿᢸᙜすࢆ㣗ఫの⌮ゎࠖ⾰ࠕࠖ
師し࡚᥇⏝のホ౯ 

 
ᖹᡂ 25 年 4 ᭶ 

 
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉

おࠊ࡚࠸㠀ᖖ講師し࡚᥇⏝のホ౯ࡣ௨
ୗの㏻࡛ࡾあࠋࡿ 

ࠗヱᙜ教ဨࠊࡣ大㜰教育大学ụ田㝃ᒓᑠ学
し࡚ᐙᗞ⛉任ᰯ 4 年間ົしࠊẖ年
ᅜⓎ⾲࠸⾜ࢆලయⓗな教ᮦ㛤Ⓨࡸᣦᑟ᪉ἲ
なࢆ⇍知し࡚ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸ẖ年ከࡃのᐙᗞ⛉
教師ࢆᚿᮃすࡿ大学⏕ࢆᐇ⩦⏕し࡚ཷࡅධ
か࡛あ㇏ࡶᑐし࡚のᣦᑟの⤒㦂⏕大学ࠊࢀ
㇟職教ဨᑐ⌧ࠊࡸ研究紀せࡃな࡛ࡅࡔ㊶ᐇࠋࡿ
のࠕ教ဨචチ᭦᪂ࠖの教⛉書ࢆసᡂすࡿなࠊ
研究ᑐすࡿពḧࡶ高ࠋ࠸学࡛のάືࡶ㛤 
ጞしࠊ㇏かなᐇ㊶࡛ࡅࡔなࠊࡃ⌮ㄽ㠃࡛ࡶ

大学教ဨし࡚の㈨᱁ࢆഛุ᩿ࡿ࠸࡚࠼す
 ࠋࡿ

 
(2)ዉⰋ学ᅬ大学ࠕ⾰㣗ఫの⌮ゎࠖ授業⤊
おࡿࡅ学⏕ンࡿࡼࢺ࣮ࢣホ౯ 

 
 
ᖹᡂ 27 年 8 ᭶ 

 
授業ᨵ善のࡵࡓタᐃしࡓ 5 㡯目⮬由記

㏙ࡿࡼ学⏕ンࠋࡓࡗ⾜ࢆࢺ࣮ࢣ授業ෆᐜ
ࡣ㡯目の満㊊度ࡿࡁ࡛⏝άᐇ⏕άࢆ 4 Ⅼ満
Ⅼ中 3.8 ⏕のྜの学ࡃከࠊࡾ高ホ౯࡛あ
 ࠋࡓࡗな授業ࡃ࠸満㊊のࡀ
 

 
(3)ዉⰋ学ᅬ大学ࠕᐙᗞ⛉ᣦᑟἲࠖ授業⤊
おࡿࡅ学⏕ンࡿࡼࢺ࣮ࢣホ౯ 

 
ᖹᡂ 29 年 3 ᭶ 

 
授業ᨵ善のࡵࡓタᐃしࡓ 5 㡯目⮬由記

㏙ࡿࡼ学⏕ンࠋࡓࡗ⾜ࢆࢺ࣮ࢣ➨㸯ᅇ目
の講⩏おࡣ࡚࠸ᐙᗞ⛉ᑐすࡿ⯆㛵ᚰࡀ
ప࠸ഴྥࡀ๓ㄪᰝ࡛ศかࠊࡀࡓࡗ学⏕ࡀ⬟
ືⓗ講⩏ཧ加し学ࢡࠊ࠺ࡼࡿࡲ῝ࡀࡧ
テࢽ࣮ࣛࣈンࡾྲྀࢆࢢධࠊࢀᑠ学ᰯ⌧ሙ࡛
༶ά⏝࡛ࡿࡁຊࢆ㌟ࠋࡓࡏࡉࡅ講⩏の満
㊊度ࡣ 4 Ⅼ満Ⅼ中 3.8 ࠊࡾ高ホ౯࡛あ࠺࠸
学⏕࠸῝学ࢆࡧಖドすࡀࡇࡿฟ᮶ࠋࡓ 
 

 
(4) ዉⰋ学ᅬ大学ࠕ⾰㣗ఫの⌮ゎࠖ授業
⤊おࡿࡅ学⏕ンࡿࡼࢺ࣮ࢣホ
౯ 

 
ᖹᡂ 30 年 3 ᭶ 

 
 15ᅇ授業⤊おࡿࡅンࡼࢺ࣮ࢣ

ࡣ᪉ࠖ࠸授業間の᭷ຠなࠕࠊࡣ授業ホ౯ࡿ
4 Ⅼ満Ⅼ中 ពḧࠖࡸព⇕ࡿᑐす授業ࠕࠊ3.83
ࡣ ࡣࠖࡉすࡸࡾかࢃㄝ明のࠕࠊ3.78 3.7 ࡎ࠸
ᑠ学ᰯᐙࠊ࡚࠸お授業ࠋࡓࡗ高ホ౯࡛あࡶࢀ
ᗞ⛉教育の目ᶆཬࡧෆᐜ࡚࠸ࡘᐇឤࢆకࡗ
࡚⌮ゎ࡛ࢡࠊ࠺ࡼࡿࡁテࢽ࣮ࣛࣈンࢆࢢ
⏕学ࡽࡀなࡾᅗࢆンࣙࢩࢡࣞࣇࣜࠊࢀධࡾྲྀ
の⌮ゎࢆ☜ㄆしࠊ㐺ᐅࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇし࡚授
業ࢆ㐍ࢆࡇࡿࡵᚰࡑࠋࡓࡅの⤖ᯝࠊ学⏕の
ࠊࡾあ授業࠸満㊊度の高ࠊಖドしࢆࡧ学࠸῝
ඛのホ౯ࢆᚓࡀࡇࡿฟ᮶ࠋࡓ 
 

人間－412



㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特
記㡯 
 
(1)大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯおࡿࡅ 
 学年任し࡚の学年教ဨᣦᑟㄪᩚ 
 
 

 
ᖹᡂ 21 年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ 26 年 3
᭶ 

 
5 年間学年任し࡚ࠊ⟶⌮職ࡸ学年の

㐃⤡ㄪᩚࢆ⥥ᐦࠊ࠸⾜ඣ❺の教育ᑾຊし
学年の目ࠊసᡂしࢆ࣒ࣛࣗ࢟年間学⩦カࣜࠋࡓ
ᶆ฿㐩ྛ࡚ࡅྥ教ဨヰしྜࢆ࠸ᐦ⾜
学⣭のඣྛࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡓあඣ❺の教育ࠊ࠸
❺のᐇែᢕᥱດࠊࡵಶูᑐᛂࢆせすࡿඣ❺
学年య࡛ࠊ࠸⾜ᐃᮇⓗࢆの㆟࡚࠸ࡘ
ሗࢆඹ᭷しඣ❺のᣦᑟࠊ࠸⾜ࢆ安ᐃしࡓ学
年⤒Ⴀࡀᐇ⌧しࠊಖㆤ⪅かࡽの高࠸ホ౯ࡶᚓ
 ࠋࡓ
 

 
(2)大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯおࡿࡅ 

ᐙᗞ⛉任し࡚教育ᐇ⩦⏕のᣦᑟ 
 

ᖹᡂ 21 年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ 26 年 3
᭶ 
 

 
ᖹᡂ 21 年かࡽᐙᗞ⛉の任ࢆ 5 年間ᢸᙜ

しࠊẖ年教育ᐇ⩦⏕ࠊࢆ年 2 ᅇཷࡅධࠊࢀᐙ
ᗞ⛉教ဨᕼᮃ⪅ࢆ」ᩘྡᐇ⩦ᣦᑟしࠋࡓᐇ⩦
ᣦᑟのෆᐜࠊࡣᐙᗞ⛉の学⩦ᣦᑟせ㡿ᇶ࡙
⩦学ࠊ年間ᣦᑟィ⏬の❧ࠊ教ᮦෆᐜのゎ㔘ࡃ
ᣦᑟのసᡂࠊຠᯝⓗなᐇᢏᣦᑟの᪉ἲࠊ安
なᐇ⩦のࡵࡓの␃ពⅬࠊ高学年ඣ❺の⌮ゎ➼
ㄢ㢟ࠊ࡚ࡏࡉࢆᐇ㝿の授業ࡽࡉࠋࡔࢇࡼお
ࡘࢆᐇ㊶ຊࠊ࡛ࡇࡿࡏࡉᣮᡓࠊᣦし࡚ࢆ
ⓗ☜なࡿな☜明ࡀㄢ㢟ࡣࡽ学⏕かࠊࡏࡉࡅ
ᣦᑟ࡛あࡿのホ౯ࢆᚓࠋࡓ 
 

 
(3)㏆␥㝃ᒓᑠ学ᰯ㐃ྜᐙᗞ⛉ᨭ部ᙺဨ
 し࡚の教育研究

 
ᖹᡂ 21 年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ 26 年 3
᭶ 

 
ᙺဨし࡚ᐙᗞ⛉教育㛵し࡚のᡂᯝㄢ

㢟ࢆẖ年ศᯒしࠊの㝃ᒓᰯのពぢὶࢆ
ᅗࡿ中࡛ࠊPDCA 研ࠊ࠸⾜ᴟⓗ✚ࢆルࢡࢧ
究のᡂຌᑾຊしࠋࡓ 
 

 
(4)大㜰ᗓᐙᗞ⛉教育研究ᐙᗞ⛉部ᙺ
ဨし࡚の教育研究 

 
ᖹᡂ 21 年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ 26 年 3
᭶ 

 
ᖹᡂ 21 年かࡽᐙᗞ⛉部ᙺဨし࡚ࠊẖ年

ᐇࡿࢀࡉ研究の㛤ദ࡚ࡅྥ㛗のᣦ♧
のࡶ㐃⤡ㄪᩚࢆ⥥ᐦࠊ࠸⾜教ဨのᕼᮃ
ンࢆࢺ࣮ࢣ㞟⣙し講師の㑅ฟな研究のᡂ
ຌᑾຊしࠋࡓ 
 

(5)大㜰ᗓᐙᗞ⛉研究ᙺဨ 
 

ᖹᡂ 21 年 4 ᭶
㹼ᖹᡂ 26 年 3
᭶ 

ᙺဨし࡚研究㛤ദ࡚ࡅྥ㛵ಀᶵ㛵
研究目ⓗ᳨࡚࠸ࡘウしࠊのᡂຌᑾຊし
ࢆࡳ⤌ࡾのᐙᗞ⛉学⩦のྲྀࢁࡈ᪥ࠊࡓࡲࠋࡓ
ᕷሗすࡿࠊ࠸⾜ࢆụ田ᕷのᐙᗞ⛉
教育のⓎᒎᑾຊし࡚ࠋࡿ࠸ 
 

 
(6)ụ田ᕷᐙᗞ⛉教⛉書᥇ᢥጤဨ 

 

 

 
ᖹᡂ 26 年度 

 
ụ田ᕷ教育ጤဨかࡽのጤკࠊࡾࡼᖹᡂ

27 年度かࡽの⏝なࡿᐙᗞ⛉教⛉書᥇ᢥጤ
ဨし࡚ࠊ教⛉書の᥇ᢥࠋྛࡓࡗ⾜ࢆ ♫の教⛉
書の特ᚩࢆศᯒしࠊ特ඣ❺のᐇែࢆ㚷࡚ࡳ
᥇ᢥすࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 
 

 
(7)ụ田ᕷᐙᗞ⛉研究༠㆟ᣦᑟຓゝ⪅ 

 
ᖹᡂ 28 年度㹼
29 年度 

 
ụ田ᕷᐙᗞ⛉研究༠㆟ᣦᑟຓゝ⪅し

ࡾࡃ授業࡙⪅ụ田ᕷのᐙᗞ⛉教育ᢸᙜࠊ࡚
の࣏ンࡸࢺ教ᮦ࡚࠸ࡘຓゝしࠋࡓ特 27
年 10᭶大㜰ᗓᐙᗞ⛉教育研究お࡚࠸ụ
田ᕷかࡽ授業௦⾲⪅ࢆ㑅ฟし授業ᥦしࡓ㝿
ຓゝ࡚࠸ࡘ᪉ࡾᾘ㈝⪅教育の授業のᅾࠊࡣ
しࠊụ田ᕷのᐙᗞ⛉教育のⓎᒎᑾຊしࠋࡓ研
究ᡤᒓ教ဨ୪ࡧ授業௦⾲⪅ᡤᒓ㛗かࠊࡽ
ⓗ☜なᣦᑟࡾࡼᥦᛶのあࡿ授業ࡀฟ᮶ࡓ
 ࠋࡓᚓࢆのホ౯
 

 

(8) ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育

学⛉ࠕᇶ♏࣮ࢼ࣑ࢮルϨࠖおࢻࡿࡅ

 し࡚学⏕ᨭ࣮ࢨࣂ

 
ᖹᡂ 28 年度 

 
1 ᅇ⏕の࣮ࢨࣂࢻし࡚ࠊ年 3 ᅇの㠃ㄯ

おࡧࡼ㐺ᐅಶูᣦᑟࢆᐇしࠊ大学⏕ά㡰
ᛂ࡛࠺ࡼࡿࡁᨭしࠊ学⏕のయⓗな学ࡧの
ᐇ⌧࡚ࡅྥᑾຊしࠋࡓ 
 

人間－413



 

1ᮇ⏕教ࠊし࡚ࠖ⪅ዉⰋ学GTᢸᙜࠕ (9)

職ᚿᮃ学⏕の学⏕ᨭ 

 
ᖹᡂ 28㹼29 年
度 

 
1 ᮇ⏕教職ᚿᮃ学⏕ࢆᑐ㇟しࠕࡓዉⰋ学

GT ᢸࠖᙜ⪅し࡚ࠊᢸᙜ⪅間࡛㐃ᦠࢆᅗࡾなࡀ
⏕学ࠊᐇしࢆ➼㠃ㄯࠊ学⩦のィ⏬・㐠Ⴀࡽ
ᨭྛࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆ学⏕のᐇែᢕᥱ㐺ษ
なᣦᑟࢆᚰྛࠊࡶࡿࡅ⮬治యのືྥ
教᥇ᑐ⟇ィ⏬の┦ㄯࡓࡌᛂࠎಶࠊศᯒしࢆ
࡚ࡗ⾜㐺ᐅࢆಶูᣦᑟయࠊなࡿࡌᛂ
 ࠋࡓࡁ
 

 

(10)ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育

学⛉ࠕᇶ♏࣮ࢼ࣑ࢮルϩࠖおࢻࡿࡅ

 し࡚学⏕ᨭ࣮ࢨࣂ

 
ᖹᡂ 29 年度 

 
2 ᅇ⏕の࣮ࢨࣂࢻし࡚ࠊ年 3 ᅇの㠃ㄯ

おࡧࡼ㐺ᐅಶูᣦᑟࢆᐇしࠊ༢ᒚಟࡸ学
ಟィ⏬ࠊ⏕άᣦᑟなࠊ大学⏕ά⯡㛵ࡿࢃ
ᣦᑟࠊ࠸⾜ࢆ学⏕のయⓗな学ࡧのᐇ⌧ྥ
 ࠋࡓᑾຊし࡚ࡅ
 

(11)ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育

学⛉中ᅜ人␃学⏕ᣦᑟ 

ᖹᡂ 29 年度 ᖹᡂ 29 年度ධ学の中ᅜ人␃学⏕ᣦᑟᢸᙜ
し࡚ࠊ᪥本中ᅜの㣗㛵すࡿẚ㍑かࠊࡽᆅ⌮
ⓗᩥࠊ ⓗ⫼ᬒࡿࡼ㣗の┦㐪Ⅼࢆぢฟしࠊศ
ᯒ・⪃ᐹしࠊㄽᩥసᡂ࡛ࡲのᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆㄽ
ᩥⓎ⾲お࡚࠸ሙかࠊࡣࡽ㣗࡚࠸ࡘከ
ゅⓗ研究ࢆ㐍ࡿ࠸࡚ࡵのホ౯ࢆᚓࡇࡿ
㏻し࡚中ᅜࢆ本研究ࠊࡣ⏕ᙜヱ学ࠋࡓฟ᮶ࡀ
᪥本の㣗ᑐすࡿ知ぢࡀࡇࡿࡵ῝ࢆฟ᮶ࡓ
目ᣦし࡚ᚋ中ᅜ࡛ࢆ研究ࡿ᭦なࠊࡶ
の大学㝔㐍学ࢆど野ධ࡚ࢀおࠊࡾ研究の
ពḧႏ㉳ࢆᅗࡀࡇࡿฟ᮶ࠋࡓ 
 

 

࡚࠸お人間教育ຊ㛤Ⓨ₇⩦Ϫࠖࠕ(12)

教職ᚿᮃ学⏕ࢆᑐ㇟ᣦᑟ 

 
ᖹᡂ 29 年度㹼
⌧ᅾࡿ⮳ 

 
教職ᚿᮃ⪅ࢆᑐ㇟教ဨᚲせな㈨㉁・⬟

ຊの育ᡂࢆᅗࢆࡇࡿ目ⓗࠊ教育ㄢ㢟ࡸ教
育ᣦ㔪➼ἲつᇶ࡙ࡳ⤌ࡾྲྀࡓ࠸の⌧≧な
ㄢࡓタᐃしࡀࠎ学⏕ಶࠊࡶࡿᥦ♧すࢆ
㢟のゎỴ࡚ࡅྥ講⩏ࢆ㐍ࠋࡓࡵ学⏕かࠊࡣࡽ
本講⩏ཷ講ࠊࡾࡼ教職ᚿᮃのពᛮࡀ☜ᅛࡓ
ᚲせな㈨教ဨࠊ࠼加ࡇࡓࡗなのࡶࡿ
㉁・⬟ຊࡃ῝ࢆ⌮ゎすࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿのホ
౯ࢆᚓࡀࡇࡿฟ᮶ࠋࡓ 

 

 

(13) රᗜᩍ⫱ᩥ◊✲ᡤ༠ຊ◊✲ᡤဨ 

 
ᖹᡂ 29 年度㹼
⌧ᅾࡿ⮳ 

 
රᗜ教育ᩥ研究ᡤ༠ຊ研究ᡤဨし࡚ࠊ

ᐙᗞ⛉・ᢏ⾡ᐙᗞ⛉部おࠊࡿࡅᐙᗞ⛉教育
の授業ᵓ⠏㛵す࣮ࢨࣂࢻࡿ業ົᚑ
しࠋࡓ 
 

 

⏕3ᮇࠊし࡚ࠖ⪅ዉⰋ学GTᢸᙜࠕ(14)

教職ᚿᮃ学⏕の学⏕ᨭ 

 
ᖹᡂ 29 年度㹼
⌧ᅾࡿ⮳ 

 
3 ᮇ⏕教職ᚿᮃ学⏕ࢆᑐ㇟しࠕࡓዉⰋ学

GT ࠖᢸᙜ⪅し࡚࢟ࠊャࣜࢭン࣮ࢱ㐃ᦠ
⪅業ࠊ㠃ㄯࠊ学⩦のィ⏬・㐠Ⴀࡽࡀなࡾᅗࢆ
ࡗ⾜ࢆ学⏕ᨭࠊᐇしࢆ➼ࡏࢃྜࡕのᡴ
ᚰࢆ㐺ษなᣦᑟ学⏕のᐇែᢕᥱྛࠋࡓࡁ࡚
ࠊࡶࡿࡅಶࠎᛂࡓࡌ教᥇ᑐ⟇ィ⏬
の┦ㄯᛂࡿࡌなࠊయಶูᣦᑟࢆ㐺ᐅ
学⏕の学ಟពḧྥࠊࡽかࡇのࡇࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜
ࡀᡂᯝ࡚࠸お➼ᶍヨࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿᅗࢆୖ
ࠊྲྀ࠸ྜࡁྥㄢ㢟ࡀ学⏕⮬㌟ࠊࡾお࡚ࢀ⾲ ࡾ
ฟ᮶ࡀࡇࡿࡆୖࢆ教育ຠᯝࡿ育࡚ࢆຊࡴ⤌
 ࠋࡓ
 

 
(15) ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育
学⛉ࠕᇶ♏࣮ࢼ࣑ࢮルϩࠖおࢻࡿࡅ
 し࡚学⏕ᨭ࣮ࢨࣂ

 
ᖹᡂ 30 年度 

 
2 ᅇ⏕の࣮ࢨࣂࢻし࡚ࠊ年 3 ᅇの㠃ㄯ

おࡧࡼ㐺ᐅಶูᣦᑟࢆᐇしࠊ༢ᒚಟࡸ学
ಟィ⏬ࠊ⏕άᣦᑟなࠊ大学⏕ά⯡㛵ࡿࢃ
ᣦᑟࠊ࠸⾜ࢆ学⏕のయⓗな学ࡧのᐇ⌧ྥ
 ࠋࡓᑾຊし࡚ࡅ
 

人間－414



 
(16)୕Ꮿ⏫࢙ࣇࢻ࣮ࣇステࣂルᐇ⾜ጤ
ဨ 

 
ᖹᡂ 30 年度㹼
⌧ᅾࡿ⮳ 

 
୕Ꮿ⏫ദの࢙ࣇࢻ࣮ࣇステࣂルのᐇ⾜

ጤဨし࡚ࠊの⏬・㐠Ⴀ࡚࠸ࡘຓゝࢆ⾜
 ࠋࡓᚑし業ົ࣮ࢨࣂࢻ࠸
 

 
(17)㛵西大学ᩥ学部おࡿࡅ教育ᐇ績 

 
ᖹᡂ 30 年度㹼
⌧ᅾࡿ⮳ 

 
㛵西大学ᩥ学部おࡿࡅᐙᗞ⛉教育ἲし

ࡧ学࠸῝యⓗ・ᑐヰⓗ࡛ࡿࡅおᑠ学ᰯࠊ࡚
࠸ࡘ᪉ࡾのᐙᗞ⛉ᣦᑟのᅾࡵࡓࡿᐇ⌧すࢆ
࡚授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆᐙᗞ⛉教育おࡿࡅᣦᑟィ
⏬のసᡂཬࡧෆᐜのྲྀᢅࠊ࡚࠸ࡘ࠸学⩦ᣦ
ᑟせ㡿則ࡾ学⏕の⌮ゎ度ࢆ㝶ᢕᥱしなࡀ
ࢡࣞࣇẖࣜࠊࡓࡲࠋࡓࡅᚰࢆࡇࡿࡵ㐍ࡽ
ၥⅬࠊㄢ㢟ࡧ学ࡓయᚓしࢺ࣮ࢩンࣙࢩ
・し࡚の知㆑⪅ᣦᑟࡀ⏕学ࠊࡏࡉ記ධࢆ➼
ᢏ⬟ࢆ㌟࠺ࡼࡿࢀࡽࡅしࠊ⮬㌟の授業
ホ౯ᨵ善ࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの⤖ᯝࠊ学⏕かࠊࡣࡽ
ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉教育の目ⓗ教育᪉ἲࡀ明☜
なࡓࡗ高ホ౯ࢆᚓࡀࡇࡿฟ᮶ࠋࡓ 

㸳 ࡑの 
特記㡯なし 

 

  

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ        せ 

㸯㸬චチ・㈨᱁ 
(1)ᑠ学ᰯ教ㅍ一✀චチ 
(2)ᗂ⛶ᅬ教ㅍ一✀චチ 
(3)㣗育ンス2࣮ࢱࢡࣛࢺ ⣭ 
(4)ᛂᛴᡭᙜᬑཬဨ 
(5)ᑠ学ᰯ教ㅍᑓಟචチ  

 
ᖹᡂ 7 年 3 ᭶ 
ᖹᡂ 7 年 3 ᭶ 
ᖹᡂ 22 年 9 ᭶ 
ᖹᡂ 22 年 8 ᭶ 
ᖹᡂ 28 年 3 ᭶ 
 
 

 
ᖹ㸴ᑠ一➨ 794 ྕ（රᗜ┴教育ጤဨ） 
ᖹ㸴ᗂ一➨ 368 ྕ（රᗜ┴教育ጤဨ） 
DP-0900856 
➨ F4056006 
ᖹ 28 ᑠᑓ➨ 16 ྕ（大㜰ᗓ教育ጤဨ） 

㸰 特チ➼ 
特記㡯なし 

 
 

 

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿ特記
㡯 

 
 

 
 

බ㛤授業ࠖ研ಟのࡧ㣗育研ಟཬࠕ(1)
ᣦᑟຓゝ 
 ሙ㸸ụ田ᕷ❧▼橋༡ᑠ学ᰯ 
 ᑐ㇟㸸ụ田ᕷ栄㣴ኈ・ㄪ⌮師・教職ဨ
15 人 
 

ᖹᡂ 20 年 8 ᭶ ᖹᡂ 18 年度సᡂしࡓ㣗育カ࣒ࣜࣛࣗ࢟
ᇶ࡙ࡁ栄㣴ኈᢸ任ࡀඹྠ࡛ࠊබ㛤授業ࢆ⾜
栄㣴のࡣ授業ෆᐜࠋࡓࡗ 3 せ⣲ࢆලయⓗな⤥
㣗の⊩❧の中࡛ࠊ☜ㄆすࡶࡿのࠋࡓࡗࡔఱẼな
ࡉ㣗育のほⅬ࡛ព㆑ࠊࢆ㣗⤥ࡿ࠸࡚㣗ࡃ
 ࠋࡓຓゝしࢆᚲせᛶࡿࡏ
 

 
(2)༠ྠฟ∧教ဨ᥇⏝ヨ㦂ᑐ⟇講ᗙ講師
【1 ᅇ目】 
  
ሙ㸸大㜰ᗓ♫⚟♴㤋 
ᑐ㇟㸸ᖹᡂ 22 年度᥇⏝ヨ㦂ཷ㦂⪅ 50 人 

 
ᖹᡂ 21 年 8 ᭶ 
 

 
ᑠ学ᰯ教ဨ᥇⏝ヨ㦂ཷࡴ⮫講⏕ࢆᑐ㇟

ᑐ⟇講ᗙの講目ⓗࢆ教ဨ᥇⏝ヨ㦂ྜ᱁ࠊ
師し࡚講⩏しࠋࡓ特教育ᇶ本ἲ㏙ࡽ
教࠸しࢃࡉࡩࢀࡑࠊࡸ⩏教職のពࠊࡿ࠸࡚ࢀ
ဨのጼࠊ࡚࠸ࡘᐇ㝿の㠃᥋ሙ㠃ࢆᐃし࡚
ᣦᑟࠋࡓࡗ⾜ࢆලయⓗなᣦᑟࡔዲホࠋࡓࡗࡔ 
 

 
 㣗育ࠖࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࠕ(3)

㹎㹒㸿ᐓおࡿࡅಖㆤ⪅ᑐ㇟教育講
₇講師 
ሙ㸸大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯ 
ᑐ㇟㸹ಖㆤ⪅ࠊ教職ဨ 150 人 

 
ᖹᡂ 22 年 6 ᭶ 

 
大㜰教育大学㝃ᒓụ田ᑠ学ᰯのඣ❺の㣗のᐇ
ែㄪᰝ⤖ᯝࠊࡶࢆồࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㣗育
⾜ࢆ講₇ࡅྥ⪅ᰯಖㆤࢆのᴫせ࡚࠸ࡘ
ࠋࣞࡓࡗ ン講₇ᚋのࠋࡓពしヰし⏝ࢆ࣓ࢪ
ឤࡓࡗῶࡀ࠸᎘ࡁඣ❺のዲࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣ
ฟࡀࡇࡿᅗࢆඣ❺の㣗⏕άのᨵ善ࠊฟ࡚ࡀ
᮶ࠋࡓ 
 

人間－415



 
(4)༠ྠฟ∧教ဨ᥇⏝ヨ㦂ᑐ⟇講ᗙ講師 
 
ሙ㸸大㜰ᗓ♫⚟♴㤋 
ᑐ㇟㸸ᖹᡂ 22 年度᥇⏝ヨ㦂ཷ㦂⪅ 50 人 

 
ᖹᡂ 22 年 8 ᭶ 

 
ᑠ学ᰯ教ဨ᥇⏝ヨ㦂ཷࡴ⮫講⏕ࢆᑐ㇟

ᑐ⟇講ᗙの講目ⓗࢆ教ဨ᥇⏝ヨ㦂ྜ᱁ࠊ
師し࡚講⩏しࠋࡓᶍᨃ授業ࡸロ࣮ル࣮ࣞࣉ
ࡿ࠸࡚ࡁ学ᰯ⌧ሙ࡛㉳ࠊ࠺ࡼࡿࡁᑐᛂ࡛
ᐇ㝿のࠊࡸᶍᨃ授業おࡿࡅ授業つᚊの
ᚲせᛶなࡶᣦᑟしࠋࡓᶍᨃ授業のᣦᑟࠊࡣල
యⓗࡔዲホࠋࡓࡗࡔ 
 

 
(5)大㜰ᗓụ田ᕷ教育ጤဨദ 

教ᚿሿ 講師ࡿࡲࡃࡩ  
 
ሙ㸸ụ田ᕷ教育ࢭン࣮ࢱ  
ᑐ㇟㸸教ဨ᥇⏝ヨ㦂ཷ㦂ᕼᮃ⪅  
 
 

 
ᖹᡂ 24 年 7 ᭶ 
 

 
ụ田ᕷ教育ጤဨദのᖹᡂ 25年度教ဨ᥇⏝
ヨ㦂✺◚ࢆ目ᣦす大学⏕➼ࢆᑐ㇟の講⩦講師
ࠊࡵࡌࡣの学⩦ἲ࡚ࡅྥ᥇⏝ヨ㦂ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ᐙᗞ⛉なྛ教⛉授業࡙ࡾࡃの࣏ンࠊࢺಖ
ㆤ⪅・ඣ❺のᑐᛂの᪉なࢆ講⩏しࠋࡓ講
⩦ᚋのンࠊࡣࢺ࣮ࢣᐇ㝿のᑠ学ᰯ教ဨの
⏕のኌのᙳ㡪ࡣ大ࠊࡃࡁ教職ᑐし࡚の職ົ
㐙⾜⬟ຊの⌮ゎಁࢆしࠋࡓ 

 

 
(6)ᐙᗞ⛉教育学㛵西ᨭ部ᙺဨし࡚の
㈉⊩ 

 
ᖹᡂ 24 年 8 ᭶ 

 
᪥本ᐙᗞ⛉教育学➨ 43ᅇ㏆␥ᆅ༊ 大
ࠊࡶ西江本人ࡽࡉࠋࡓࡏࡉし࡚ᡂຌᙺဨࢆ
ᐇ㊶・研究Ⓨ⾲ࢺ࣮ࢨࢹのࢮࣞࣉンࢆ㏻し࡚ࠊ
ᮃࡲし࠸ᾘ㈝⪅⏕άࢆᥦ♧しࠋࡓ 

 

(7)大㜰ᗓ㇏⬟ᆅ༊ᐙᗞ⛉᪂任教ဨ研ಟ講
師  
 
ሙ㸸ụ田ᕷ❧▼橋༡ᑠ学ᰯ  
ᑐ㇟㸸ᖹᡂ 24 年度㇏⬟ᆅ༊᪂つ᥇⏝教
ဨ  
 
 

ᖹᡂ 24 年 8 ᭶ ᖹᡂ 24 年度᪂つ᥇⏝教ဨࡀᑐ㇟のᐙᗞ⛉教
育࡚࠸ࡘの研ಟ講師ࢆ࣓ࢪࣞࠋࡓࡗ⾜ࢆ⏝
なࡅ࡙⨨ᾭ学⩦࡛の⏕ࠊࡸᐙᗞ⛉の目ⓗࠊ࠸
ࠊࡓࡲࠋࡓしࢆの学⩦ᣦᑟせ㡿のㄝ明 45 ศ
の授業の⤌ࡳ❧࡚᪉ࢆ♧しࠊ師⠊授業ࡶ⾜
ᣦᑟ・教ᮦ㑅ᐃなࢺ࣮ࣀ・Ⓨၥ・ᯈ書ࠋࡓࡗ
教師のࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣン研ಟᚋのࠋࡓ♧しࢆ
目⥺ࡵࡌࡣゝࠊ ⴥかࠊࡅ授業の⤌ࡳ❧࡚᪉な
ཧ⪃すࡿせ⣲ࡀከ࠸ホ౯ࢆᚓࠋࡓ 
 

 
 㣗育ࠖࡿࡲጞࡽかࡇࡴᅖࢆ㣗༟ࠕ(8)

㹎㹒㸿ᐓおࡿࡅಖㆤ⪅ᑐ㇟教育講
₇講師 

 
ሙ㸸ụ田ᕷ❧▼橋༡ᑠ学ᰯ 
ᑐ㇟㸸ụ田ᕷ❧▼橋༡ᑠ学ᰯಖㆤ⪅ 20 人 
 
 

 
ᖹᡂ 26 年 10 ᭶ 

 
Ꮩ㣗ࢆ≦⌧ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡓࡊࡾྲྀࡀ㋃ࠊ࠼ࡲ

ྛᐙᗞ࡛ヰࢆしなࡽࡀ㣗ࢆすࡇࡿのព
の講₇࡚࠸ࡘᡤ⳯ᅬྎࡿࡁ࡛㌟㏆ࠊ⩏
ࠋࡓࡗ⾜ពし⏝ࢆ࣓ࢪࣞࡅྥ⪅ᰯಖㆤࢆ
のᴫ࡚࠸ࡘ㣗育ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࠊし࡚ࡑ
せࢆఏࠊ࠼㣗ࢆ㏻し࡚の人間ᙧᡂ࡚࠸ࡘヰ
㣗ᐙ᪘ࠊࡣ࡛ࢺ࣮ࢣン講₇ᚋのࠋࡓしࢆ
༟ࢆᅖࡇࡴの㔜せࡉẼࡓ࠸ឤࡀฟ
ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ高ࢆの㛵ᚰಖㆤ⪅の㣗ࠊ࡚
一ᐃのᡂᯝࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡴ⏕ࢆ 
 

 
(9)ụ田ᕷᐙᗞ⛉研究ᣦᑟຓゝ 
 
ሙ㸸ụ田ᕷ❧᭶ୣᑠ学ᰯ 
ᑐ㇟㸸ụ田ᕷ❧ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉部ဨ 20
ྡ 

 
ᖹᡂ 28 年 5 ᭶ 

 
ụ田ᕷᐙᗞ⛉教育研究おࠊ࡚࠸ 10 ᭶

㛤ദࡿࢀࡉ大㜰ᗓᐙᗞ⛉研究大࡚ࡅࡴ
の授業᳨ウのᣦᑟຓゝし࡚ࠊᑠ学⏕ᑐ㇟
のᾘ㈝⪅教育ࢆの࠺ࡼ㐍ࡃ࠸࡚ࡵᚲせࡀ
あࡿのかࢆ講師し࡚ᣦᑟຓゝࠋࡓࡗ⾜ࢆල
యⓗなᣦᑟࡔዲホࠋࡓࡗࡔ 
 

 
(10)ụ田ᕷᐙᗞ⛉研究༠㆟ᣦᑟຓゝ 
 
ሙ㸸ụ田ᕷ❧᭶ୣᑠ学ᰯ 
ᑐ㇟㸸ụ田ᕷ❧ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉部ဨ 20
ྡ 

 
ᖹᡂ 28 年 6 ᭶ 

 
ụ田ᕷᐙᗞ⛉教育研究おࠊ࡚࠸ 10 ᭶

㛤ദࡿࢀࡉ大㜰ᗓᐙᗞ⛉研究大࡚ࡅࡴ
の授業᳨ウのᣦᑟຓゝし࡚ࠊᣦᑟのస
ᡂཬࡧⓎၥࡸᯈ書ィ⏬࡚࠸ࡘලయⓗなᣦᑟ
ࡶの㈨ᩱな࡚࠸ࡘᾘ㈝⪅教育ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
ከ✀⏝ពしࠊලయⓗなᣦᑟࡔዲホࠋࡓࡗࡔ 
 

人間－416



 
(11)ụ田ᕷᐙᗞ⛉研究༠㆟ᣦᑟຓゝ 
 
ሙ㸸ụ田ᕷ❧᭶ୣᑠ学ᰯ 
ᑐ㇟㸸ụ田ᕷ❧ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉部ဨ 20
ྡ 

 
ᖹᡂ 28 年 7 ᭶ 

 
ụ田ᕷᐙᗞ⛉教育研究おࠊ࡚࠸ 10 ᭶

㛤ദࡿࢀࡉ大㜰ᗓᐙᗞ⛉研究大࡚ࡅࡴ
の授業᳨ウのᣦᑟຓゝし࡚ࠊᣦᑟのస
ᡂཬࡧⓎၥࡸᯈ書ィ⏬࡚࠸ࡘලయⓗなᣦᑟ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ
 

 
(12)ụ田ᕷᐙᗞ⛉研究༠㆟ᣦᑟຓゝ 
 
ሙ㸸ụ田ᕷ❧᭶ୣᑠ学ᰯ 
ᑐ㇟㸸ụ田ᕷ❧ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉部ဨ 20
ྡ 

 
ᖹᡂ 28 年 8 ᭶ 

 
ụ田ᕷᐙᗞ⛉教育研究おࠊ࡚࠸ 10 ᭶

㛤ദࡿࢀࡉ大㜰ᗓᐙᗞ⛉研究大࡚ࡅࡴ
の授業᳨ウのᣦᑟຓゝし࡚ࠊᣦᑟのస
ᡂの᭱⤊ㄪᩚ࠺⾜ࢆඹࠊ 7 ᭶ࡓࢀࢃ⾜
授業のࢹࣅオど⫈ࡿࡼ授業᳨ウࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

 
(13)ዉⰋ学ᅬ大学オ࣮ࣉン࢟ャンࣃスᶍ
ᨃ授業 
 
ሙ㸸ዉⰋ学ᅬ大学 
ᑐ㇟㸸オ࣮ࣉン࢟ャンࣃスཧ加高ᰯ⏕・
ಖㆤ⪅ 
30 ྡ 
 

 
ᖹᡂ 28 年 8 ᭶
21 ᪥ 
 

 
大学の講⩏ࢆయ㦂すࡿオ࣮ࣉン࢟ャンࣃス

⪄ࢆ⠇㟁㇟ᑐࢆ⪅高ᰯ⏕・ಖㆤࠊ࡚࠸お
ゎ⌮ࡓࡗకࢆᐇឤࠋࡓࡗ⾜ࢆᐙᗞ⛉教育ࡿ࠼
大ࠊࡣ⩏講ࡓࢀධࡾྲྀࢆయ㦂άືࡵࡓࡿᅗࢆ
学の講⩏⯆・㛵ᚰࢆᣢࡘ一ຓなࡓࡗ
のឤࡀ⪺かࠋࡓࢀ 
 

 

(14)ụ田ᕷᐙᗞ⛉研究༠㆟ᣦᑟຓゝ 
 
ሙ㸸㇏中ᕷ❧東ୣᑠ学ᰯ 
ᑐ㇟㸸ụ田ᕷ❧ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉部ဨ 20
ྡ 

ᖹᡂ 28 年 10
᭶ 
 

大㜰ᗓᐙᗞ⛉研究大おࠊ࡚࠸ 5 ᭶か
ᑠ学ᰯᐙࠊࡶࢆ授業᳨ウࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࡽ
ᗞ⛉おࡿࡅᾘ㈝⪅教育の授業ᐇ㊶ࡓࡗ⾜ࢆ
教ဨのᣦᑟຓゝࠋࡓࡗ⾜ࢆ 
 

 
(15)㣗育講ᗙ 
 
ሙ㸸୕Ꮿ⏫❧୕Ꮿᑠ学ᰯ 
ᑐ㇟㸸୕Ꮿ⏫❧୕Ꮿᑠ学ᰯಖㆤ⪅・教ဨ
25 ྡ 
・୕Ꮿ⏫㣗育ᣦᑟ 
 

 
ᖹᡂ 28 年 12
᭶ 

 
ࡾ㣗のあࡓࡅྥᑠ学⏕のయຊྥୖࠕ

᪉ࠖ㢟し࡚ࠊᑠ学⏕ᚲせな栄㣴⣲ࢆ中ᚰ
ಖࠊࡆᣲࢆㄪ⌮ࡸの㐺ษなᦤྲྀ᪉ἲࡑࠊ
ㆤ⪅ࡀᐙᗞ࡛⾜ࡿ࠼㣗のあࡾ᪉࡚࠸ࡘᣦ
ᑟຓゝࠋࡓࡗ⾜ࢆㄪ⌮ࡸዲ࠸᎘ࡁのあࡿඣ
㣗育ࡿ࠼⾜ࡃな⌮↓ࠊのᑐฎの᪉な❺
 ࠋࡓࡗዲホ࡛あ⪅し࡚ཧ

㸲 ࡑの 
特記㡯なし 

  
 

人間－417



研  究  業  績  ➼    㛵  す  ࡿ    㡯 

ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

（ⴭ書） 
㸯㸬ࠖࢁࡇࡈࠕหྕ 

 
ඹⴭ 

 
ᖹᡂ 23 年 2
᭶ 

 
大 㜰 教 育 大 学 㝃
ᒓụ田ᑠ学ᰯ 

 
大㜰教育大学㝃ᒓᑠ学ᰯのಖㆤ⪅ࡸᕷ
Ẹࢆᑐ㇟し࡚ࠊ学ᰯの᪉㔪ࢆㄝ明す
 ࠋࡿの࡛あࡶࡓࢀࡉ⾜Ⓨࡵࡓࡿ
B5 ุ 89㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学ụ田㝃ᒓᑠ学ᰯ教
育研究部 
ඹⴭ⪅㸸松井典夫ࠊ岩井㝧介ࠊ⬟ᕝ正
人ࠊ原田᭸哉ࠊᇉෆᖾ太ࠊ西村ᜤ美ࠊᅵ
師ᑦ美ࠊ西江なお子ࠊᆏୗ๛ 㸵ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕᐇឤࢆకࡓࡗ⌮ゎ
࡚❧のᡭࡵࡓࡃ࠸࡛࠸なࡘ （ࠖp58㹼62）
 ༢ⴭࢆ
ᑠ学ᰯ⌮⛉教育ࢆᣲࠊࡆᐇឤࢆక
授業ἲの研究ࡃᑟࢆ❺ඣゎ⌮ࡓࡗ
 ࠋࡓࡵࡲࢆ
㸯㸬⮬↛ぶしࠋࡿࡏࡲ 
㸰㸬ゝㄒάືࢆᐇࠋࡿࡏࡉ 
㸱㸬ᐇ㦂ほᐹの᪉ࢆᕤ夫すࠋࡿ 
㸲㸬ᶵჾࢆά⏝すࠋࡿ 
௨ୖࠊඣ❺┿の学ࡧのሙࢆ⏝ពしࠊ
ᐇឤࢆకࡓࡗ⌮ゎᑟࡵࡓࡃの授業
のᅾࡾ᪉ࢆ研究ᐇ㊶し࡚ᥦしࠋࡓ 
 

 
㸰㸬ࠖࢁࡇࡈࠕ➨ 3 ྕ 

 
ඹⴭ 

 
ᖹᡂ 24 年 2
᭶ 

 
大 㜰 教 育 大 学 㝃
ᒓụ田ᑠ学ᰯ 

 
大㜰教育大学㝃ᒓᑠ学ᰯのಖㆤ⪅ࡸ

ᕷẸࢆᑐ㇟し࡚ࠊ学ᰯの᪉㔪ࢆㄝ明
すࡵࡓࡿⓎ⾜ࡶࡓࢀࡉの࡛あࠋࡿ 
B5 ∧ 63 㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学ụ田㝃ᒓᑠ学ᰯ教
育研究部 
ඹⴭ⪅㸸బࠎ木㟹ࠊ岩井㝧介ࠊᇉෆᖾ
太ࠊᆏୗ๛ࠊᑠ林⚽訓ࠊ༖村ㄔᚿࠊ井ୖ
ఙ一ࠊᵽ口太㑻ࠊⲨᕝ┿一ࠊ西江な
お子ࠊ  9 ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕᐙᗞ⛉おࡿࡅゝㄒά
ືࠖのᐇ㊶（p44㹼45）ࢆ༢ⴭ 
ᐙᗞ⛉おࡿࡅయ㦂ⓗなάືࢆ㏻し࡚
ゝㄒάືࢆᐇࡿࡏࡉ授業ἲの研究ࢆ
 ࠋࡓࡵࡲ
㸯㸬ඣ❺のᐇែᢕᥱࠋ 
㸰㸬ࢢル࣮࡛ࢡ࣮࣡ࣉの学⩦ࠋ 
㸱㸬␗学年ὶࠋ 
㸲㸬ࡾ㏉ࡾάືࠋ 
௨ୖࠊయ㦂ⓗなάືࢆ学⩦ຠᯝⓗ
ゝㄒάືのࠊ㏻し࡚ࢆࡇࡴ㎸ࡳ⤌
ᐇࡀᅗࢆࡇࡃ࠸࡚ࢀ教育ᐇ㊶し࡚
ᥦしࠋࡓ 
 

 
㸱㸬ࠖࢁࡇࡈࠕ➨ 4 ྕ 

 
ඹⴭ 

 
ᖹᡂ 24 年 10
᭶ 
 
 

 
大 㜰 教 育 大 学 㝃
ᒓụ田ᑠ学ᰯ 

 
大㜰教育大学㝃ᒓᑠ学ᰯのಖㆤ⪅ࡸ

ᕷẸࢆᑐ㇟し࡚ࠊ学ᰯの᪉㔪ࢆㄝ明
すࡵࡓࡿⓎ⾜ࡶࡓࢀࡉの࡛あࠋࡿ 
B5 ุ  63 㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学ụ田㝃ᒓᑠ学ᰯ教
育研究部 
ඹⴭ⪅㸸松井典夫ࠊ岩井㝧介ࠊబࠎ木
㟹ࠊ加⸨ࠊࡁࡘ࠸西江なお子ࠊᖹ野憲ࠊ
ὠ田一ྖࠊ西田ࡲなࠊࡳᏎ▼ὈᏕࠊ井
ୖఙ一 㸵ྡ  
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ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

    本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠗࠕᐙ࡛ࠖ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࡶ
目ᣦし࡚ࢆࡾࡃ授業࡙ࡿ࠼ᛮ （࠘㹮 50
㹼53）ࢆ༢ⴭ 
ᐙᗞ⛉࡛の学ࡑࡀࡧのሙࡣ࡛ࡅࡔな

のࡵࡓࡿࡀなࡘ㊶ᐙᗞ࡛のᐇࠊࡃ
授業ἲの研究ࠋࡓࡵࡲࢆ 
㸯㸬学ࡪᴦしࢆࡉឤࡿࡌ授業ᒎ㛤の

ᕤ夫ࠋ 
㸰㸬ඣ❺のᐇែ㐺しࡓ教ᮦ㑅ᢥの

ᚲせᛶࠋ 
㸱㸬ព㆑すࡵࡓࡿのࣉロ࣮チ

し࡚のࠕぢࡿ࠼ࠖのᥦࠋ 
㸲㸬ᐈほⓗᛮ⪃࡛のㄢ㢟㏕ࡿ授業

のࣉロ࣮チἲࠋ 
㸳㸬ࢱ࣮ࢹศᯒࡿࡼᐇᢕᥱࠋ 
㸴㸬学ࢆࡧᐙᗞᐇ㊶⏕かす᪉ἲࠋ 
௨ୖࠊ学ࡀࡧඣ❺のព㆑根ࢆᙉࡃ

おࢁしࠊᐙᗞ࡛のᐇ㊶⥅⥆し࡚࠸
ᐙࠊࡓࡲࠋࡓし࡚ᥦし㊶研究ᐇࡃ
ᗞ⛉教育ࡀඣ❺の⮬❧の㐣⛬おࡿࡅ
ᙺࡶ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 
 

 
㸲㸬ࠕ教師ࡶ子͆ࡶࡶ ᴦ
し࠸ ࡃ授業࡙ࡿ࠼ᛮ͇
ス࢟教職ᐇ㊶₇⩦テࡾ
 ࠖࢺ
 

 
ඹⴭ 

 
ᖹᡂ 25 年 3
᭶ 

 
大㜰教育大学 

 
大㜰教育大学おࡿࡅᐙᗞ⛉教育ἲ

の授業おࡿࡅ教職ᐇ㊶₇⩦⏝す
の࡛ࡶࡓࢀࡉ➹ᇳࠊし࡚ࢺス࢟テࡿ
あࠋࡿ 
㸿5 ุ  52 㡫 
⦅⪅㸸大本久美子 
ඹⴭ⪅㸸瀧野聡ᖹࠊᕝ口⥤ࠊ᫅㑣ၨ子ࠊ
西江なお子  
本人ᢸᙜ部ศ㸸  
㸯㸬ࠕ授業࡙ࡾࡃ・子ࡶのかかࢃ

᪉ࡾࢃの㛵❺高学年ඣࠖࢺンࣄのࡾ
᪉のᕤ࡚❧ࡳ⤌ᐙᗞ⛉授業のࠊࡵࡌࡣ
夫ࡸᯈ書ィ⏬ࠊ教ᮦ研究᪉ἲࠊ教ᐊ⎔
ቃᩚഛの࣏ンࢺなࠊ教師ࢆ目ᣦす
学⏕のᣦ㔪な࠺ࡼࡿ㡯目࡚ࡔしࠊ⌮
ㄽᐇ㊶ࠋࡓࡵࡲࢆ 
㸰㸬ࠕ㨩ຊⓗなᐙᗞ⛉の授業ࠖᐇ㝿

の教ᮦࢆ㸰ࡘᥦ♧し࡚ࠊ学ᰯ࡛ᐙᗞ⛉
の授業࡛ࡸ࠸す࣏࠺ࡼ࠸ンࢆࢺ
㏙ࠋࡓ 
ձࠕかし࠸ࡇᾘ㈝⪅な࠺ࢁ  㹼ᐙ

᪘の一ဨし࡚ࡓࢃࠊしࡇࡿࡁ࡛
㹼ࠖ㢟しࠊ㈙࠸ᡭࡾᡭの᪉ࢆ
⤒㦂しなࡽࡀᾘ㈝⪅し࡚のあࡁࡿ
ጼࢆ学ࡪ授業ᒎ㛤ࢆ㏙ࠋࡓ 
ղࠕᛌ㐺なఫ࠸ࡲ᪉ 㹼の⚾ࡁ࡛
 のࡾࢃࡲศの⮬ࠊ㢟し㹼ࠖࡇࡿ
⎔ቃ⯆・㛵ᚰࢆᣢࡇࡑࠊࡕかࡽㄢ
㢟ࢆぢࠊࡅࡘᛌ㐺࠺࠸ᴫᛕࢆ⮬ศな
ฟすࡾసࢆቃ⎔࠸ࡼࡾࡼᶍ⣴しࡾ
ࡿᐇ⾜すࠊ࠼⪄か࠸ࡼࡤࢀす࠺ࡣ
学࡚࠸ࡘఫ⎔ቃࡿ࠼⪄ࢆఫ⎔ቃ࠺࠸
㹮40ࠊ㹮18㹼24）ࠋࡓࡌㄽࢆ授業ᒎ㛤ࡪ
㹼45）ࢆ༢ⴭ 
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ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

 
㸳㸬ࠕᐙᗞ⛉おࡿࡅ
ࢢンࢽ࣮ࣛ・ࣈテࢡ
 ࠖࡳのヨ

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 27 年
12 ᭶ 

 
ᰴᘧ♫ EPR 教
育ࣉロ 
➨ 45 ᕳ ➨ 27 ྕ 
㏻ᕳ 1796 ྕ  

 
᭱᪂の教育ሗࡸ᪂なᐇ㊶➼ࡲࢆ

ඣ❺・⏕ᚐのࡧ教育㛵ಀ⪅୪ࠊࡵ
ಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟広ࡃ࿌知すࡵࡓࡿᇳ
 ࠋࡿの࡛あࡶࡓࢀࡉ➹
本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕᐙᗞ⛉おࢡࡿࡅテ
ࢢンࢽ࣮ࣛ・ࣈ （ࠖ㹮18㹼19）ࢆ༢ⴭ 

ձΎᤲព㆑のᐇែᢕᥱࠋ 
ղぢࡿ࠼のయ㦂ࡿࡼᴫᛕ○ࠋࡁ 
ճゝㄒάືࡿࡼព㆑ඹ᭷ࠋ 
մ࣓ࢱㄆ知ࠋ࠺⾜ࢆ 
յ学ࢆࡧ῝すࠋࡿ 
௨ୖࠊᑠ学ᰯᐙᗞ⛉教育お࡚࠸ఫ

ࢢンࢽ࣮ࣛ・ࣈテࢡࢆの授業࠸ࡲ
の᪉ἲ࡛⾜ࠊࡾࡼࡇ࠺ඣ❺ࡀ⮬ศ
のㄢ㢟ࠊ࠸ྜࡁྥᐙ᪘の一ဨし࡚
の⮬ぬࢆᣢ࡚ࡗ⏕άしࠊయⓗ⏕ά
すࡿຊࡀ育ᡂࡿࢀࡉ௬ㄝࠊ࡚❧ࢆ研
究ᐇ㊶し࡚ᥦしࠋࡓ 
 

 
㸴㸬3 年目教師 ㈇の
学⣭࡙ࡾࡃ  㸫マンࢿ
ࣜのẖ᪥ࢆ⬺༷すࡿᴟ
⾡のᣦᑟᢏࡁࡵ 56㸫 

 
ඹⴭ 

 
ᖹᡂ 29 年 9
᭶ 

 
明 治 ᅗ 書  授 業
ຊ 㸤 学 ⣭ ࡙ ࡃ ࡾ
研究 
 

 
ᑠ学ᰯ 3 年目࡛ࡲの教ဨࢆᑐ㇟ࠊ

学⣭⤒Ⴀࡸ授業࡙ࡾࡃのᇶ♏・ᇶ本ࢆ
明☜ゎㄝしࠋࡓ 
㸿5 ุ  126 㡫 
ඹⴭ⪅㸸ᇉෆᖾ太ࠊᵽ口太㑻ࠊ᪥野
ⱥ之ࠊᑠ林⚽訓ࠊ西江なお子ࠊ 20 ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ㸸  

㸯㸬ࠕ⤥㣗‽ഛ・ᚋ∦ࠖࡅ㢟しࠊ
ప学年࡛ࡶ安࡛᪩ࡃ‽ഛࡼࡿࡁ࡛ࡀ
明࡚࠸ࡘの᪉ࡾࢃおかࠊࡸ᪉࠸ࡑ
☜なᩘ್࡛ඣ❺ᣦᑟすࡇࡿの㔜せ
ᛶࢆゎㄝしࠋࡓ 
㸰㸬ࠕ⤥㣗ᣦᑟのあࡿ㸱ࡘのࡽࡡ
ᛶのᵓ♫ࠊ安・⾨⏕㠃ࠊࡣ࡛ࠖ࠸
⠏ࠊ㣗ᩥの㛵ᚰྥୖの 3 Ⅼの㔜せ
㡯࡚࠸ࡘゎㄝしࠋࡓ 

⤥㣗ࢆ༢㣗し࡚ᤊࡿ࠼の࡛ࡣ
なࠊࡃ㣗育࠺࠸ᣦᑟの一ࡘし࡚の
⨨࡙࡚࠸ࡘࡅ㏙ࠊ教ဨの㣗の
ព㆑ྥୖ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ（㹮20㹼23）
 ༢ⴭࢆ

 

 
➨ࠖࢁࡇࡈࠕ.7 9 ྕ 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 30 年 2
᭶ 

 
大 㜰 教 育 大 学 㝃
ᒓụ田ᑠ学ᰯ 

 
大㜰教育大学㝃ᒓᑠ学ᰯのಖㆤ⪅ࡸ

ᕷẸࢆᑐ㇟し࡚ࠊ学ᰯの᪉㔪ࢆㄝ明
すࡵࡓࡿⓎ⾜ࡶࡓࢀࡉの࡛あࠋࡿ 
B5 ุ  62 㡫 
⦅⪅㸸大㜰教育大学ụ田㝃ᒓᑠ学ᰯ教
育研究部 
ඹⴭ⪅㸸ᵽ口⥤香ࠊబ野ὒᖹࠊ吉田ᓫ
之ࠊΏ㎶㈗裕ࠊ西江なお子  13 ྡ  
本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠗࠕ⏕άᐇ㊶ຊ 育ࠖᡂࢆ目
ᣦしࡓᐙᗞ⛉授業ࢨࢹン （࠘㹮 56㹼
 ༢ⴭࢆ（59
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ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

ࢆࡧ学࠸῝యⓗ・ᑐヰⓗ࡛ࠕ     のࠖᐇ
ࢨࢹ授業ࡿࡅお⛉ᐙᗞࠊ࡚ࡅྥ⌧
╔άᐇ㊶ຊࠖ育ᡂ⏕ࠕ࡚࠸ࡘン
目し授業ἲࢆ㏙ࠋࡓ次ᮇ学⩦ᣦᑟせ
㡿ゎㄝᐙᗞ⛉⦅ࠊࡿࡼᐙᗞ⛉教育
のㄢ㢟の一ࠊࡣࡘᐙᗞ࡛のᐇ㊶ࡀ⧄
࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡿあ࡛ࡇ࠸な࠸࡚ࡗ
・య㦂άືࡿࡅお⩦Ύᤲ学࡛ࡇࡑࠋࡿ
ὶάື・ホ౯άືの 㑏ࡾࡼㄢ㢟
ゎỴࢆᅗࡿ⏕άᐇ㊶ຊ育ᡂࡊࡵࢆしࡓ
授業ࢨࢹンࢆᵓ⠏しࡇࠋࡓの学⩦ࢆ
㏻し࡚ࠊᐇ㊶๓ᚋおࡿࡅඣ❺のྲྀࡾ
ࡇのࡇࠋࡓࢀࡽぢࡀኚᐜព㆑ࡳ⤌
ࡘ一ࡿࡅおάᐇ㊶ຊ育ᡂ⏕ࠊࡽか
のྲྀࡳ⤌ࡾし࡚య㦂・ὶ・ホ౯ά
ືの 㑏ࡣ᭷ຠ࡛あࡀࡇࡿ明ࡽか
なࠋࡓࡗ 
 

 
8.᪂ᣦᑟせ㡿‽ᣐ  ᑠ
学ᰯᐙᗞ⛉教育のᇶ♏
ᇶ本 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 30 年 9
᭶ 

 
ᰴᘧ♫ ERP 

  
ᖹᡂ 31 年度ᐇの᪂学⩦ᣦᑟせ㡿
‽ᣐしࠊᑠ学ᰯᐙᗞ⛉教育のኚ㑄୪ࡧ
ࠊ࠸ෆᐜのྲྀᢅࡧᣦᑟィ⏬のసᡂཬ
ᑠ学ᰯ教ࠊ࡚࠸ࡘࡾࡃ授業࡙ࠊࡓࡲ
ဨࢆ目ᣦす学⏕ࡸᐙᗞ⛉࡚ࡵึࢆᣦᑟ
すࡿ教ဨࢆᑐ㇟సᡂしࢵࣞࢡࢵࣈࡓ
࡚࠸おの㡯目ࡾࡃ授業࡙ࠋࡿあ࡛ࢺ
࣮ࢹලయのࢆἣ≦ࡃᕳࡾྲྀࢆ❺ඣࠊࡣ
ࡾᚲせなᨭのᅾࠊศᯒしࠊ♧ᥦࢆࢱ
᪉ࡸ授業ᵓᡂ࡚࠸ࡘヲ⣽㏙࠸࡚
ࠊ㐺ᐅᥖ載しࡶ㊶授業ᐇࠊ࡚࠼加ࠋࡿ
授業࡙ࡾࡃのᅾࡾ᪉ࢆゎㄝしࠋࡓ本ⴭ
ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教ࠊࡣ
育学⛉ࠕᐙᗞ⛉ᣦᑟἲ 㛵西大学ᩥ学ࠊࠖ
部ࠕᐙᗞ⛉教育ἲࠖお࡚࠸⏝し࡚
ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉のㄢࡣࡽ学⏕かࠊࡀࡿ࠸
㢟ࡸඣ❺のᐇែࠊཬࡧᣦᑟの書ࡁ᪉
なࡀ明☜ศかࡿ高ホ౯ࢆᚓ࡚࠸
 ࠋࡿ
 

 
9.ᣦᑟせ㘓記ධᩥ㞟 

 
ඹⴭ 

 
令和 2 年 1᭶ 

 
ᰴᘧ♫ᩥᇽ 

 
学⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞకࠊ࠸㏻知⾲సᡂ
⏝ྍ⬟な学⩦ᣦᑟせ㘓の記ධᩥࡶ
㞟し࡚Ⓨ⾜ࡶࡓࢀࡉの࡛あࡿ 
A4 ุ  160 㡫 
⦅⪅㸸ᰴᘧ♫ᩥ⁇ᇽ 
ඹⴭ⪅㸸ᐑಙ࿃ࠊ┒田ᜤᖹࠊ㛗野㡰
子ࠊ西江なお子  8 ྡ  
本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕඣ❺の特ᚩ・特ᢏࠊ学
ᰯෆእ㛵すࡿㅖ㡯➼（ప学年）ࠖ（㹮
42㹼45）ࢆ༢ⴭࠕࠊඣ❺の特ᚩ・特ᢏࠊ
学ᰯෆእ㛵すࡿㅖ㡯➼（中学年）ࠖ
（㹮95㹼98）ࢆ༢ⴭࠕࠊᐙᗞ ➨ 5・6 学
年 （ࠖ㹮114㹼 ඣ❺の特ࠕࠊ༢ⴭࢆ（115
ᚩ・特ᢏࠊ学ᰯෆእ㛵すࡿㅖ㡯➼
（高学年）ࠖ（㹮150㹼153）ࢆ༢ⴭ 
 
2017 年ࠊ学⩦ᣦᑟせ㡿ࡀᨵゞࠊࢀࡉ育
ᡂすࡁ㈨㉁・⬟ຊの 3 知ࠕࡀのᰕࡘ
㆑ཬࡧᢏ⬟ ⌧⾲ࠊຊุ᩿ࠊᛮ⪃ຊࠕࠊࠖ
ຊ ࠖ➼人間ᛶࠊຊ࠺かྥࡧ学ࠕࠊࠖ
・の㈨㉁ࡇࡶᣦᑟせ㘓࠸కࢀࡑࠊࢀࡉ
⬟ຊの㐩ᡂ≧ἣࡿྲྀ┳ࢆほⅬし࡚ࠊ
⬟知㆑・ᢏࠕ ⌧⾲・ุ᩿・⪄ᛮࠕࠖ  ࠊࠖ

人間－421



ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

ែ度ࠖのࡴ⤌ࡾྲྀ⩦学యⓗࠕ     3
ᕳⅬࠊࡅཷࢆࢀࡇࠋࡓࢀࡉ⌮ᩚ㏻知
ᐙᗞ࡛ࠖの記ࠕ࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝άࡶ⾲
ධࢆලయⓗ♧しࠋࡓ 

 
10. ᐙᗞ⛉授業の⌮ㄽ
ᐇ㊶ ᣢ⥆ྍ⬟な⏕ά
 ࡿࡃࡘࢆ

 
ඹⴭ 

 
令和 2 年 2᭶ 

 
あࡾ࠸ฟ∧ 

 
学⩦ᣦᑟせ㡿ᨵゞకࠕࠊ࠸యⓗ・ᑐ
ヰⓗ࡛῝࠸学ࠖࡧのᐇ⌧ࡓࡅྥᐙᗞ
⛉の授業の⌮ㄽᐇ㊶ࠊࡵࡲࢆ授業
の࡛あࡶࡓࢀࡉ⾜Ⓨ࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝ά
 ࡿ
A5 ุ  286 㡫 
⦅⪅㸸ᰴᘧ♫あࡾ࠸ฟ∧ 
ඹⴭ⪅㸸大本久美子ࠊ野田ᩥ子ࠊ㕥木
┿由子ࠊ加㈡恵子ࠊ森田太ᮁࠊ西江
なお子  7 ྡ  
本人ᢸᙜ部ศ㸸ࠕᐙᗞ࡛のᐇ㊶ࡘなࡿࡆ授
業のᕤ夫 -ᩘ್ࠊどぬし࡚ᐇឤࢆకࡿࡏࢃ
- （ࠖ㹮160㹼166）ࢆ༢ⴭࠕࠗࠊ 特ูの教⛉
㐨ᚨ࠘の教⛉ᶓ᩿ⓗなࠗ࠸のࡕの教
育 㹼ࠖᐙᗞ⛉のྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿ㹼（ࠖ㹮242
㹼249）ࢆ༢ⴭࠊ 
 ᐙᗞ⛉のㄢ㢟の一ࡘし࡚ࠊᐙᗞ࡛のᐇ㊶
ᐇឤࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀⅬ࠺࠸࠸なࡽࡀ⧄
のࡵࡓࡿࡅࡧ⤖㊶しᐇಁࢆゎ⌮ࡓࡗకࢆ
ᡭ❧࡚し࡚ࠊ㟁ຊࢆどぬし⠇㟁⾜ືࡘな
特ูࠊࡓࡲࠋࡓ記しࢆ授業ᥦࠊ㛤Ⓨࢆ教ᮦࡿࡆ
の教⛉㐨ᚨの教⛉ᶓ᩿ⓗな学⩦し࡚ື≀の
の教育ࡕの࠸ࡿࡅお⛉ᐙᗞࠊ目し╔ࡕの࠸
の教ᮦ㛤Ⓨࠊ授業ᥦࢆ記しࠋࡓ 
 

 
（学⾡ㄽᩥ➼） 
㸯㸬ᾘ㈝⪅教育おࡿࡅ
ຠᯝⓗな授業᪉ἲ㛵
すࡿ研究 
 
 

 
 
༢ⴭ 

 
 
ᖹᡂ 22 年 8
᭶ 
 
 

 
 
大 㜰 教 育 大 学 㝃
ᒓ ụ 田 ᑠ 学 ᰯ 教
育⯆  ➨ 16
ྕ 
p83㹼86 
 

 
 
㣗の安ࡀၥࢆ≦⌧ࡿࢀࢃ㋃ࠊ࠼ࡲ

㣗ရ⾲♧ࢆぢ࡚ၟရࢆ㉎ධすࡇࡿの
ព⩏ᚲせᛶࠊ࠼⪄ࢆᐇ㊶ຊࡘな
授業ἲの᳨ドの研教ᮦ研究ࡃ࠸࡚ࡆ
究の࡛ࡵࡲあࠋࡿ教ᮦࠊࡣ広࿌ࢆ⪃
ᐉఏ広࿌ࠊࡾ㏕⌮ᡭഃのᚰࡾࠊ࠼
ၟࠊࡽかࡇࡿ知ࢆ࠸㣗ရ⾲♧の㐪
ရの本㉁ࢆ知ࡇࡿのព⩏ࡏࡉ࠼⪄ࢆ
し࡚⮬ศᐙ᪘の一ဨࠊし࡚ࡑࠋࡿ
ฟ᮶ࠊ࠼⪄ࢆࡇࡿᐇ㊶ࡘな࡛࠸
ᡭの❧ሙ࡛ၟࡾࠊし࡚ᡂᯝࠋࡃ࠸
ရࢆぢၟࠊࡾࡼࡇࡿရࡃ῝ࡾࡼࢆ
ほᐹすࡀࡇࡿฟ᮶ྠࡿࠊࡲ
࡛の⮬㌟のၟရ㑅ᢥのどⅬẼࠊࡁ
ฟ᮶ࡀࡇࡿព㆑すࢆの⮬ศࡽかࢀࡇ
ࢆ本研究ࠋࡿあ࡛ࡇࡓࡗな࠺ࡼࡿ
㏻し࡚ࠊඣ❺ࡀᐙᗞ࡛ᐙ᪘の安ᚰ・安
ࢆᏲࡵࡓࡿ㣗ᮦ㑅ᐃの࣏ンࢆࢺ
ᥦしࠊࡾࡓᐇ㝿㈙࠸≀ሙ㠃࡛学ࡧ
ಖ࠺࠸ࡓしࡾࡓしࢆⓎゝࡓかし⏕ࢆ
ㆤ⪅のሗ࿌ࠊࡅཷࢆ一ᐃのᡂᯝࢆᚓࡿ
ࠊࡾࡼ本ⴭࢆ㊶のᐇࡇࠋࡓฟ᮶ࡀࡇ
ᾘ㈝⪅教育おࡿࡅຠᯝⓗな授業᪉ἲ
ࠋࡓし࡚Ⓨಙし研究ࡿ㛵す    
 

人間－422



ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

 
㸰㸬ᛌ㐺なఫ࠸ࡲ᪉ 
㹼の⚾ࡇࡿࡁ࡛
㹼 
 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 24 年 2
᭶ 
 
 

 
大 㜰 教 育 大 学 㝃
ᒓụ田ᑠ学ᰯ 
研究紀せ 
p101,102 
 

 
・㛵ᚰ⯆ቃ⎔ࡃᕳࡾྲྀࢆࡾࢃࡲ

ࡓࡿᨵ善すࠊぢฟしࢆㄢ㢟Ⅼࠊࡁᢪࢆ
ࢆࡇࡿฟ᮶ศ⮬ࠊ࠼⪄ࢆ⟇の᪉ࡵ
࠸ࡽࡡࢆࡇ࠺㣴ࢆຊࡿᐇ㊶すࡅࡘࡳ
ࠋࡿㄽの記㘓࡛あ⌮㊶授業ᐇࡓし
授業࡛ࠕࡣᛌ㐺ࠖのᐃ⩏ࢆඣ❺ಶࠎ
すᛌ㐺ࡊࡵࠊしࡅ࡙⩏ᐃࡏࡉࢪ࣮࣓
ീࡑࠋࡿࡏࡉ❧☜ࢆし࡚ࡴࢀࡑか࠺
ࡤࡵ㋃ࢆロ࣮チࣉな࠺ࡼのࡵࡓ
ᐇ⌧ྍ⬟なࡿのか᳨ࢆドࠊࡏࡉᐇ㊶
かし࡚⏕ࢆࡧの学ࡇࠋࡔ࠸なࡘ
ሙの教ᐊෆおࡿࡅ✵Ẽのᚠ⎔ࢆຠ⋡
ࡓᕤ夫しࢆ᪉ࡅの㛤❆࠺ࡼ࠺⾜ࡃࡼ
目し╔のࡶࡓࡗ࠸Ⰽᙬࡸ࠸⮯ࠊࡾ
ບࡾࡃᛌ㐺な⎔ቃ࡙ࡾࡼし࡚ࡾࡓ
ಖㆤ⪅かࢆࡇࡓᐇ㊶しࡶᐙᗞ࡛ࠊࡳ
ᛌࠕࡿࡅおఫ⏕άࠋࡓࡅཷࢆሗ࿌ࡽ
㐺ࠖのᐃ⩏ࢆ⌮ゎしࡑࠊの⎔ቃࢆ㐀
すࡵࡓࡿの研究࡛あࠋࡿ 
 

 
㸱㸬⚾ࡣᡃࡀᐙの⠇㟁大
⮧ 
㹼の⚾ࡇࡿࡁ࡛
㹼 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 24 年 11
᭶ 
 

 
大 㜰 教 育 大 学 㝃
ᒓụ田ᑠ学ᰯ研究
紀せ 

p50㹼53 

 

 
⠇㟁࠺࠸ゝⴥࢹ࣓ࢆ➼࡛目す
か࠸ࡼࡤ࠼⾜ࡅࡔࢀࢆఱࠊののࡶࡿ
⠇㟁ࡓし⥆⥅ࠊࡣ࡛ࡲࡲ࠸なࡽศかࡀ
ᅾの᪥本⌧ࡣ⠇㟁ࠊしかしࠋ࠸㞴しࡣ
の㔜せㄢ㢟ゝࡶ࡚ࡗ㐣ゝ࡛ࡣなࠊࡃ
ࡇࡴ⤌ࡾព㆑し࡚ྲྀࡾ知ࢆ⩏のពࡑ
ᚲせ࡛あࡀࡇࡿ育࡚ࢆ❺ඣࡿฟ᮶ࡀ
ぢฟࢆㄢ㢟ࡿ⠇㟁のあࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ
しࠊ⠇㟁ࡿࡀ⧄ᵝࠎな᪉⟇ࠊ࠼⪄ࢆ
⮬ศࢆࡇࡿࡁ࡛ぢࠊࡅࡘᐇ㊶すࡿ
ຊࢆ㣴࠸ࡽࡡࢆࡇ࠺し࡚授業ࢆᐇ
㊶し࡛ࡵࡲࡓあࠋࡿ 
ປຊ㟁Ẽの㛵ಀࢆᐇឤすࠊࡵࡓࡿ

⮬㌿㌴Ⓨ㟁ᶵ࡛ᐇ㝿Ⓨ㟁ࡲࠋࡿࡏࡉ
 年間ࢆの㟁ຊࡑࠊᐃし ࢆᚅᶵ㟁ຊࡓ
のࡿࡀ⧄の⠇㟁ࢀ⟬し࡚
かࢱ࣮ࢹࢆす࠺ࡇࠋࡿしࡓᐇ㝿య
なࡿすࡾࡓし್ᩘࡾࡓかしືࢆ
ᵝࠎなࠕぢࡿ࠼ࠖのࣉロ࣮チࢆ⤒
ࡽかࡧの学ࡇࠋࡓࡏࡉᐇឤࢆ⠇㟁ࠊ࡚
ඣ❺ᰯࡣෆのᚅᶵ㟁ຊࠊࡁ┬ࢆ↓㥏な
㟁Ẽのᾘⅉな✚ᴟⓗࡴ⤌ࡾྲྀ
一ᐃのࠊࡅ⥆ࢆ㊶ᐇࡶᐙᗞ࡛ࠊࡶ
ᡂᯝࢆᚓࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 

 

 
㸲㸬⚾ࡣᡃࡀᐙのࢹ࣮ࢥ
ࡿ࠼ぢࠕ㹼 ࣮ࢱ࣮ࢿ
 ᐙᗞ⛉のࡓしࡊࡵࠖࢆ
授業㹼  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
༢ⴭ  

 
ᖹᡂ 25 年 2
᭶ 
 

 
大 㜰 教 育 大 学 㝃
ᒓ ụ 田 ᑠ 学 ᰯ 研
究紀せ 
p50㹼51 
 

 
࠸ࠖ₩㸻Ύ࠸な࠸࡚࠼ぢࡀࢀởࠕ

ぢࢆ᪉ࡾΎᤲのᅾࠊそしࢆ᪤ᡂᴫᛕ࠺
┤しࠊΎᤲのព⩏࠼⪄ࢆᐇ㊶ࡘな࠸
あ࡛ࡵࡲᐇ㊶の授業の⌮ㄽࡃ࠸࡛
特チなࢵ㟁Ẽスࡸࣈࣀࢻࠋࡿ
ᐃከᩘの人ࡀゐࡿࢀሙᡤࠊࡸ一ぢࢀࡁ
ᣔࠊࡶなࡾࢃࡲᮘࡸቨࡿ࠼ぢ࠸
ࡇࡿ࠸╔し࡚ࡀࢀở࠸な࠸࡚ࢀࡁ࠸
⏝ࢆࢺࣛࢡࢵࣛࣈ光⥺の特Ṧなࢆ
ࡀࢀࡑࠋࡿࠖすࡿ࠼ぢࠕᑕし↷࡚࠸
人యࡿ࠼ᙳ㡪࠸ࢀࡁࠕࠊ࠼⪄ࢆなࡣ
ࢀở࠸な࠼ぢࠊそしࢆព㆑࠺࠸ࠖࡎ
ࡾࡃቃ࡙⎔࠸のⰋࡕẼᣢࠊࡁ㝖ࡾྲྀࢆ
授業記㘓ࡿ࠼ࡉ࠼⪄ࢆ⟇᪉ࡿᐇ⌧すࡀ
࡛あࠋࡿᐇ㝿⮬ศの㌟㏆な≀ࢆ㞧ᕵ
➼࡛ᣔ࠸ởࢆࢀᐇឤࡑࠊ࡛ࡇࡿࡏࡉ  

人間－423



ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

    のᚋのΎᤲែ度⃭ࡀኚすྠࡿ
ᐙᗞ࡛ᤲࡶ㝖ᶵ࡛のᤲ㝖のࡳなࠊࡎࡽ
ᣔᤲࡁ㝖ࡾྲྀࡶධ࠺࠸ࡓࢀሗ࿌ࢆಖ
ㆤ⪅かࠊࡅཷࡽ学ࡀࡧᐙᗞ࡛のᐇ㊶
ࡁ࡛ࡀࡇࡿᚓࢆ一ᐃのᡂᯝࡾࡀ⧄
  ࠋࡓ
ఫ⎔ቃのởࢀᑐしࠊព㆑ୗかࡽព㆑
ඣ❺ࢆኚᐜࡿࡏࡉ㐺ษなᣦᑟἲ
の研究ࢆⓎಙしࠋࡓ  
 

 
㸳㸬ࣜࣈࣅオࢺࣂル㹼ㄞ
 ヰし࡚㹼࡚࠸⪺࡛ࢇ
 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 27 年 2
᭶ 

 

 
ụ 田 ᕷ ❧ ▼ 橋 ༡
ᑠ 学 ᰯ 研 究 紀 せ  
p19㹼20 

 
ᅜㄒ⛉࡛ࣜࣈࣅオࢺࣂル࣮ࢤ࠺࠸

・ຊࡴㄞࠊ࠸⾜ࢆ書ホࡘᣢࢆのせ⣲࣒
ヰすຊ・⪺ࡃຊࢆ㌟ࡿࡏࡉࡅࡘᣦᑟ
ἲのᅾࡾ᪉ࢆ研究しࡣࡵึࠋࡓ本のᴫ
せࢆㄝ明すࡿ㝿ࠊୗ書ࢆࡁし࡚ㄞࡴ⦎
࠺ࡿࡡ㔜ࢆᅇࠊࡶ❺ඣࡓ࠸࡚ࡡ㔜ࢆ⩦
ࡓࢀࡽ࠼ࡃなࡇࡴㄞࢆ✏原ࡕ
間ෆ࡛ࠊせⅬࡘࢆかࡁ⪺ࡳᡭศかࡾ
ࡗな࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇヰすࡃすࡸ
ࡼࡤࢀ㉁ၥすࢆఱࡶഃࡃ⪺ࠊࡓࡲࠋࡓ
ࡇࡿྲྀࢆ࣓ࣔࡽࡀなࡾ⤠ࢆのかどⅬ࠸
࡛ࡀࡇࡿࡅࡘࢆのຊ࡛ࡲࡿࡁ࡛ࡀ
ヰすຊࡃ⪺㏻し࡚ࢆのάືࡇࠋࡓࡁ
ຊࠊㄞࡴຊࢆ育࡚ࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿの
ᵝࠎなሙ㠃࡛ࡑࡶのຊࢆά⏝すࡇࡿ
ࡇࡿᚓࢆᡂᯝࠊࡾな࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ
 

 
㸴㸬 ෆ㠃ാࡁかࡿࡅ
ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉教育  
̿ពあࡿయ㦂άືࢆ
㏻し࡚̿ 
【ᰝㄞࡁ】 
 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 27 年 12
᭶ 

 
人間教育学  
人 間 教 育 学 研 究
➨ 3 ྕ 
p123㹼132 

 
య㦂άືࢆ✚ᴟⓗࡾྲྀධࡇࡿࢀ

ࠊ࠸ྜࡁྥศのㄢ㢟⮬ࡀ❺ඣࠊࡾࡼ
ᐙ᪘の一ဨし࡚の⮬ぬࢆᣢ࡚ࡗ⏕ά
しࠊయⓗ⏕άすࡿຊࡀ育ᡂࡿࢀࡉ
ᐙᗞ⛉教育の授業ᐇࠊ࡚࡚❧ࢆ௬ㄝ
 ࠋࡿあ࡛ࡵࡲࡓࡗ⾜ࢆ㊶
ᐇ㊶㸯㸸ရ㉁⾲♧ὀ目すࡿព⩏ࢆ

య㦂άືࢆ㏻し࡚ඣ❺ព࡙ࡅしࠊ
ᐙᗞ⏕ά࡛ᐇ㊶すࡾࡼࡇࡿయⓗ
な⏕ά⪅の育ᡂࢆ目ⓗし࡚⾜ࠋࡓࡗ 

ᐇ㊶㸰㸸㌟㏆なάື࡛あࡶࡿ㛵ࢃ
ᴟⓗ✚ࡃపࡀඣ❺の⯆・㛵ᚰࠊࡎࡽ
なྲྀ࠸ࡃࢀࡉ⥆⥅ࡀࡳ⤌ࡾΎᤲάື
の学⩦おࠊ࡚࠸ᛌ㐺な⎔ቃࡣの
ᐙᗞ࡛のᐇࠊࡏࡉᐇឤࢆのかࡶな࠺ࡼ
し࡚目ⓗࢆࡇࡃ࠸࡛࠸なࡘ㊶
⪅㈝ᾘࠊࡸのάືࡿ࠼ぢࠋࡓࡗ⾜
ࡾᡭの୧⪅のどⅬࢆ⤒㦂ࠊࡏࡉᐇឤ
ࡎ࠸ࠊάືなࡃᑟゎ⌮ࡓࡗకࢆ
ࡁ○㏻し࡚ඣ❺のᴫᛕࢆయ㦂άືࡶࢀ
ඣ❺の学⩦ពḧのႏ㉳ࠊᯝ⤖ࡓࡗ⾜ࢆ
ࠊࡾࡓㄪᰝ・ศᯒしࡽ⮬ࠊࡾࡀなࡘ
᪂ࡓなㄢ㢟ࢆぢࢆࢀࡑࡅࡘゎỴすࡿ᪉
ἲࢆᶍ⣴しࡾࡓすࡿなࡉࡲࠊ学ࡧ
の㐣⛬࡛あࠕࡿឤぬЍᛮ⪃Ѝᐇ㊶ࠖࢆ
一㐃の学⩦の中࡛⾜ࠊ࠸学ࢆࡧ῝ࡉ
㐺ษなᣦᑟἲࠊࡿࡁ࡛ࡀࡇࡃ࠸࡚ࡏ
の研究ࢆⓎಙしࠋࡓ 
 

人間－424



ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

 
㸵㸬♫のฟࡼ࠸
 ᕫኚᡂ⮬ࡿ

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 28 年 3
᭶ 

 
大 㜰 教 育 大 学 
ᐇ ㊶ 学 ᰯ 教 育 講
ᗙ  ᐇ ㊶ 教 育 学
ㄽ㞟 2015 ̿⌧
௦ の 教 育 ၥ 㢟 ࢆ
ࡿ࠼⪄ 20̿  
特㞟㸸 ኚࢆ⚾ۍ 
ᐜᑟཷࡓ࠸ⓗ 
 㦂ࠖ⤒ࠕ
p42㹼45 
 

 
⮬ศ⮬㌟ࢆኚᐜᑟཷࡓ࠸ⱞⓗ⤒

㦂ࢆ高橋橋の⌮ㄽᇶ࡙ࣔࢱ࣓࡚࠸
ルࢮ࣮࢛ࣇすࡿ㐣⛬ࡑのせᅉ࠸ࡘ
࡚ศᯒしࠋࡓ本ศᯒࠊࡶࢆ教ဨの
ᅾࡾ᪉࡚࠸ࡘ⪃ᐹしࠋࡓ 

 
㸶㸬⏕άᐇ㊶ຊの育ᡂࢆ
目ᣦしࡓᑠ学ᰯᐙᗞ⛉
研ࡿ㛵すル㛤Ⓨࢹࣔ
究  ̿ᐇឤࢆకࡓࡗ⌮
ゎᑟࡃయ㦂άືࢆ
㏻し࡚̿ 
 
 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 28 年 12
᭶ 
 

 
ዉ Ⰻ 学 ᅬ 大 学 研
究紀せ 
➨ 4 ྕ 
p133㹼139 

 
ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉教育おࡿࡅㄢ㢟の一

ࡀᢏ⾡なࡸ知㆑ࡓ学⩦しࠊし࡚ࡘ
ᐇ⏕ά࡛༑ศάか࠸࡚ࢀࡉなࡇ࠸
άの⏕ࢆࡧ学ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ
中࡛⥅⥆し࡚ᐇ⾜しࠊ⏕άࡃࡼࡾࡼࢆ
し࠺ࡼすࡿែ度ࡸᢏ⬟ࠕࢆ⏕άᐇ㊶
ຊࠖᐃ⩏࡙ࠊࡅ授業࡛の学ࢆࡧ⏕ά
ᐇ㊶ຊࡧ⤖ࢹࣔࡃ࠸࡚ࡅル㛤Ⓨࢆ
の教育ࡅᶵ࡙ືࡿࡼయ㦂άືࠊ࠸⾜
ⓗなຠᯝ࡚࠸ࡘㄽࠋࡓࡌ 
 

 
㸷㸬 ࠕ⏕άᐇ㊶ຊの育ᡂ
人間教育ࡿࡼ  ̿ᐙ
ᗞ⛉授業ࣔࢹルのᵓ⠏
̿ࠖ 
【ᰝㄞࡁ】 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 28 年 12
᭶ 
 

 
人間教育学 
人 間 教 育 学 研 究
➨ 4 ྕ 
p107㹼114 

 
ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉おࠊ࡚࠸⏕άᐇ㊶ຊ

ࠊయ㦂ࡿ㔜せなせ⣲࡛あ࡛࠼࠺ࡿᅗࢆ
ὶࠊホ౯᳨ࢀࡒࢀࡑ࡚࠸ࡘドしࠊ
୕ࡽࢀࡑࠊඹࡿࡵࡲࢆ⩏のពࡑ
ࡿᅗࢆάᐇ㊶ຊྥୖ⏕ࡿࡼの 㑏ࡘ
授業ࣔࢹルࢆ㛤Ⓨしࡑࠊの᭷ຠᛶ᳨ࢆ
ドしࠋࡓ 
 

 
㸯㸮㸬 ࠕ⏕άᐇ㊶ຊࢆ高
ࣉᑠ学ᰯᐙᗞ⛉のࡿࡵ
ロ࣒ࣛࢢ㛤Ⓨ యࠕ̿ 
㦂・ὶ・ホ౯ࠖの 㑏
 し࡚̿ࠖࡾかࡀᡭࢆ
（ಟኈㄽᩥ） 
 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 29 年 2
᭶ 
 

 
大㜰教育大学大
学㝔 ᐇ㊶教学
ᰯ教育ᑓᨷ 
ಟኈㄽᩥ 
 
 

 
ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉教育ࡿࡵ高ࢆᐇ㊶ຊࠕ

のࣔࢹル㛤Ⓨ  㹼ᐙᗞ࡛のᐇ⩦ࡳ⤌ࢆ
㎸ࡾࡩࠗࡔࢇ㏉ࡾάື࠘のᐇ㊶ࢆᡭ
かࡾし࡚㹼ࠖ࠺࠸研究テ࣮マἢ
ࡿあ࡛ࡘᐙᗞ⛉教育のㄢ㢟の一ࠊ࡚ࡗ
ࢆ࡚❧のᡭࡵࡓࡿ育ᡂすࢆᐇ㊶ຊࠖࠕ
ᐇ㊶研究し࡛ࡵࡲࡓあࠋࡿΎᤲ学⩦
ື⛣ࢆ⩦ᐙᗞ࡛の学άືࡾ㏉ࡾ
ィ⏬ࡳ⤌㎸ࠊࡾࡼࡇࡴ⥅⥆しࡓ
ᐇ㊶ࡓࢀࢃ⾜ࡀ⤖ᯝࢆศᯒしࠊᐇ㊶ຊ
 ࠋࡿᥦすࠊ㛤Ⓨࢆルࢹ授業ࣔࡿࡵ高ࢆ
㸿4 ุ 142 㡫 
 

 
㸯㸯㸬ࠕᐙᗞ⛉おࡿࡅ
ྍどࢆ㏻しࡓᐇ㊶ຊ
育ᡂ㛵すࡿ一⪃ᐹࠖ 
 
 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 29 年 9
᭶ 

 
ዉⰋ学ᅬ大学研
究紀せ 
➨㸴ྕ 
㹮83㹼89 

 
ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉おྍࠊ࡚࠸どࢆ授

業ࡾྲྀධࡾࡼࡇࡿࢀᐇ㊶ຊྥୖ
❧ࢆ௬ㄝ࠺࠸ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿᅗࢆ
ㄢ㢟のᡂᯝࡑࠊ࠸⾜ࢆᐇ㊶研究ࠊ࡚
యෆ࡛࣮ࣇࣛࢢ࣮ࣔࢧࠋࡓࡵࡲࢆ
の⇕ศ布ࠊࢆル࣮࣒ࣛン࡛࣮ࢼ㟁Ẽࢆ
ྍどしࠊ⠇㟁のព⩏ᚲ↛ᛶࢆᐇឤ
࠼⪄࡚࠸ࡘ⠇㟁ࠊࡏࡉゎ⌮࡚ࡗకࢆ
ඣ❺のࡀ㏻し࡚⠇㟁ࢆ㊶本ᐇࠋࡓࡏࡉ
⏕ά࡛᪥ᖖすࡿᡂᯝࡀぢྍࠊࢀࡽど
の᭷ຠᛶ᳨ࢆドすࡀࡇࡿฟ᮶ࠋࡓ 
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ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

 
㸯㸰㸬ࠕᐙᗞ⛉おࡿࡅぢ
どすྍࢆࢀở࠸な࠼
 㝖学⩦の᭷ຠᛶࠖᤲࡿ
 
 
 
 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 30 年 6
᭶ 

 
ዉⰋ学ᅬ大学学
⾡㞧ㄅㄽᩥ  
1 ᕳ➨ 4 ྕ  
P113~121 

 
ᐙᗞ⛉の目ᶆの一ࡣࡘᐇ㊶ຊࢆ㌟

࡛ࡇࡿࡅあᤲࠊࡀࡿ㝖学⩦ࡣᐃ╔
ᅗࢆ╔ᐃࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡽぢࡀᅔ㞴
のྍどࢀở࠸な࠼ぢࠊ目ⓗࢆࡇࡿ
ࢆᅗࠊࡾࡼࡇࡿ᪥ᖖのఫ࠸ࡲ᪉
ᇶࡿ㛵す᪉࠸ࡲఫࠊࡵ高ࢆの㛵ᚰ
♏ⓗ・ᇶ本ⓗな知㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆ㌟
⬟ࡿᕤ夫す࠼⪄ࢆ᪉࠸ࡲᛌ㐺なఫࠊࡅ
ຊࢆ育ᡂす࠺࠸ࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿ௬ㄝ
の᭷ࡑࠊసᡂしࢆルࢹ授業ࣔࠊ࡚❧ࢆ
ຠᛶ᳨ࢆドしࡑࠋࡓの⤖ᯝࠊᐇ㊶ᚋ一
ᐃᮇ間⤒㐣ᚋࡸ⦅ࡶかな⌧㇟ࡣあࡶࡿ
ののࠊᐙᗞお࡚࠸⥅⥆し࡚ᤲ㝖ࢆᐇ
すࡿඣ❺ࡀ☜ㄆ࡛ࠋࡓࡁ௨ୖࠊࡾࡼ
ᤲ㝖学⩦ྍどࡾྲྀࢆධࡇࡿࢀ
ࡇࡿ᭷ຠ࡛あඣ❺のᐇ㊶ຊྥୖࠊࡣ
 ࠋࡓࡗなかࡽ明ࡀ
 

 
㸯㸱㸬ືࠕ≀介ᅾ・ឡㆤࢆ
㏻し࡚⪃࠸ࠕࡿ࠼のࡕの
教育ࠖ㛵すᩥࡿ⊩研
究ࠖ 
 
 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 30 年 9
᭶ 

 
ዉⰋ学ᅬ大学研
究紀せ 
➨ 9 ྕ 
P127㹼136 

 
ᐙᗞ⛉お࠸ࡿࡅのࡕの教育の研究

ཬࡧᐇ㊶ࢆㄪᰝすࡿඹࠊ学ᰯ
⌧ሙࡸ学ᰯ⌧ሙእおືࡿࡅ≀介ᅾ教
育ືࡸ≀ឡㆤ教育࡚࠸ࡘの研究ཬࡧ
ᐇ㊶ࢆᴫほすࢆࡇࡿ目ⓗし
ࢁࡇࡓ⣴し᳨ࢆ⫣ᩥࡿ㛵㐃すࠋࡓ 20
ᐙᗞࠋࡓし⌮ᩚࢆෆᐜࠊࢀࡉᢳฟࡀ௳
ࡸಖ育㡿ᇦࡣの教育ࡕの࠸ࡿࡅお⛉
㣗㛵㐃ࡶࡿ࠸࡚ࡅのࡀከࡀࡇ࠸
明ࡽかなືࠊࡓࡲࠋࡓࡗ≀介ᅾ教育
༑ศࠊࡣ㝿ࡿᐇ㊶す࡚࠸お学ᰯࡣ
な知ぢࡸ教ဨ間のඹ㏻⌮ゎඹࠊᑓ
㛛ᐙのຓゝࡾྲྀࢆධࡿࢀᚲせࡀあࡇࡿ
ࡧឡㆤ教育のᐇ㊶ཬ≀ືࡓࡲࠊ
研究ᩘࡣᑡなࠊࡃ⾜ᨻࡀ中ᚰな࡚ࡗ
ࡗなかࡽ明ࡀࡇࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ
ࠋࡓ  
 

 
㸯㸲.ࠕᐙᗞ⛉ࢆᇶ┙しࡓ教
⛉ᶓ᩿ⓗな㜵⅏教育の᳨ウ̿
ᐙᗞ⛉おࡿࡅ㜵⅏教育㛵
すᩥࡿ⊩研究ࢆ㏻し࡚̿【ࠖᰝ
ㄞࡁ】  

 
༢ⴭ 

 

ᖹᡂ 32 年 3

᭶ 

 
᪥本人間教育学 
人間教育学研究➨6
 ྕ

 
本研究ࠊࡣᑠ・中・高➼学ᰯのᐙᗞ⛉

ࢆのᐇែࡳ⤌ࡾ㜵⅏教育のྲྀࡿࡅお
ᩥ⊩ㄪᰝしࠋࡓすࠊࡿᑠ学ᰯ࡛ࠕࡣ㣗
ศ野࡛ࠖの㜵⅏㣗ࡀぢࡓࢀࡽࡣぢᙜ
࠼加㣗ศ野ࠖࠕࡣ中学ᰯ࡛ࠊࡎࡽࡓ
ቃ教育⎔ࡣ高➼学ᰯ࡛ࠊࡀఫศ野ࠖࠕ
௨ୖかࠋࡓࢀࡽぢࡀ㊶ᐇࡓࡅ㛵㐃
ࡣ㜵⅏教育ෆᐜࡿࡅお⛉ᐙᗞࠊࡽ
೫ࡀࡾあࡀࡇࡿ明ࡽかなࠋࡓࡗし
かしࠊ㜵⅏・ῶ⅏ࡣ⾰㣗ఫ┤⤖し࡚
おࠊࡾᐙᗞ⛉教育ࢆᇶ┙し࡚㜵⅏教
育の目ᶆ࡛あࠕࡿ᪥ᖖ⏕άのᵝࠎなሙ
㠃࡛Ⓨ⏕すࡿ⅏ᐖの༴㝤ࢆ⌮ゎしࠊ安
な⾜ື࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀすࡶࡿ
ࡿࡁ࡛ࡾẼ㓄ࡶの安ࠎの人 ࠊ
ඣ❺の育ᡂࢆ目ᣦすࠖࡀࡇฟ᮶ࡿ
௬ㄝࢆ❧࡚授業ࣔࢹルࢆ❧すࡇࡿ
 ࠋࡓしᚋのㄢ㢟ࠊࡀ
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ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

 
㸯㸳.ࠕᐙᗞ⛉ࢆᇶ┙しࡓ教
⛉ᶓ᩿ⓗな㜵⅏教育の研究 
ඣ❺の㜵⅏ព㆑ㄪᰝ  ࠖ

 
༢ⴭ 

 

ᖹᡂ 32 年 4

᭶ 

 

 
ዉⰋ学ᅬ大学研
究紀せオンࣛ
ンࢪャ࣮ࢼル人
間教育 ➨ 2 ᕳ
➨ 2 ྕ 
P83㹼92 

 
㜵⅏のព㆑ྥୖࢆᅗࠊࡣࡿ教育ࡀ 
大ࡁなࢆᢸ࡚ࡗおࠊࡾ特ᆅᇦの
ᑠ࠸ᙉࡀし࡚のᙺ࣮テࢽ࣑ࣗࢥ
学ᰯお࡚࠸㜵⅏教育ࢆᐇすࡇࡿ
᭷ຠ࡛あ࡚࠸おᆅᇦෆ㐃ᦠಁ㐍ࠊࡣ
㜵⅏教育ࠊの㝿ࡑࠋࡓ࡚❧ࢆ௬ㄝࡿ
の目ⓗࢆ⪃៖すࠊࡿᐙ᪘ᐙᗞ⏕ά
⎔ࠊ㈝ᾘࡸ㣗ఫ⾰ࡾ学⩦のᑐ㇟࡛あࡀ
ቃࢆ学⩦ෆᐜすࡿᐙᗞ⛉㜵⅏教育
ࠋࡓ࠼⪄࠸ࡁ大ࡣ⩏ពࡿࢀධࡾྲྀࢆ
ពࡿ㛵す㜵⅏㇟ᑐࢆ❺ඣࠊ࡛ࡇࡑ
㆑ㄪᰝࡓࡗ⾜ࢆ⤖ᯝࠕࠊ正しࡃᜍ࡚ࢀ正
しࡃഛࡇࠖࡿ࠼のᚲせᛶࢆඣ❺Ẽ
かࡀࡇࡿࡏ㜵⅏教育のㄢ㢟の一ࡘ
࡛あࡑࠊࡾのࡣࡵࡓᆅᇦఫẸの㐃
ᦠࡸ教⛉ᶓ᩿ⓗ学⩦ࠊ㜵⅏⛉学ᢏ⾡の
㜵⅏教育ࢆ➼⏝の᭷ຠάࢶンテンࢥ
⨨࡙ࠊࡅඣ❺の㜵⅏ព㆑ྥୖࢆᅗࡿ
ᚲせࡀあࡀࡇࡿ明ࡽかなࠋࡓࡗ  
 

 
㸯㸴.ࠕᑠ学ᰯおࡿࡅ教⛉ᶓ
᩿ⓗな࠸ࠕのࡕの教育 㸫ࠖ ື
≀の࠸のࢆࡕ㍈ᤣࡓ࠼教ᮦ
の㛤Ⓨ 㸫 【ࠖᰝㄞࡁ】 

 
༢ⴭ 

 
令和 2 年 3
᭶ 

 
᪥本ᐙᗞ⛉教育学
㏆␥ᆅ༊50࿘年記ᛕ
ㄅ 

 
 ⥲ྜⓗな学⩦の間ࠊᐙᗞ⛉の教⛉ᶓ᩿ⓗ

な授業ࢆ㛤Ⓨし࠸ࠕࠊのࡕの教育ࠖ1ࠊࡀ）

ඣ❺の࠸のࡕᑐすࡿព㆑の࠺ࡼᙳ㡪

ព㆑࠺ᛮ大ษࢆศ⮬㌟⮬（2ࠊかࡿ࠼ࢆ

❺ඣࢆព㆑࠺࠸ࡿ࠸࡚ࡗ❧ㄡかのᙺࠊࡸ

のࠊかࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡲ育 2Ⅼ᳨ࢆドし

ࡕの࠸ඣ❺の㌟㏆なື≀のࠊࡣ授業࡛ࠋࡓ

ࠊβࡧ学࡚࠸ࡘ ࡇࡿࡡ㔜ࡳ✚ࢆなయ㦂άືࠎ

ศ⮬ࢆࡕの࠸ࠊᐇឤしࢆࡕの࠸࡚ࡗࡼ

の࠸のᐙ᪘ࠊの⤖ᯝࡑࠋࡓࡏࡉ࠼し࡚ᤊ

၏一↓ࡀࡕの࠸ࠊのヰのቑ加࡚࠸ࡘࡕ

࡛あࡇࡿの⌮ゎࠊ⮬ศࢆ大ษなᏑᅾࡔᛮ

 ࡿࡁ࡛㛵し࡚⮬ศࡕの࠸ࠊព㆑のྥୖ࠺

のࠊᐇ㊶ຊの育ᡂࡿᐇ⾜す࠼⪄ࢆࡇ 4Ⅼ 

 ࠋࡓࢀࡽし࡚ᚓᡂᯝࡀ

 
 (のࡑ)
 ࠖ➼✏౫㢗原ࠕ

 
 

 
 

 
 

 
 

㸯㸬ᑠ学⏕ኟఇࡳのᐙᗞ
学⩦⏝教ᮦ⦅㞟 

༢ⴭ ᖹᡂ 22 年 4
᭶㹼ᖹᡂ 24
年 4 ᭶ 

(ᰴ)ᩥ⁇ᇽ ๓ඣ❺のᐇែㄪᰝࠊ࠸⾜ࢆ㛗ᮇ
ఇᬤࡁ࠺⾜学⩦ㄢ㢟ࢆ明☜しࠊ
ྛ教⛉ࡈの㔜せ㡯目ࢆ⡆₩ࡲ
ྫྷࢆෆᐜ࠸すࡸࡁ࡙ࡲࡘඣ❺のࠊࡵ
しࠊၥ㢟సᡂし教ᮦసᡂ♫ᩥᇽ
ᥦ♧しࠋࡓᑠ学ᰯ 1 年㹼6 年࡛ࡲの
学年の学⩦⏝教ᮦの⏬⦅㞟㛵ࢃ
ụ田㝃ᒓᑠ学ᰯのྛ教ࡣ⪅➹ᇳࠋࡓࡗ
⛉の教師࡛あࠋࡿ西江ࡣ教ᮦయのᵓ
ᡂྛࠊ教⛉➼のࣛࣂンスࢆㄪᩚᰯ正
 ࠋࡓᢸᙜしࢆ
㸿4 ุ p14㹼18 
 

人間－427



ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

 
㸰㸬ಖㆤ⪅ᑐ㇟教育講₇
㈨ᩱ子 
ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࠕ

㣗育ࠖ 
 

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 22 年 6
᭶ 

 
大㜰教育大学ụ
田㝃ᒓᑠ学ᰯ
PTA ദ 
 
 

 
大㜰教育大学ụ田㝃ᒓᑠ学ᰯ PTA ㇟ᑐࢆ

ࢆ≦⌧ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡓࡊࡾྲྀࡀᏙ㣗ࠊ
㋃ྛࠊ࠼ࡲᐙᗞ࡛ヰࢆしなࡽࡀ㣗
ྎࡿࡁ࡛㌟㏆ࠊ⩏のពࡇࡿすࢆ
ᡤ⳯ᅬ࡚࠸ࡘの講₇ࢆᰯಖㆤ⪅ྥ
ࢀࡽࡵồࠊࡾ㝿の㈨ᩱ࡛あࡓࡗ⾜ࡅ
ࢆᯝ⤖ࢺ࣮ࢣン࡚࠸ࡘ㣗育ࡿ࠸࡚
 ࠋࡓࡵࡲࡽࡀなࡳ㎸ࡾ┒
㸿4 ุ 6 㡫 
 

 
㸱㸬大㜰ᗓ㇏⬟ᆅ༊᪂つ
᥇⏝ᐙᗞ⛉教ဨ研ಟ 
㈨ᩱ子 
 
 
 
 
 

 
 

  
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 24 年 8
᭶ 

 
㇏⬟ᆅ༊教育ጤ
ဨ 
大㜰教育大学㝃
ᒓụ田ᑠ学ᰯᐙ
ᗞ⛉教育部 
 

 
ᖹᡂ 24 年度᪂つ᥇⏝教ဨࡀᑐ㇟の

ᐙᗞ⛉教育࡚࠸ࡘの研ಟ講師ࡗ⾜ࢆ
ᾭ⏕ࡸᐙᗞ⛉教育の目ⓗࠊの㝿ࡑࠋࡓ
学⩦࡛の⨨࡙ࡅなの学⩦ᣦᑟせ㡿
のㄝ明࠺⾜ࢆ㝿のᑠ子ࢆసᡂしࡑࠊ
45ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࡶࢆࢀ ศ
の授業の⤌ࡳ❧࡚᪉ࢆ♧しࠊ師⠊授
業ࠊ࠸⾜ࡶⓎၥ・ᯈ書・ࢺ࣮ࣀᣦᑟ・教
ᮦ㑅ᐃの᪉なࢆ♧しࠋࡓ 
㸿4 ุ 6 㡫 

 

 
㸲㸬ࠕ➨八ᅇࢩン࢘ࢪ࣏
ࢽ࣮ࣛࣈテࢡࠗ ࣒
ンࢆࢢ㏻し࡚⪃ࡿ࠼㐨
ᚨ࠺ࢆすすࡿࡵか࠘ࠖ  

 
༢ⴭ 

 
ᖹᡂ 29 年 2
᭶ 

 
ᰴᘧ♫ EPR 教
育ࣉロ 
➨ 47 ᕳ ➨ 4 ྕ 
㏻ᕳ 1829 ྕ 

 
ᖹᡂ 29 年 1 ᭶ 22 ᪥㛤ദの࠸ࠕのࡕ

の教育研究 ➨ 8 ᅇࢩン࣒ࠖ࢘ࢪ࣏
テࢡࠋࡓᇳ➹しࢆࢺ࣮࣏ࣜࡿࡅお
ࢆ㐨ᚨࡿ࠼⪄㏻し࡚ࢆࢢンࢽ࣮ࣛࣈ
・ᇶㄪᥦࠊテ࣮マࢆかࡿࡵすす࠺
講₇ࠕ࡚ࡅཷࢆࢀࡑࠊࢀࢃ⾜ࡀ子ࡶ
テ࣮ࢆࠖࡣࡿᐇឤすࢆࡉの大ษࡀ
マし࡚ࢢࠊル࣮ࣉウ㆟ࠊࡀࡓࢀࢃ⾜ࢆ
ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣンࡸのཧ⪅のኌ࡛ࡇࡑ
ࡲ࡚࠸ࡘの教育ࡕの࠸ࠊࡶࢆ
 P8㹼9ࠋࡓࡵ
 

 ࠖ➼⾲学Ⓨࠕ
㸯㸬ࢺ࣮ࢨࢹのࢮࣞࣉンࢆ㏻
し࡚ࠊᮃࡲし࠸ᾘ㈝⪅⏕άࢆ
 ㊶授業ᐇ ࡓ࠼⪄
 

 
̿ 

 
ᖹᡂ 24 年 8
᭶ 

 
ᖹᡂ 24 年度᪥本
ᐙᗞ⛉教育学
➨ 43 ᅇ㏆␥ᆅ༊
 ᐇ㊶・研究
Ⓨ⾲ᢒ㘓(㹮4） 
(大㜰ᗓࠊරᗜ教育
大学大学㝔㐃ྜ
学ᰯ教育学研究
⛉大㜰ࢧテࣛࢺ) 

 
㢮ఝရᩘࡀከࡃ୪ࡪ中ၟࠊရ記載

ࠊࡵぢᴟࢆከ✀ከᵝなሗࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ᚲせすၟࡿရࢆ㉎ධすࡿຊࠊࡣ㣗ရ
の安ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡓࡊࡾࡀࠊඣ
ࠋࡿᚲせྍḞなຊ࡛あࡶ࡚ࡗ❺
㣗ရ⾲♧ࡣ㣗ရの㔜せなሗ࡛あࠊࡾ
ࡇࡿࡅࡘࢆ័⩦ࡿぢ࡚㉎ධすࢆࢀࡇ
大ษ࡛ୖࡿᏲࢆᐙ᪘の健ᗣࡸศ⮬ࠊࡣ
な࡛ࡇあࠋࡿ本㢟ᮦࠊࡣព㆑ⓗၟ
ရࢆぢࡿጼໃࢆඣ❺ⱆ⏕ࡏࡉ࠼ሗ
ࢆࡇࡿࡏࡉࡅࡘࢆຊࡿᤞ㑅ᢥすྲྀࢆ
目ⓗし࡚⾜ࡇࠊ࠸のᐇ㊶ᨭࡿ࠼⌮
ㄽࢆ学࡛Ⓨ⾲しࠋࡓ 
㸿4 ุ p㸲 
 

 
㸰㸬⏕άᐇ㊶ຊのྥୖࢆ
ᅗࡿᑠ学ᰯᐙᗞ⛉教育
のࣉロ࣒ࣛࢢ 

 
̿ 

 
ᖹᡂ 29 年 3
᭶ 

 
᪥本教師学学
➨ 18 ᅇ大 
ᐇ㊶研究Ⓨ⾲ 
 

 
ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉教育のㄢ㢟し࡚ࠊ学

⩦ෆᐜࡀᐃ╔し࡚おࡎࡽᐇ⏕ά࡛άか
ࡇࡑࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀࡇ࠸な࠸࡚ࢀࡉ
య㦂άື・ホ౯άື・ࢆᐇ㊶ຊࠊ࡛
ὶάືの 㑏࡚ࡗࡼ育ᡂすࡀࡇࡿ
ฟ᮶࠺࠸ࡿ௬ㄝࠊ࡚❧ࢆᐇ㊶ࣔࢹル
 ࠋࡓⓎ⾲しࢆㄢ㢟のᡂᯝࡑࠊ㛤Ⓨしࢆ

㸿4 ุ p8 
 

人間－428



ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

㸱㸬ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉おࡅ
άᐇ㊶ຊ育ᡂの授⏕ࡿ
業ࣔࢹルᵓ 

̿ ᖹᡂ 29 年 8
᭶ 

᪥本ᐙᗞ⛉教育
学㏆␥ᆅ༊
研究Ⓨ⾲ 

 ᑠ学ᰯᐙᗞ⛉おࡿࡅㄢ㢟の一ࡘ
し࡚学⩦しࡓ知㆑ࡸᢏ⾡なࡀᐇ⏕ά
࡛༑ศ⏕か࠸࡚ࢀࡉなᩥࢆࡇ࠸部⛉
学┬ࡣᣦし࡚ࡇࠋࡿ࠸の⌧≧ࠊࡅཷࢆ
ඣ❺の⏕άᐇ㊶ຊの育ᡂࢆᅗࡿ授業ࣔ
ᡂᯝ࠸⾜ࢆ㊶研究ᐇࠊᵓしࢆルࢹ
ㄢ㢟ࢆⓎ⾲しࠋࡓ 
 㸿4 ุ p9 
 

（ྲྀᮦ） 
 
㸯㸬ᐙᗞ⛉お࠸ࠕࡿࡅ
のࡕの教育 のࠖྲྀࡳ⤌ࡾ
 ࡚࠸ࡘ
 

 
̿ 

 
ᖹᡂ 30 年
11 ᭶ 
 

 
ᮅ᪥᪂⪺♫ 
（ᦤ 13 ∧） 
 

 
 ᐙᗞ⛉ࢆᇶ┙しࡓ教⛉ᶓ᩿ⓗな
ࡑࠊࡾ᥈ࢆの教育ࠖのྍ⬟ᛶࡕの࠸ࠕ
の᭷ຠᛶのᐇドࡅྥのᐇ㊶ࠊࡀᮅ᪥
᪂⪺♫ྲྀᮦࡅཷࢆⓎಙࠋࡓࢀࡉ本研
究ືࠊࡾࡼ≀の࠸の࠼⪄࡚࠸ࡘࡕ
ࡿᑐすࡕの࠸ඣ❺のࠊࡾࡼࡇࡿ
ព㆑ࡀ大ࡃࡁኚᐜすࡀࡇࡿ明ࡽか
なࠊࡓࡲࠋࡓࡗಖㆤ⪅ࠊᆅᇦఫẸࠊඣ❺
ࠊ࠼⪄࡚࠸ࡘࡕの࠸ࠊし一ᇽࡀ
ㄒࡇࡿのព⩏ࡶぢฟすࠊࡁ࡛ࡀࡇ
ࢀࡉ࿌知ࡃ広ࡾࡼ⪺᪂ࢆの᭷ຠᛶࡑ
 （ụ田ᕷ❧▼橋༡ᑠ学ᰯ）ࠋࡓ
 

 
㸰㸬ᐙᗞ⛉お࠸ࠕࡿࡅ
のࡕの教育 のࠖྲྀࡳ⤌ࡾ
 ࡚࠸ࡘ
 

 
̿ 

 
ᖹᡂ 30 年
11 ᭶ 
 
 

 
ࣅルテࣞࣈ࣮ࢣ
（大㜰ᦤ∧） 
 
 

 
ᐙᗞ⛉ࢆᇶ┙しࡓ教⛉ᶓ᩿ⓗな

ࡑࠊࡾ᥈ࢆの教育ࠖのྍ⬟ᛶࡕの࠸ࠕ
の᭷ຠᛶのᐇドࡅྥのᐇ㊶࣮ࢣࠊࡀ
ཷࢆᮦྲྀ（∧大㜰ᦤ）ࣅルテࣞࣈ
ಖࠊᆅᇦఫẸࡣሙࠋࡓࢀࡉⓎಙࡅ
ㆤ⪅ࠊඣ❺ィ⣙ 200 ⏬ᫎࠊࡾࡲ㞟ࡀྡ
のࡑࠊ㚷㈹ࢆ᪥ࠖࡿࡅࡘࢆ๓ྡ≟ࠕ
ᚋࠊNPO ἲ人ࡳ⊧≟ࠕなしࡈᩆ㝲ࠖ௦
⾲中㇂ⓒྜẶࠊᫎ⏬┘╩山田あかࡡẶ
の講₇࠸ࠊࡁ⪺ࢆのࠋࡓ࠼⪄࡚࠸ࡘࡕ 
授業ᚋࠊ本研究の㊃᪨୪ࡧ授業ࡘ
ࡘの教育ࡕの࠸ࠊࡅཷࢆのྲྀᮦ࡚࠸
ࠋࡓࡗㄒࢆඣ❺のኚᐜࠊࡳ⤌ࡾのྲྀ࡚࠸
௨ୖか࠸ࠊࡽのࡕの教育の㛵ᚰの高
本研ࠊࡶࡿᐇឤすࢆᚲせᛶࡉ
究の᭷ຠᛶ᳨ࢆドすࡀࡇࡿฟ᮶ࠋࡓ 

（ụ田ᕷ❧▼橋༡ᑠ学ᰯ） 
 

 
㸱㸬ಖㆤ⪅Ṍࡴሗ
ㄅ Partner 
 

 
̿ 

ᖹᡂ 30 年
12 ᭶ 

⩏のពࠖ࠸おᡭఏࠕࡿࡅおᐙᗞ ࡴࡾンࣈンࣈ
のព㆑ᨵ㠉ࠖ࠸おᡭఏࠕඣ❺のࠊ
ࡅおᑠ学ᰯࠋࡓࡅཷࢆᮦྲྀ࡚࠸ࡘ
యࠊࡶࢆのᐇ㊶࡛ࡲࡿ
ⓗ・⬟ືⓗなάືᑟࡃᕤ夫し
ࠊᛶのᑟධ࣒࣮ࢤࡸのどぬࢀởࠊ࡚
ᐙᗞ࡛ᐇࠊ㈶な⛠ࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇ
㊶ྍ⬟なྲྀࢆࡳ⤌ࡾከࡃ⤂介しࠋࡓ加
ᐙᗞࠊの⏕ᑠ学ᰯ教ဨᚿᮃ学ࠊ࡚࠼
⛉ᣦᑟἲおࠕࡿࡅᐙᗞのࠖのศ
野の授業ἲࡶ࡚࠸ࡘゐࠊࢀᐙᗞ学
ᰯの㐃ᦠのᚲせᛶࡶ㏙ࠋࡓ௨ୖࡼ
ලయⓗ࡛明ࠊࡣࡽሗㄅసᡂ⪅かࠊࡾ
☜な࡛あࠊࡾᐇ㊶ྍ⬟࡛あࡿ高
ホ౯ࢆᚓࡀࡇࡿฟ᮶ࠋࡓ  
 

人間－429



ⴭ書㺂学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・
ඹⴭの

ู 

Ⓨ⾜ཪࡣⓎ
⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧
ㄅ➼ཪࡣⓎ⾲学

➼のྡ⛠ 
ᴫ      せ 

 
㸲㸬࠸ࠕのࡕの教育ࠖの
 ࡚࠸ࡘࡳ⤌ࡾྲྀ
 

  
̿ 

 
令和元年 8
᭶ 15 ᪥ 

 
ᮅ᪥᪂⪺♫ 
（ᦤ 14 ∧） 
 

 
࠸ࠊࡆୖࡾྲྀࢆのẅฎศၥ㢟⊧ࡸ≟

の࡚࠸ࡘࡕ学ࡪ教育࡚࠸ࡘ研究し
ࢆເ金άືࠊし࡚⎔の一ࡑࠋࡿ࠸࡚
ㄢእάື⨨ࡑࠊࡅのᵝ子࠸ࡘ
࡚ྲྀᮦࠋࡓࡅཷࢆເ金άືの㊃᪨ࡸඣ
❺のྲྀ࡚࠸ࡘ➼ࡳ⤌ࡾゐࡶࡿࢀ
ࡁྥᦸ┿ࡀ❺ඣ࡚࠸ࡘࡕの࠸ࠊ
ࡕの࠸ࠕࠊ㏙࡚࠸ࡘጼໃࡪ学࠸ྜ
の教育ࠖの㔜せᛶࢆఏࠋࡓ࠼ 

（ụ田ᕷ❧▼橋༡ᑠ学ᰯ） 
 

   
 
 

人間－430



教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2 年 3᭶ 31 ᪥ 

Ặྡ 正木 友則 

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

教育学ࠊ教⛉教育学 ᅜㄒ⛉教育ἲࠊ学⩦᪉ἲࠊⓎ㐩 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

教育・学⩦άືᨭࢭン࣮ࢱ❆口おࡿࡅ学⩦┦ㄯ

（౯大学） 

ᖹᡂ 24

年 4 ᭶

㹼 

ᖹᡂ 25

年 3᭶ 

 ┦ㄯ❆口おࠊ࡚࠸学⩦部άࡸ㏻学ࠊルࢺࣂ➼

᪉ࠖࡾのྲྀࢺ࣮ࣀࠕ学⩦・ㄞ書の᪉ἲࠖࠕࡸ❧の୧

ᨭࡓし中ᚰࢆࢢチン࣮ࢥの࡚࠸ࡘ学⩦᪉ἲࡓࡗ࠸

ึࡅࢃࡾࠋࡓࡗ⾜ࢆ年次の学⏕ࡣ高ᰯのࢠャࣉࢵ

ࠊึࡃከࡀࡇ࠺ᡞᝨ 年次の᪩࠸ẁ㝵࡛ゎᾘすࡇࡿ

ンテࣛࠕάࠖ⏕ࠕ学⩦᪉ἲࠖࠕࠊࡵࡓࡿ㔜せ࡛あࡀ

ࢢ 㛤講授業ᚋの間ᖏࡳఇࢆ࣮ࢼ࣑ࢭࡿ㛵すࠖ

しࠕࠋࡓ大学࡛の学ࡀࠖࡧᐇす࠺ࡼࡿ㢪ࠊ࠸学⏕ᨭ

ᦠࠋࡓࡗࢃ(౯大学教育・学⩦άືᨭࢭン࣮ࢱ

(CETL)お࡚࠸のᐇ㊶) 

 

㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

（1）ࠗ ≀ㄒのࠕ⬥ᙺࠖかࡽ㏕ࡿဨࡃࡓ࠼⪄ࡀなࡿ

しかࡿࡅⓎၥ 36 （࠘ᖹᡂ 28年ࠊ東ὒ㤋ฟ∧♫）（ᥖ） 

 

 

 

 

 

（2） ⛉ᑠ学ᰯᅜㄒࡓࢀධࡾྲྀࢆࠖࡅのしかุ᩿ࠕࠗ

の学⩦ㄢ㢟 48 （࠘ᖹᡂ 28年ࠊ明治ᅗ書）（ᥖ） 

ᖹᡂ 28

年度 

ᖹᡂ 29

年度 

 

 

 

ᖹᡂ 29

年度 

ᖇிᖹᡂ大学ࠕඣ❺ᩥ学࡛ࠖ⏝ 

 

౯大学ࠕᅜㄒ⛉教育࡛ࠖ⏝ 

 ᚑ᮶ࡣ␗なࠕࡾ⬥ᙺࠖ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊᚰࢆ┤᥋ၥ

⩦な学ࡓ学教ᮦの᪂ᩥࠊࡾࡼⓎၥࠖࡿࡅしかࠕ࠸なࢃ

ᣦᑟのྍ⬟ᛶࢆ♧しࠋࡓ 

 

౯大学ࠕᅜㄒ⛉教育࡛ࠖ⏝ 

 ุ᩿࡛ࡿࡅ学⩦ㄢ㢟ࠊ࡚ࡗࡼయⓗ・ᑐヰⓗ࡛

⏝ࢆ学・ㄝ明ᩥ教ᮦᩥࠊࢆ᪉࠼⪄ࡸす᪉ἲಁࢆࡧ学࠸῝

 ࠋࡓᥦ♧しලయⓗࠊ࠸

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

（1）⎔太ᖹὒ大学᥇⏝の学部㛗ホ౯ 

 

 

 

（2）学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣ 

 （⎔太ᖹὒ大学㸸ᖹᡂ 25年度） 

 

 

 

 

（3）ᖇிᖹᡂ大学᥇⏝の学⛉㛗ཬࡧ学部㛗ホ౯ 

 

 

 

 

 

（4）学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣ 

 （౯大学㸸ᖹᡂ 27年度） 

 

 

（5）ዉⰋ学ᅬ大学᥇⏝の学部㛗ホ౯ 

 

ᖹᡂ 25

年度 

 

 

ᖹᡂ 25

年度 

 

 

 

 

ᖹᡂ 27

年度 

 

 

 

 

ᖹᡂ 27

年度 

 

 

ᖹᡂ 30

年度 

౯大学教育・学⩦άືᨭࢭンึ࡚࣮ࢱ年次教育

ᦠࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃ教⛉教育ἲ（ᅜㄒ）の業績ࢆ᭷し࡚

 ࠋ⏝᥇ࢀࡉホ౯ࢆࡇࡿ࠸

 

⎔太ᖹὒ大学おࡿࡅ授業ホ౯ 

 スࣛࢡ᪥本ㄒ⾲⌧ϩࠖ�3ࠕ

学⏕満㊊度ᖹ均ホᐃ（3.7㸭4ẁ㝵ホ౯） 

 スࣛࢡゝⴥの⌮ゎࠖ�2ࠕ

学⏕満㊊度ᖹ均ホᐃ（3.6㸭4ẁ㝵ホ౯） 

 

౯大学教育・学⩦άືᨭࢭンึ࡚࣮ࢱ年次教育

ᦠࠊࡇࡓࡗࢃ⎔太ᖹὒ大学࡚教ဨ᥇⏝ヨ㦂ᑐ⟇ᦠ

ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿教⛉教育ἲ（ᅜㄒ）ࠊࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃ

（ゝⴥ）㛵すࡿ⛉目ࢆᢸᙜ࡛ࡿࡁ業績ࢆ᭷し࡚ࡇࡿ࠸

 ࠋ⏝᥇ࢀࡉホ౯特ࢆの୕Ⅼ

 

౯大学ᩥ学部（㠀ᖖ講師）おࡿࡅ授業ホ౯ 

 ᅜㄒ⛉教育ἲϨࠖࠕ

学⏕ࡿࡼ学⩦⬟ືᛶᖹ均ホᐃ（4.92㸭5ẁ㝵ホ౯） 

 

学ᰯ⌧ሙ❧⬮しࡓᐇ㊶おࡧࡼ⌮ㄽ研究の業績ࢆ᭷し

᭷すࢆຊ⬟ࡿᢸᙜすࢆ教⛉教育ἲ（ᅜㄒ）ࠊࡇࡿ࠸࡚

 ࠋ⏝᥇ࢀࡉホ౯特ࢆのⅬࡇࡿ

人間－431



（6）ዉⰋ学ᅬ大学おࡿࡅ教育ᐇ績 ᖹᡂ 30

年度 

教育ᐇ⩦๓ࠕ教育ᐇ⩦Ϩࠖࠕᅜㄒ⛉教育ἲϨࠥϫࠖࠕ

ᚋᣦᑟ ⩦教職ᐇ㊶₇ࠕࠖ ࠖ（➼ึ）教育᪉ἲ・ᢏ⾡ㄽࠕࠖ

࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡤࡇࠕࠖ教育᪉ἲ・ᢏ⾡ㄽ（中➼）ࠕ

ᖹᡂࠊࡣ࡚࠸ࡘンࠖのᢸᙜࣙࢩ 31 年 3 ᭶教職ㄢ⛬

ㄆᐃᑂᰝྜ᱁ࠕࠋ子ࡶゝⴥࠖのᢸᙜࠊࡣ࡚࠸ࡘ

ᖹᡂ 31年 3᭶ᣦᐃಖ育ኈ㣴ᡂタ教ဨᑂᰝྜ᱁ࠋ 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

 ᨭ（౯大学）ࢢンテࣛ（1）

 

ᖹᡂ 24

年 4᭶ 

㹼 

ᖹᡂ 25

年 3᭶ 

 学⏕の大༙ᩥࠊࡣ章ࢆ書ࡀࡇࡃⱞᡭ࡛あࡑࠋࡿのࡓ

ࡁの書ࢺ࣮࣏ࣞࠕࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛⩦⿵ⓗ⮬ࡀ⏕学ࠊࡵ

᪉ࠖ㛵すࢆ࣮ࢼ࣑ࢭࡿఇࡳ授業ᚋ㛤講しࡽࡉࠊ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆスࣅ࣮ࢧࡿࢀࡤデ᩿ࠖࢺ࣮࣏ࣞࠕࠊ

 教ဨࡀῧ๐すࡿの࡛ࡣなࠊࡃ学⏕ࠕࡀなࢆࡇࡑࡐಟ正

すࡁかࠖࡿ࠼⪄ࢆᶵࢆᥦ౪しึࠊࡽࡉࠋࡓ年次の

学⏕のࠕ書ࡃຊࠖのᐇែࢆぢᴟࡿࡵテスࢆࢺ㛤Ⓨしࠊ⤖

ᯝศᯒすࠊ࡛ࡇࡿ᪂ࡓなᨭのᡓ␎ࠋࡓࡗ⦏ࢆ 

 

㸳 ࡑの  

 

 

 

（1）教職ㄢ⛬ㄆᐃ大学ᐇᆅㄪᰝ 

 （授業ぢ学ࡿࡼ┬⛉ᩥ） 

 

（2）東ிᅜㄒ教育᥈究の ➨ 6ᅇᅜㄒ教育ᐇ㊶研

究大 ࣮࣡ࣉࢵࣙࢩࢡ（ㄝ明ᩥ）講師 

 

 

（3）ᅜㄒ教育᥈究の・中ᅜᨭ部 ➨ 19ᅇᅜㄒ教育

ᐇ㊶研究大 ࣮࣡ࣉࢵࣙࢩࢡ（ㄝ明ᩥ）講師 

 

 

 

（3）ྡྂᒇᅜㄒ教育᥈究のⓎ㉳人 講師 

 

 

 

 

（4）ᕞᅜㄒ教育᥈究の ➨ 6ᅇᅜㄒ教育ᐇ㊶研

究大 

 

 

 

（5）➨ 1ᅇᩥ学・ㄝ明ᩥのチャࣞン࣮ࢼ࣑ࢭࢪ ࣡

 講師（ㄝ明ᩥ）ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮

 

 

 

（6）➨ 2ᅇᩥ学・ㄝ明ᩥのチャࣞン࣮ࢼ࣑ࢭࢪ ࣡

 講師（ㄝ明ᩥ）ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮

 

 

（7）東ிᅜㄒ教育᥈究の ➨ 9ᅇᅜㄒ教育ᐇ㊶研

究大 ࣮࣡ࣉࢵࣙࢩࢡ（ㄝ明ᩥ）講師 

 

 

（8）➨ 3ᅇᩥ学・ㄝ明ᩥのチャࣞン࣮ࢼ࣑ࢭࢪ 

 

 

 

 

ᖹᡂ 25

年 7᭶ 

 

ᖹᡂ 25

年 8᭶ 1

᪥ 

 

ᖹᡂ 26

年 8᭶ 3

᪥ 

 

 

ᖹᡂ 27

年 6᭶

20᪥ 

 

 

ᖹᡂ 27

年 8᭶

19᪥ 

 

 

ᖹᡂ 27

年 8᭶

23᪥ 

 

 

ᖹᡂ 27

年 12᭶

23᪥ 

 

ᖹᡂ 27

年 12᭶

27᪥ 

 

ᖹᡂ 28

年3᭶16

᪥ 

教職ㄢ⛬ㄆᐃ大学ᐇᆅㄪᰝおࠕࠊ࡚࠸ᅜㄒ⛉教育ἲࠖ

の➨ 15ᅇ目の授業のぢ学ᣦᐃࠋࡓࡅཷࢆ 

 

ㄞࢆ⪅➹学⩦のᐇ㝿̿ࠗࡴㄞពḧⓗࢆㄝ明ᩥ教ᮦࠕ

ㄝ明ⓗᩥ章ࠊし࡚㢟ࢆ㏻し࡚̿ࠖࢆ学⩦のලయ࠘ࡴ

の授業࡙ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࡚࣡࠸ࡘࡾࡃ 

 

ࡿᛮ⪃・⾲⌧す㸟̿యⓗࡿなࡁዲࡀ⩦ㄝ明ᩥ学ࠕ

ࠗ⮬↛のかࡃし⤮࠘（東書 3年）の授業̿ࠖࢆ㢟し

ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࡚࣡࠸ࡘࡾࡃㄝ明ⓗᩥ章の授業࡙ࠊ࡚

 ࠋࡓࡗ⾜

 

ุ᩿ࠕ⪅⩦学ࠊㄝ明ᩥ教ᮦ࡛ࠕ ࠖࡅしかࠕすࡀな࠺ࠖࢆ

のࣜࣂエ࣮ࣙࢩン̿ࠗࡘࡪ࠺ᅬの࠘࠸࠺ࡹࡌ（M♫ 2

年）ࢆ㏻し࡚̿ࠖࢆ㢟し࡚ࠊⓎၥのࣜࣂエ࣮ࣙࢩン

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᥦ࡚࠸ࡘ

 

㸟̿ㄝ明ᩥ教࠘ࡾࡪࡉࡺのࠗࡘ୕࠘ࡿࡪࡉࡺࢆ⪄ᛮࠗࠕ

ᮦࠗ千年の㔥ࢆ࠘ࡴ࠸ࢆࠖ̿㢟ㄝ明ⓗᩥ章

のࡾࡪࡉࡺⓎၥのព⩏ࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࡚࣡࠸ࡘ

 ࠋࡓ

 

ㄝ明ᩥの学⩦ᣦᑟ̿ᑠ学ࡿࡅ࡛࠘ࡾࡪࡉࡺࠗࠕ 3年

ㄝࠊし࡚㢟ࢆ㏻し࡚̿ࠖࢆ㊶のᐇ࠘ࡴᴦしࢆࡲࡇࠗ

明ⓗᩥ章の授業࡙ࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࡚࣡࠸ࡘࡾࡃ

 ࠋࡓ

 

ㄝ明ⓗᩥ章の࠘ࡿࡵ῝ࠗࢆ⪄ᛮࠊ࠸ᢅル࠘ࣉンࢩࠗࠕ

学⩦ࠖࢆ㢟し࡚ࠊㄝ明ⓗᩥ章の授業࡙࡚࠸ࡘࡾࡃ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡

 

ࠊ㢟ࢆࠖࡾࡃⓎၥ࡙ࡿࡵ῝ࡗࡄࢆࡧㄝ明ᩥの学ࠕ

Ⓨၥ࡙࡚࠸ࡘࡾࡃయ㦂ⓗな学ࡊࡵࢆࡧし࣡ࠊ ࣙࢩࢡ࣮

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣉࢵ

 

ㄝ明ᩥ学⩦のලయ̿ࠗᏱᐂࡿព㆑すࢆのࠗຊ࠘ࡘ㸱ࠕ

௦ࢆ࠘ࡿࡁ⏕ࢆ㏻し࡚̿ࠖࢆ㢟ࠊ特ㄝ明ⓗᩥ章の

授業࡛育ᡂし࠸ࡓຊ࡚࠸ࡘのᤊ࠼┤しࢆヨࠊ࣡ࡳ ࢡ࣮

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩ

人間－432



（9）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ研ಟᣦᑟຓゝ（東ி㒔八⋤

子ᕷ❧松ᯞᑠ学ᰯ） 

 

 

 

（10）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（ᇸ⋢

┴㭯ࣨ島ᕷ❧⸨ᑠ学ᰯ） 

 

 

（11）中ᅜ・ᅜㄒ教育᥈究の ➨ 22ᅇᅜㄒ教育ᐇ

㊶研究大 ㄝ明ᩥศ⛉ᣦᑟຓゝ 

 

 

（12）ྡྂᒇ・ᅜㄒ教育᥈究の ➨ 2ᅇᅜㄒ教育ᐇ

㊶研究大 ࣮࣡ࣉࢵࣙࢩࢡ（ㄝ明ᩥ）講師 

 

 

（13）八⋤子ᕷࣉࢵ࣮࣡ࣃ研ಟ講師（東ி㒔八⋤

子ᕷ❧松ᯞᑠ学ᰯ） 

 

 

（14）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ研ಟ講師（⚄ዉᕝ┴ᑠ田

原ᕷ❧ୗ᭮ᡃᑠ学ᰯ） 

 

 

（15）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（東ி

㒔八⋤子ᕷ❧ୖᕝ口ᑠ学ᰯ） 

 

 

（16）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（ᇸ⋢

┴㭯ࣨ島ᕷ❧⸨ᑠ学ᰯ） 

 

 

（17）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（ᇸ⋢

┴㭯ࣨ島ᕷ❧⸨ᑠ学ᰯ） 

 

 

（18）東ி・ᅜㄒ教育᥈究の ➨ 10ᅇᅜㄒ教育ᐇ

㊶研究大 ㄝ明ᩥศ⛉ᣦᑟຓゝ 

 

 

（19）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（東ி

㒔八⋤子ᕷ❧松ᯞᑠ学ᰯ） 

 

 

（20）ᅜㄒ⛉授業ୖ㐩ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ ࣮ࢼ࣑ࢭ（ㄝ

明ᩥ）講師 

 

 

（21）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（東ி

㒔八⋤子ᕷ❧松ᯞᑠ学ᰯ） 

 

 

（22）⏕㥖㒆教育研究 ᅜㄒ部（中学ᰯの部）講

師 

 

 

 

（23）大㜰・ᅜㄒ教育᥈究の ➨ 25ᅇᅜㄒ教育ᐇ

㊶研究大 ㄝ明ᩥศ⛉ᣦᑟຓゝ 

ᖹᡂ 29

年 4᭶

27᪥ 

 

 

ᖹᡂ 29

年 6᭶ 8

᪥ 

 

ᖹᡂ 29

年 7᭶

29᪥ 

 

ᖹᡂ 29

年 8᭶ 9

᪥ 

 

ᖹᡂ 29

年 8᭶

28᪥ 

 

ᖹᡂ 29

年 8᭶

30᪥ 

 

ᖹᡂ 29

年 10᭶

5᪥ 

 

ᖹᡂ 29

年 11᭶

16᪥ 

 

ᖹᡂ 29

年 12᭶

7᪥ 

 

ᖹᡂ 29

年 12᭶

27᪥ 

 

ᖹᡂ 30

年 1᭶

18᪥ 

 

ᖹᡂ 30

年 3᭶ 3

᪥ 

 

ᖹᡂ 30

年 6᭶

27᪥ 

 

ᖹᡂ 30

年 7᭶

30᪥ 

 

 

ᖹᡂ 30

年 8᭶ 8

᪥ 

࣮ࣛࣈテࢡㄝ明ᩥのᣦᑟ࠘ࠗࡿࡅࡘࢆຊࡿྲྀࡳㄞࠕ

㏻ࢆ➼ࠖ㇋大ࡿ࠼かࢆࡓࡀすࠕのᣦᑟ̿3年教ᮦࢢンࢽ

し࡚̿ࠖ㢟しᰯࠊෆ研究ࢆ㐍ࡵࡓࡿࡵの⌮ㄽ࡚࠸ࡘ

 ࠋࡓᙧᘧ࡛ᥦしࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡

 

యⓗ・ᑐヰⓗ࡛῝࠸学ࢆࡧᐇ⌧すࡿ学⩦ᣦᑟのලయ̿

ࠗおᡭ⣬࠘ࢆࠖ̿㢟しᰯࠊෆ研究ࢆ㐍ࡵࡓࡿࡵの

⌮ㄽࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࡚࣡࠸ࡘᙧᘧ࡛ᥦしࠋࡓ 

 

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࢆࡲࡇࠕᴦしࠖࡴのศ⛉ᥦお࡚࠸

ᣦᑟຓゝ⪅ࠋࡓࡵົࢆ 

 

 

ㄝ明ᩥ学⩦̿ᑠࡿᐇ⌧すࢆࡧ学࠸῝యⓗ・ᑐヰⓗ࡛ࠕ

学ᰯప学年教ᮦのሙྜ̿ࠖࢆ㢟し࡚ࠊㄝ明ⓗᩥ章の

授業࡙ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࡚࣡࠸ࡘࡾࡃ 

 

ㄞࡿྲྀࡳຊࠕࡿࡅࡘࢆㄝ明ᩥのᣦᑟࠖࢡテࢽ࣮ࣛࣈ

ンࢢのᣦᑟ̿2年教ᮦ࣮ࣂ࣮ࣅࠕの大ᕤࠖࢆ̿ 

 

 

ᐇ㊶࠸かࡿࡏᣦᑟἲࠥ学ࠊ࠸ྜࡧ高ᩥࠥࡵࡓ࠺ྜࡵ

学教ᮦࠕおᡭ⣬ࠖࢆ 

 

 

ᩥ学ⓗᩥ章教ᮦࠖࡶࡄࡽࡌࡃࠕの授業研究おࠊ࡚࠸ᣦ

ᑟຓゝ⪅ࠋࡓࡵົࢆ 

 

 

ᩥ学ⓗᩥ章教ᮦࠖࡡࡘࡂࢇࡈࠕの授業研究おࠊ࡚࠸ᣦ

ᑟຓゝ⪅ࠋࡓࡵົࢆ 

 

 

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࠕしかࡅカ࣮ࢻのసࡾ᪉ࠖの授業研究

おࠊ࡚࠸ᣦᑟຓゝ⪅ࠋࡓࡵົࢆ 

 

 

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࠕおࠖࡇࡗࡈのศ⛉ᥦお࡚࠸ᣦ

ᑟຓゝ⪅ࠋࡓࡵົࢆ 

 

 

ᩥ学ⓗᩥ章教ᮦࠕᾏのࠖの授業研究おࠊ࡚࠸ᣦᑟຓ

ゝ⪅ࠋࡓࡵົࢆ 

 

 

㢟ࢆࠖࡾࡃㄝ明ⓗᩥ章の授業࡙ࠊࡃ㛤ゝㄒ⏕άࠕ

し࡚ࠊㄝ明ⓗᩥ章の授業࡙ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࡚࣡࠸ࡘࡾࡃ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

 

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࠕィの間ᚰの間ࠖの授業研究

おࠊ࡚࠸ᣦᑟຓゝ⪅ࠋࡓࡵົࢆ 

 

 

࣏のࡾࡃす授業࡙ࡊࡵࢆࡧ学࠸῝యⓗ・ᑐヰⓗ࡛ࠕ

ン̿ࢺ中学ᰯ・ᩥ学教ᮦࠗ㉮࣓ࢀロス࠘ࢆࢆࠖ̿

㢟ࠊ中学ᰯのᩥ学ⓗᩥ章教ᮦの授業࡙࡚࣡࠸ࡘࡾࡃ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮

 

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࠕィの間ᚰの間ࠖのศ⛉ᥦ

 ࠋࡓࡵົࢆ⪅ᣦᑟຓゝ࡚࠸お

 
人間－433



（24）ᕞ・ᅜㄒ教育᥈究の ➨ 9ᅇᅜㄒ教育ᐇ㊶

研究大 ᐇ㊶ᥦᣦᑟຓゝ 

 

 

（25）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ研ಟ講師（⚄ዉᕝ┴ᑠ田

原ᕷ❧ୗ᭮ᡃᑠ学ᰯ） 

 

 

 

（26）八⋤子ᕷࣉࢵ࣮࣡ࣃ研ಟ講師（東ி㒔八⋤

子ᕷ❧松ᯞᑠ学ᰯ） 

 

 

 

（27）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（東ி

㒔八⋤子ᕷ❧松ᯞᑠ学ᰯ） 

 

 

（28）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（東ி

㒔八⋤子ᕷ❧松ᯞᑠ学ᰯ） 

 

 

 

（29）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（ዉⰋ

┴大和㒆山ᕷ❧矢田ᑠ学ᰯ） 

 

 

（30）ᖹᡂ 29・30年度八⋤子ᕷ研究ᣦᐃᰯ研究Ⓨ⾲

 講₇講師 

 

 

 

（31）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（ዉⰋ

┴大和㒆山ᕷ❧矢田ᑠ学ᰯ） 

 

 

（32）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ研ಟ講師（ዉⰋ┴大和㒆

山ᕷ❧矢田ᑠ学ᰯ） 

 

 

 

 

（33）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（東ி

㒔⏫田ᕷ❧㭯間ᑠ学ᰯ） 

 

 

（34）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ研ಟ講師（ዉⰋ┴大和㒆

山ᕷ❧矢田ᑠ学ᰯ） 

 

 

 

 

（35）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ研ಟ講師（ዉⰋ┴大和㒆

山ᕷ❧矢田ᑠ学ᰯ） 

 

 

 

（36）中ᅜ・ᅜㄒ教育᥈究の ➨ 24ᅇᅜㄒ教育ᐇ

㊶研究大 ᐇ㊶ᥦᣦᑟຓゝ 

 

 

（37）ྡྂᒇ・ᅜㄒ教育᥈究の ➨ 4ᅇᅜㄒ教育ᐇ

㊶研究大 ࣮࣡ࣉࢵࣙࢩࢡ（ㄝ明ᩥ）講師 

 

 

 

 

ᖹᡂ 30

年 8᭶

10᪥ 

 

ᖹᡂ 30

年 8᭶

23᪥ 

 

 

ᖹᡂ 30

年 8᭶

24᪥ 

 

 

ᖹᡂ 30

年 9᭶

13᪥ 

 

ᖹᡂ 30

年 10᭶

26᪥ 

 

 

ᖹᡂ 30

年 11᭶

14᪥ 

 

ᖹᡂ 31

年 1᭶

25᪥ 

 

 

ᖹᡂ 31

年 1᭶

30᪥ 

 

ᖹᡂ 31

年 3᭶ 6

᪥ 

 

 

 

令和元

年 5᭶

29᪥ 

 

令和元

年 6᭶

26᪥ 

 

 

 

令和元

年 7᭶

10᪥ 

 

 

令和元

年 7᭶

27᪥ 

 

令和元

年 8᭶ 2

᪥ 

中学ᰯおࡿࡅᐇ㊶ᥦ࠸῝ࠕ学ࡧのᐇ⌧ࡊࡵࢆしࡓᅜ

ㄒ⛉の授業ࠥࠗㄞ࠘ࡇࡴのᐇ㊶ࢆ中ᚰࠖࠥのᣦᑟຓ

ゝ⪅ࠋࡓࡵົࢆ 

 

す授ࡊࡵࢆࡧ学࠸῝࠘ࡿな࡛ࢇࡳ・ࡪな࡛学ࢇࡳࠗࠕ

業࡙̿ࡾࡃᑠ学㸰年࣮ࠗࣂ࣮ࣅの大ᕤ࠘ࢆࢆࠖ̿

㢟し࡚ࠊㄝ明ⓗᩥ章の授業࡙ࢩࢡ࣮࡚࣡࠸ࡘࡾࡃ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙ

 

ࡾࡃす授業࡙ࡊࡵࢆࡧ学࠸῝㸟ࡿ㏕ㄒ࠘の本㉁≀ࠗࠕ

̿ᑠ学 4年ࠗࢆ࠘ࡡࡘࡂࢇࡈࢆࠖ̿㢟し࡚ᩥࠊ

学ⓗᩥ章の授業࡙ࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࡚࣡࠸ࡘࡾࡃ

 ࠋࡓ

 

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࡳ࠺ࠕのかࠖࡰࢇࢀࡃの授業研究お࠸

 ࠋࡓࡵົࢆ⪅ᣦᑟຓゝࠊ࡚

 

 

ᩥ学ⓗᩥ章教ᮦࠖࡡࡘࡂࢇࡈࠕの授業研究おࠊ࡚࠸ᣦ

ᑟຓゝ⪅ࠋࡓࡵົࢆ 

 

 

 

ࠊ࡚࠸おの授業研究ࠖ࠺ࡇᘬ⏝し࡚書ࢆ⾲ࡸࣇࣛࢢࠕ

ᣦᑟຓゝ⪅ࠋࡓࡵົࢆ 

 

 

ࠊし࡚₇㢟ࢆⓎၥのᕤ夫ࠖࡾࡪࡉࡺすಁࢆࡧ学࠸῝ࠕ

ࡪࡉࡺࠊࡵࡓすಁࢆࠖࡧ学࠸῝ࠕࡁすࡊࡵࡽかࢀࡇ

ࠊ࣡ࢆࡇࡿ㔜せ࡛あࡀⓎၥの㛤Ⓨࡾ ᙧᘧࣉࢵࣙࢩࢡ࣮

࡛ᥦしࠋࡓ 

 

࠺ࢁసࢆࢺࢵࣞࣇάື࣮ࣜࣈࣛࢡࠕ のࠖ授業研究お࠸

 ࠋࡓࡵົࢆ⪅ᣦᑟຓゝࠊ࡚

 

 

 の育ᡂࡶ子ࡪ学యⓗࠊࡅ㌟ࢆかな学ຊ☜ࠕ

ࠥゝㄒຊのྥୖࢆᅗࠊࡾ⾲⌧すࡿᴦしࢆࡉࡿ࠼ࢃᣦᑟ

のᅾࡾ᪉ࠥࠖ࠺࠸研究㢟ᇶ࡙ࠊࡁㄝ明ⓗᩥ章お

ࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊ࡚࠸ࡘ⥆の᥋ࠖࡁ書ࠕࠖࡳㄞࠕࡿࡅ

 ࠋࡓᙧᘧ࡛ᥦしࣉ

 

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦ࠺➗ࠕかࡽᴦし࠸ のࠖ授業研究おࠊ࡚࠸

ᣦᑟຓゝ⪅ࠊࡵົࢆㄝ明ⓗᩥ章教ᮦのㄞࡇࡴの授業࡙

 ࠋࡓᥦし࡚࠸ࡘࡇࡿࢀࡽࡵồ࡚࠸おࡾࡃ

 

 の育ᡂࡶ子ࡪ学యⓗࠊࡅ㌟ࢆかな学ຊ☜ࠕ

ࠥゝㄒຊのྥୖࢆᅗࠊࡾ⾲⌧すࡿᴦしࢆࡉࡿ࠼ࢃᣦᑟ

のᅾࡾ᪉ࠥࠖ࠺࠸研究㢟ᇶ࡙ᩥࠊࡁ学ⓗᩥ章教ᮦ

࡚࠸ࡘ⥆の᥋ࠖࡁ書ࠕࠖࡳㄞࠕࡿࡅおおᡭ⣬ࠖࠕ

ᥦしࠋࡓ 

 

 の育ᡂࡶ子ࡪ学యⓗࠊࡅ㌟ࢆかな学ຊ☜ࠕ

ࠥゝㄒຊのྥୖࢆᅗࠊࡾ⾲⌧すࡿᴦしࢆࡉࡿ࠼ࢃᣦᑟ

のᅾࡾ᪉ࠥࠖ࠺࠸研究㢟ᇶ࡙ᩥࠊࡁ学ⓗᩥ章教ᮦ

ࡘ⥆の᥋ࠖࡁ書ࠕࠖࡳㄞࠕࡿࡅおࠖࡡࡘࡂࢇࡈࠕ

 ࠋࡓᥦし࡚࠸

 

ᑠ学ᰯおࡿࡅᐇ㊶ᥦࠕ子ࡶのయࡳ⏕ࢆฟすࠊᚲ

せឤᛮ⪃࣮ࢶルのά⏝ࠖのᣦᑟຓゝ⪅ࠋࡓࡵົࢆ 

 

 

Ⓨၥࡾࡪࡉࡺのᛂࡳㄞ̿ࡳㄝ明ᩥの᥈究ⓗㄞࠕ

࣮࡚࣡࠸ࡘࡾࡃㄝ明ⓗᩥ章の授業࡙ࠊし࡚㢟ࢆࠖ̿

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ

 
人間－434



（38）大㜰・ᅜㄒ教育᥈究の ➨ 26ᅇᅜㄒ教育ᐇ

㊶研究大 ㄝ明ᩥศ⛉ᣦᑟຓゝおࢩࢡ࣮࣡ࡧࡼ

 講師（学ᩥ）ࣉࢵࣙ

 

 

（39）ᕞ・ᅜㄒ教育᥈究の ➨ 10ᅇᅜㄒ教育ᐇ

㊶研究大 ศ⛉ᣦᑟຓゝ 

 

 

（40）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ研ಟ講師（⚄ዉᕝ┴ᑠ田

原ᕷ❧ୗᗓ中ᑠ学ᰯ） 

 

 

（41）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（東ி

㒔⏫田ᕷ❧㭯間ᑠ学ᰯ） 

 

 

（42）ᅜㄒ教育᥈究の ྜྠ研究ྜᐟ 講₇（広島

┴広島ᕷ ⚄田山Ⲯ） 

 

 

（43）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（東ி

㒔⏫田ᕷ❧㭯間ᑠ学ᰯ） 

 

 

（44）大和㒆山ᕷᣦᐃ研究Ⓨ⾲記ᛕ講₇ 

 

 

 

 

（45）ᑠ学ᰯおᰯࡿࡅෆ授業研究ᣦᑟຓゝ（東ி

㒔⏫田ᕷ❧㭯間ᑠ学ᰯ） 

 

 

（46）東ி・ᅜㄒ教育᥈究の ➨ 12ᅇᅜㄒ教育ᐇ

㊶研究大 ㄝ明ᩥศ⛉ ᣦᑟຓゝ 

令和元

年 8᭶ 5

᪥ 

 

 

令和元

年 8᭶ 9

᪥ 

 

令和元

年 8᭶

28᪥ 

 

令和元

年 9᭶

27᪥ 

 

令和元

年 10᭶

6᪥ 

 

令和元

年 10᭶

24᪥ 

 

令和元

年 11᭶

8᪥ 

 

 

令和元

年 11᭶

15᪥ 

 

令和元

年 12᭶

27᪥ 

 

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࠕあなのࠖࡾࢃࡃࡸのศ⛉ᥦ࠸ࡘ

࡚のᣦᑟຓゝࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆㄞゎかࡽ᥈究ⓗな学ࡧ

学ⓗᩥ章のᩥࠊし࡚㢟ࢆし࡚̿ࠖ᰾ࢆࡾࡪࡉࡺ̿

授業࡙ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࡚࣡࠸ࡘࡾࡃ 

 

中学ᰯおࡿࡅᐇ㊶ᥦࠕ⏕ᚐࠊࡁືࡀ⏕ᚐྠኈ࡛ᛮ⪃

すࡿ授業࡙ࠖࡾࡃのᣦᑟຓゝ⪅ࠋࡓࡵົࢆ 

 

 

ᅜㄒ⛉の授࠺ྜࡧ学ࡶ子の育ᡂࠥࡪ学యⓗࠕ

業ࢆ㏻し࡚ࠥࠖࢆ㢟し࡚ࠊㄝ明ⓗᩥ章の授業࡙ࡾࡃ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࡚࣡࠸ࡘ

 

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࡘࡪ࠺ࠕᅬのࠖ࠸࠺ࡹࡌの授業研究

おࠊ࡚࠸ᣦᑟຓゝ⪅ࠊࡵົࢆㄝ明ⓗᩥ章教ᮦのㄞࡇࡴ

の授業ຊᙧᡂのࡵࡓの研ಟࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

博ኈㄽᩥのᴫせࡑࠊの知ぢかࡽᑟかࠕࡓࢀ᥈究ⓗな学

の㐃ࠖࡧ学ࠕࠖࡧ㐟ࠕࡿなࡾかࡀのᒎ㛤のᡭࠖࡧ

ᦠ࡚࠸ࡘの⌮ㄽⓗな᳨ウࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࢠࢼ࢘ࠕのなࢆࡒ㏣࡚ࠖࡗの授業研究

おࠊ࡚࠸ᣦᑟຓゝ⪅ࠊࡵົࢆㄝ明ⓗᩥ章教ᮦのㄞࡇࡴ

の授業ຊᙧᡂのࡵࡓの研ಟࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

᥈究Ⓨၥࡾࡪࡉࡺのࡵࡓࡿࡵ῝ࢆࡧ学ࠕ し₇㢟ࠖࢆ

᥈究ⓗࠕࡕࢃすなࠖࡧ学࠸῝ࠕࡁすࡊࡵࡽかࢀࡇࠊ࡚

な学ಁࢆࠖࡧすࡾࡪࡉࡺࠊࡵࡓⓎၥの㛤Ⓨࡀ㔜せ࡛あ

 ࠋࡓ講₇し中ᚰࢆࡇࡿ

 

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࠕኳẼࢆணすࡿ のࠖ授業研究おࠊ࡚࠸

ᣦᑟຓゝ⪅ࠊࡵົࢆㄝ明ⓗᩥ章教ᮦのㄞࡇࡴの授業ຊ

ᙧᡂのࡵࡓの研ಟࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦ࠺ࡌࡃࡽࡓࡣࠕ㌴ࠖのศ⛉ᥦࡘ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆのᣦᑟຓゝ࡚࠸

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

（1）ᑠ学ᰯ教ㅍ一✀චチ≧ 

 

 

（2）ಟኈ（教育学） 

 

 

（3）博ኈ（教育学） 

ᖹᡂ 22

年 3᭶ 

 

ᖹᡂ 24

年 3᭶ 

 

ᖹᡂ 31

年 3᭶ 

東ி㒔教育ጤဨᖹ一ᑠ一➨一ྕࠐࠐ 

 

 

➹ウ᳨̿⌮ᴫᛕのᩚ⪅➹ࡿࡅおㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ

⪅ᴫᛕのⴌⱆᮇࢆ中ᚰ̿ （ࠖ౯大学 ಟ➨ࠐྕ） 

 

㛵すㄝ明ⓗᩥ章の学⩦ᣦᑟࡓ目し╔ᴫᛕ࠘⪅➹ࠗࠕ

➨ 研究ࠖ（広島大学ࡿ 7816ྕ） 

㸰 特チ➼   

なし   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

（1）教職ࢭン࣮ࢱの㐠Ⴀ業ົ 

（ᖇிᖹᡂ大学） 
ᖹᡂ 28

年 4᭶ 

ࠥ 

ᖹᡂ 30

年 3᭶ 

の౫㢗・ᐇ⩦中ᐇ⩦ඛࠊ࡚࠸お࣮ࠖࢱンࢭ教職ࠕ 

࡛のᕠᅇᣦᑟ・ᐇ⩦ᚋのㅰ♩ᡭ⥆ࡓࡗ࠸ࡁᐇ⩦ົ

のබົဨヨ㦂ᑐ⟇講ᗙ⪅ಖ育ኈ・ᗂ⛶ᅬ教ㅍᚿᮃࠊࡸ

（ᑠㄽᩥ）ࠊ大学ෆእ࡚ࡅྥⓎಙすࠕࡿ教職ࢭン࣮ࢱ

スࠖ（年࣮ࣗࢽ 2ᅇⓎห）の⦅㞟㈐任⪅し࡚のྲྀᮦ・

⦅㞟άືࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

ࠊࡓࡲࠊ教職ㄢ⛬ጤဨのጤဨࡿࡅお大学ෆࠊࡓࡲ 

ᩥ部⛉学┬かࡽタ⨨せㄳのあࠕࡿ教職ࢭン࣮ࠖࢱのあࡾ

᪉࣮࣡࢟ンࢢ・ࢢル࣮ࣉጤဨࠋࡓࡵົࢆ 

 

人間－435



（2）教ဨ᥇⏝ヨ㦂ᑐ⟇講ᗙの㐠Ⴀ 

 （⎔太ᖹὒ大学） 

ᖹᡂ 25

年 4᭶ 

㹼 

ᖹᡂ 27

年 3᭶ 

 2年⏕௨ୖ࡛㑅ᢤヨ㦂ࢆ㏻㐣しࡓ学⏕ࠊࡣ教ဨ᥇⏝ヨ

㦂✺◚ࢆ目ⓗしࠕࡓ大ᚿࠖࠊ࡛⧊⤌ࡿࢀࡤ特

一⯡・教職教㣴ࢆ中ᚰしࡓ学⩦ࡑࠋࡴ⤌ࡾྲྀの学⩦

ᨭࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ東ி㒔教育ጤဨദのㄝ明

ཧ加すࠕࡿ東ி㒔ࣂス࣮ࠖࢶの⏬・㐠Ⴀࠋࡓࡗ⾜ࡶ 

青ࠕࡓ࠼ぢᤣࢆ⟇教ဨ᥇⏝ヨ㦂のᶍᨃ授業ᑐࠊࡽࡉ 

年教師ሿࠖࡿࢀࡤ 2年⏕௨ୖの㑅ᢤ⤌⧊࡛ࠊᅜㄒ⛉

の教ᮦ研究・授業ᵓ・ᣦᑟᢏ⾡ຊの育ᡂのࠊࡵࡓ⏬・

㐠Ⴀᦠࠋࡓࡗࢃ 

 
（3）ึ年次教育部の㐠Ⴀ 

（⎔太ᖹὒ大学） 

ᖹᡂ 26

年 4᭶ 

ࠥ 

ᖹᡂ 27

年 3᭶ 

 ึ年次学⏕ࡀᢪࡿ࠼ᇶ♏学ຊのၥ㢟ࢆゎỴすึࡿ年

次教育部⧊⤌࠺࠸おࡵࡁࠊ࡚࠸⣽ࡸかな学⩦ᨭࢆ

ࠊၥ㢟㞟のసᡂࠊ学ຊのᢕᥱࠊし࡚ᅜㄒᢸᙜࠋࡓࡗ⾜

ẖ㐌  ࠋࡓࡗࢃᦠ学⩦の㐠Ⴀࡿࢀマ㛤かࢥ2

ࡸ⸀᥎ࢶ࣮࣏スࠊࡓࡲ  AOධヨ࡛ྜ᱁しཷࡓ㦂⏕ᑐ

しࠊධ学๓学⏕ྠኈのぶ╬ࠊࡇࡿࡵ῝ࢆ大学の教育

ᣦ㔪ࢆ⌮ゎすࠊࡇࡿ⌧ᅾの⮬ศの学ຊ≧ἣࢆ⌮ゎすࡿ

ධ学๓研ಟࠕࡓし目ⓗࢆࡇ （ࠖ1Ἡ 2᪥）の⏬・

‽ഛ・㐠Ⴀࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

 
㸲 ࡑの   

なし   

研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書）     

ࡿなࡃࡁ大ࡀࡅࡉࠕ（1）

教育ฟ∧・ᑠ学）࡛ࠖࡲ 2

年・ㄝ明ᩥ教ᮦ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 4

᭶ 

㛗ᓮఙோ・▼憲一・

大▼正ᘅ⦅ⴭࠗᛮ⪃

ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ

育࡚ᩥࡿ学・ㄝ明ᩥの

授業ᒎ㛤 ప学年⦅࠘

学ฟ∧ pp.126-127 

ࡿ育࡚ࢆᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࠖࠕ 

ࡿなࡃࡁ大ࡀࡅࡉࠕㄝ明ᩥ教ᮦࠊのࡵࡓ

ᑠ学）࡛ࠖࡲ 2年）の授業ᒎ㛤のᥦ

࡛あࠋࡿ 

 授業のせⅬࠗࡀࡅࡉࠕࠊࡣ大ኚࡔな࠘

ࠗす࠸ࡈな࠘ᛮࡣࢁࡇ࠺の࠺ࡼな

ࡀ⪅⩦学ࠊ㍈ࢆ࠸ၥ࠺࠸かࠖࢁࡇ

の一⏕（⏘༸Ѝࡅࡉࠊしྠࠖࡅࡉࠕ

ㄌ⏕Ѝᡂ㛗Ѝ⏘༸…）ࢪ࣮࣓ࢆ㇏か

ᤊࠊࡵࡓࡿ࠼学⩦⪅ࠕࠖࡅࡉࠕࡀン

ᵓࢆのᑐヰάື࡚ࢀศか࣮ࠖࣗࣅࢱ

しࠋࡓ㇏かな⾲⌧άືࡀᮇᚅࠋࡿࢀࡉ

松本ె子・正木友則（p.126の༢元ᵓ

 （ᢸᙜࢆ

 
ࢶࢣࣂ࠸㯤Ⰽࠕ（2） （ࠖ光

村ᅗ書・ᑠ学 2年・ᩥ学教

ᮦ） 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 4

᭶ 

 

㛗ᓮఙோ・▼憲一・

大▼正ᘅ⦅ⴭࠗᛮ⪃

ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ

育࡚ᩥࡿ学・ㄝ明ᩥの

授業ᒎ㛤 ప学年∧࠘

学ฟ∧ pp.80-81 

 

 ᑠ学 2年ᩥ学教ᮦࠕ㯤Ⰽࠖࢶࢣࣂ࠸の

授業ᒎ㛤࡛あࢿࢶ࢟ࠋࡿのᮇᚅឤ安

ឤࠊࡣ学⩦⪅ྠࡀし࡚ㄞࡇࡴ㐺し

の（ࢿࢶ࢟）≀Ⓩሙ人ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚

ᚰࢆ┤᥋ၥࠊࡎࢃ⮬ศのゝⴥ ࠖ࠸ᛮࠕ࡛

学⩦άື࡛̿ࡇࡿす⌧⾲ࢆࠖ࠼⪄ࠕࡸ

⪅の㡢ㄞࡓ࠸⫈࠺ࢆかࢆὶすࡿ

ࢆ᪥記ࠖ⤮ࠕのࢿࢶ࢟ኌὶࠖࡳㄞࠕ

書ࢆ̿ࡃタᐃしࢿࢶ࢟ࠋࡓの⾜ືࢀ⾲

ุ᩿・ᛮ⪃ຊࠕしಁࢆのྠᚰࡿ

ຊ・⾲⌧ຊࠖࢆᴦしࡃ育ࢆࡇࡴ目ᣦし

吉岡ዉ⥴・正木友則（p.80の༢ࠋࡿ࠸࡚

元ᵓࢆᢸᙜ） 

人間－436



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㉥おࡓ࠸なࠕ（3） （ࠖ教

育ฟ∧・ᑠ学 2年・ᩥ学教

ᮦ） 

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 4

᭶ 

 

㛗ᓮఙோ・▼憲一・

大▼正ᘅ⦅ⴭࠗᛮ⪃

ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ

育࡚ᩥࡿ学・ㄝ明ᩥの

授業ᒎ㛤 ప学年∧࠘

学ฟ∧ pp.104-105 

 

 ᑠ学 2年ᩥ学教ᮦࠕなࡓ࠸㉥おࠖの

授業ᒎ㛤࡛あࠋࡿ教ᮦࢆᶓ᩿ⓗᤊࡿ࠼

ᕤ夫し࡚ࠕࠊ㢪ࡀ࠸かなࡓࡗの㉥㨣

 ࠋ࠺ၥのかࠖࡓ࠸し࡚Ἵ࠺ࡣ

ࠖのࡓࡗかなࡀ࠸㢪ࠕのࡑࠊし࡚ࡑ 

ࡵࡓࡿࡏࡉࣉࢵࢬロ࣮ࢡࢆⅬ࠺࠸

࠸㢪ࠕ㉥㨣のࠊ ࡇࠕࠊᙧ࡛࠺ῧࡾᐤࠖ

のඛࠊ≀ㄒ࠺ࡀな࡚ࡗし࠸かࠖ࠸

࠸㢪ࠕ学⩦⪅⮬㌟の࠺ ࠖ࠼⪄ࠕࡓఝࡶࠖ

ࠊ࡛ࡇࡴㄞࡽࡀணしなࢆඛࠊࡕᣢࢆ

ពࢆᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࠖの育ᡂࠕ

ᅗし࡚ࠋࡿ࠸吉岡ዉ⥴・正木友則（p.104

の༢元ᵓࢆᢸᙜ） 

 
千のᴦჾࠖࡓࢀࢃࡇࠕ（4）

（東ி書⡠・ᑠ学 4年・ᩥ

学教ᮦ） 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 4

᭶ 

 

㛗ᓮఙோ・▼憲一・

大▼正ᘅ⦅ⴭࠗᛮ⪃

ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ

育࡚ᩥࡿ学・ㄝ明ᩥの

授業ᒎ㛤 中学年∧࠘

学ฟ∧ pp.78-79 

 

 ᑠ学 4年ᩥ学教ᮦࡓࢀࢃࡇࠕ千のᴦჾࠖ

の授業ᒎ㛤࡛あࠋࡿⓏሙ人≀ࡸヰᩥࡀ

ከ࠸特ᛶかࠕࡽ⪅の㡢ㄞࢆ⮬ศࡣの

ࢆኌὶࠖࡳㄞࠕ࠺࠸かࠖࡃ⫈࠺ࡼ

のࡵࡓ࠺⿵ࢆⓑ✵ࡸㄒの⾜間≀ࠋ࠺⾜

ࡲጞࡀ学⩦άື̿ձ≀ㄒࡿసࢆᤄヰࠖࠕ

ղᴦࠊࡇࡃ書࡚࠼⪄ࢆ๓の✵ⓑ部ศࡿ

ჾࡀࡕࡓ⦎⩦しࠊ㡢ᴦࢆዌ࡛࡛ࡲࡿの✵

ⓑ࡚࠼⪄ࢆ書࡛ࡇࡃあࠋࡿ⪅の

ὶࡸ≀ㄒࢆࡇࠖࡿࡓࡦࠕ㏻し࡚ࠕᛮ

⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࠖの育ᡂࡀᮇᚅࡉ

㪒井ᩥ௦・正木友則（p.78の༢元ࠋࡿࢀ

ᵓࢆᢸᙜ） 

 
ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟ࡛ࠕ（5）

ࠗㄞゎ࠘ࡘࢆ࠘⌧⾲ࠗな

࠘ࡴㄞࢆ⪅➹࡚ࠗ̿❧ᡭࡄ

学⩦ࢆ中ᚰࠖ̿ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 3

᭶ 

㛗ᓮఙோ・吉ᕝⰾ則・

▼憲一⦅ⴭࠗㄞゎ

学・ㄝᩥࡄなࡘࢆ⌧⾲

明ᩥの授業࠘学ฟ∧

pp.98-101 

 ᑠ・中学ᰯ・高ᰯẁ㝵࡛ࡲのㄝ明ⓗᩥ

章ᣦᑟࢆど野ධࠕࠊࢀㄞゎ ࠖ⌧⾲ࠕࠖ

ࠖࡴㄞࢆ⪅➹ࠕࠊし࡚࡚❧ᡭࡄなࡘࢆ

学⩦άື╔目しࠊṔ史ⓗ⪃ᐹࢆ加ࡓ࠼

ࡘ୕ࢆ学⩦ᣦᑟࠖࡴㄞࢆ⪅➹ࠕࠊ࡛ୖ

㢮ᆺしࠕࠊㄞゎࠖࡃࡲ࠺ࡀࠖ⌧⾲ࠕ

㐃ືすࡵࡓࡿのㅖせ⣲୕ࢆⅬ（㸸ࠗࠕ ⾲

⌧ຊ࠘の育ᡂࢆ࡛ࡲぢᤣࠖࡿ࠼㸸ࠕ➹

ࢆ⛬㐣ࡘᣢࢆࠖ࠼⪄ศの⮬ࠕࡿᑐす⪅

タᐃす࢘ࠊࠖࡿ㸸ࠗࠕㄞゎ࠘㐣⛬の中࡛

ࠗ⾲⌧ す࠘ࡿሙࢆタᐃすࡿ ）ࠖᥦ㉳しࠋࡓ 

 
ࢆ࠘ࡧな学ࡓ᪂ࠗࠕ（6）

ᨭࠗࡿ࠼授業研究࠘のあࡾ

᪉ࠖࡿ࠼⪄ࢆ 

ඹⴭ ᖹᡂ 25年 

5᭶ 

中ὓ正ሕ┘ಟࠊ吉ᕝⰾ

則・㛗ᓮఙோ・尾ᕝె

ᕫ⦅ⴭࠗ᪂ࡓな学ࢆࡧ

ᨭࡿ࠼ᅜㄒの授業 ୗ

ᕳ̿ᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・

⾲⌧ຊの育ᡂࢆ目ࡊ

し࡚̿࠘୕┬ᇽ 

pp.122-127 

 

 授業研究おࠗࠕ࡚࠸ఱࠗ࠘ࢆ ࠘か࠸

教ࡿ࠼かࠖ࠺ࠕ学ࡔࢇかࠖの୕⪅ࡀᶵ

⬟すࠕࠊࡵࡓࡿ教育᪉ἲ・ᢏ⾡ㄽࠖ࠸

授業ຊ（教ࠕ学⩦ᣦᑟㄽࠖࠕࡽどⅬか࠺

ᮦ研究ຊ・ᣦᑟᢏ⾡・ᯈ書・ࢺ࣮ࣀᣦᑟ・

人間ᛶ➼）ࠖࠕ学⩦᪉ἲㄽ（学⩦ෆᐜ・

学⩦᪉ἲ）ࠖࠕ༢元の目ᶆ・本の目ᶆ

（学⩦ᣦᑟసᡂ） ࠊ学⩦⪅研究ࠖࠕࠖ

授業研究のせ⣲ࢆᵓ㐀しࠊ教ဨ㣴ᡂ࡛

ࠗࢆ授業ࠕ ࡿࡃࡘ ࡇ࠘ ࠗࢆ授業ࠕࠖ ࡩ

 ࠋࡓし♧ࢆの㔜せᛶࠖࡇ࠘ࡿ࠼かࡾ

㛗ᓮఙோ・正木友則（pp.123-125の➨ 2

⠇ࢆᢸᙜ） 

 

人間－437



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

ㄞࢆ࠘⏬㫽⋇ᡙࠗࠕ（7）

光村ᅗ書）ࠖࡴ 6年） 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 

6᭶ 

㛗ᓮఙோ┘ಟࠊ▼憲

一・⚄部⚽一・㪒井ᩥ

௦⦅ⴭࠗࢡテࣈ・

ධࡾྲྀࢆࢢンࢽ࣮ࣛ

ᅜㄒ授業࠘東ὒ㤋ࡓࢀ

ฟ∧♫ pp.114-121 

 

ㄝ明ⓗࢆࠖࢢンࢽ࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ 

ᩥ章教ᮦ࡛ᐇ㊶しࡓ記㘓࡛あࠋࡿ教ᮦ

⪅➹ࠊࢆの特ᛶࠖࡴㄞࢆ࠘⏬㫽⋇ᡙࠗࠕ

࡛あࡿ高⏿の㏙᪉ࡸᙇぢฟしࠊ

・ពḧⓗࠊᑐし࡚⪅➹ࡀ⪅⩦学か࠸

యⓗ⮬ศの⪃ࡇࡿࡁ࡛⌧⾲ࢆ࠼

ࢆ学⩦⪅のゎ㔘ࡿᑐす⤮ࠋࡓ㔜どしࢆ

సࠊ࡛ୖࡓࡗ➹⪅のゎ㔘ࢆ学⩦⪅ฟྜ

ẚࢆのゎ㔘⪅➹学⩦⪅のゎ㔘ࠊࡏࢃ

㍑࠺࠸ࡿࡏࡉ学⩦άືࢆタᐃすࡇࡿ

ࡇࡿࡵ㐍ࢆ⩦学ពḧⓗ・యⓗ࡛

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ

高橋㐩哉・正木友則（pp.114-115の教ᮦ

ゎ㔘ࢡテࢽ࣮ࣛ・ࣈンࢢの࣏

ンࢆࢺᢸᙜ） 

 
 ࠖࡪなかࡁおおࠕ（8）

 

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 

8᭶ 

㛗ᓮఙோ⦅ⴭࠊ㛗ᓮࢮ

ルⴭࠗ≀ㄒの࣮ࢼ࣑

ဨࡿ㏕ࡽᙺࠖか⬥ࠕ

しかࡿなࡃࡓ࠼⪄ࡀ

Ⓨၥ㸱㸴࠘東ὒ㤋ࡿࡅ

ฟ∧♫ pp.42-49 

 

ࠊࡣࡈࡲࡐなࠕࠊࡣ࡛ࠖࡪなかࡁおおࠕ 

┤か㸽ࠖ࠺ࡻの࡛しࡓࡗ⾜ࡧࢆ≟

᥋ၥ࠺の࡛ࡣな࠘ࡳࡎࡡࡇࡡࠗࠕࠊࡃ

の࡛ࡓしࡃࢁしࡶお࠺ࢆのおヰࡇࡣ

し࠺ࡻ㸽 ࠊࡣ人ࡿᙇࡗᘬࠕࡓࡲࠊ࠺ၥࠖ

の࡛しࡓࡗ࠸࡚ࡗࢃ㡰␒࡛ኚ࠺࠸࠺

ࡶࠕࠊࡃなࡣの࡛࠺᥋ၥ┤か㸽ࠖ࠺ࡻ

しࡳࡎࡡの࡛ࡶかࡀࡪᢤࡅなかࡓࡗ

すࡲ࠸ᛮࡓࡁ࡛ࢇࢆㄡࡣࡳࡎࡡࠊࡽ

か㸽ࠖࠊ࠺࠸⤮本のㄞࡳ⪺かࡸࡏ学⩦

ᣦᑟおࡿࡅၥ࠸かࡅおࡧࡼⓎၥの㛤

Ⓨࢆヨࠋࡓࡳ 

ୗ村ᰆ・ᐑ西紀子・正木友則（pp.43-44

の教ᮦゎ㔘部ศࢆᢸᙜ） 

 
ࠖࡅのしかุ᩿ࠕࠗ（9）

ᑠ学ᰯᅜㄒࡓࢀධࡾྲྀࢆ

⛉の学⩦ㄢ㢟㸲㸶࠘ 

 

 

ඹ⦅ⴭ ᖹᡂ 28年 12

᭶ 

明治ᅗ書  次ᮇࠊ学⩦ᣦᑟせ㡿のᰕなࢡࠕࡿ

テࢽ࣮ࣛࣈンࢆࠖࢢᶵ⬟࠸῝ࠊࡏࡉ学

ᑐし࠸ၥ࠺࠸ࠊのかࡿᐇ⌧すࢆࡧ

ࡼ࠼⟆࡚ࡗࡶࢆⰋ㉁な学⩦ㄢ㢟ࠖࠕࠊ࡚

ᑠ学ᰯࠋࡿ本書の║࡛あࡀのࡿす࠺

1年⏕かࡽ 6年⏕ᩥࠊ࡛ࡲ学・ㄝ明ᩥ教

ᮦࢆ⥙⨶しุ᩿ࠖࠕࠊのࡾྲྀࢆࡅධ

授業ෆࡧࡼ༢元ィ⏬おࠊ学⩦ㄢ㢟ࡓࢀ

の教師学⩦⪅のࢆࡾࡾࡸ♧しなࡀ

ᡂຌࢆᆺ授業ࢢンࢽ࣮ࣛࣈテࢡࠊࡽ

ࡶㄽ⌮ࢆのලయⓗ᪉ἲࡵࡓࡿࡏࡉ

 ࠋࡓᥦし

 
⩦ㄝ明ᩥ教ᮦの学ࠕ（10）

ㄢ㢟ࢡテࢽ࣮ࣛ・ࣈ

ンࠖࢢ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 

12᭶ 

中ὓ正ሕ┘ಟࠊ㛗ᓮఙ

ோ・୕ὠ村正和・正木

友則⦅ⴭุ᩿ࠗࠕのし

かࡾྲྀࢆࠖࡅධࡓࢀᑠ

学ᰯᅜㄒ⛉の学⩦ㄢ

㢟㸲㸶࠘明治ᅗ書

pp.72-77 

 松ୗె௦（2015）ࠗࠕࡀእのな࠸ෆ

࠘ࡃࡲ࠺ࡀᶵ⬟しな࠸の࠺ࡼࡌྠ

ᶵ⬟しࡃࡲ࠺ࡶእ࠘࠸ෆのなࠗࠊ

なࠖ࠸（p.9）ᣦすࡇࡿかࠊࡽ教

⛉の㡿ᇦ（ࡅࢃࡾㄝ明ᩥの学⩦ᣦᑟ）

ᅛ᭷のࠕෆࠖࠕࡸእࠖのあࡾ᪉᳨ࡀ

ウࡿࢀࡉᚲせࡀあࠋࡿ 

ࡿࡅおㄝ明ᩥの学⩦ᣦᑟࠊ࡛ࡇࡑ 

どᗙࢆࠖࡅのุ᩿ࠕᴫᛕࠖ⪅➹ࠕ

ࢆࠖࡧ学࠸῝యⓗ・ᑐヰⓗ࡛ࠕし࡚

ᐇ⌧すࡵࡓࡿの学⩦ㄢ㢟のせ௳㢮ᆺ

 ࠋࡓウし᳨࡚࠸ࡘᐇ㊶ࠊし♧ࢆ

 

人間－438



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

の授業㐣ࡇࡴㄞࠕ（11）

ࡪࡉࡺのࠗࡘࡿࡅお⛬

ࡉࡺ࠘ࡿࡆⓎၥ࠘̿ࠗ広ࡾ

ࡉࡺ࠘ࡿࡵ῝ࠗⓎၥࡾࡪ

 Ⓨၥ̿ࠖࡾࡪ

ඹⴭ ᖹᡂ 30 年 10

᭶ 

᱇⪷⦅ⴭ・N5 ᅜㄒ授

業ຊ研究ⴭ あࡵࠕࠗ

の授ࠖࡵࡲࠕ࡚ࠖ

業ࡀኚࠕ ࡿࢃWhich
ᆺㄢ㢟ࠖのᅜㄒ授業࠘

東ὒ㤋ฟ∧♫

pp.112-120 

 ㏆年࡛ࡾࡪࡉࡺࠕࠊࡣⓎၥࠖのࡉࡺࠕ

ࡘࡘ࠼ࡲ㋃ࢆᐃᛶࠖྰࠕし࠸ᛶࠖなࡾࡪ

ㄆࡸゎ㔘・ࡳ学⩦⪅のㄞࡀ⪅授業ࠊࡶ

㆑・ᛮ⪃ྰࠕࢆᐃࠖすࡾࡪࡉࡺࠕࡿⓎၥࠖ

のࡣ࡛ࣉࢱなࠊࡃ᪂ࡓなࣉࢱのࡺࠕ

ࡗな࠺ࡼࡿࢀࡉ㛤ⓎࡀⓎၥࠖࡾࡪࡉ

Ⓨၥࠖࡾࡪࡉࡺࠕなࡓ᪂ࠊࡣ࡛✏本ࠋࡓ

のࣉࢱ╔目しࠊලయⓗなㄞࡇࡴの

授業㐣⛬おࠊ࡚࠸学⩦⪅のㄞࡸࡳᛮ⪃

ࡪࡉࡺࠕのࡘのࡵࡓࡿࡵ῝ࠊ࡚ࡆ広ࢆ

 ࠋࡓし♧ࢆ᪉࠼⪄の࡚࠸ࡘⓎၥࠖࡾ
（学⾡ㄽᩥ）     

・సရの教ᮦࢇࡲあࠕ（1）

学⩦ᮦし࡚の౯್㏕

 ࠖࡿ

 

༢ⴭ ᖹᡂ 22年 8

᭶ 

 

ᅜㄒ教育᥈究のࠗᅜ

ㄒ教育᥈究࠘➨ 23ྕ

pp.80-83 

 あࡇࡳࡁࢇࡲẶのసရ（ࢇࡷࡕ࠸ࡕࠕ

のかࡆおࠕࠖࡾࡃおࡓの࠺ࡰしࠖࠕⓑ

し࡚の౯しࠖ）の教ᮦ・学⩦ᮦ࠺ࡰ࠸

ᇶࢆ原య㦂ࡸࡕ❧࠸⏕Ặのࢇࡲあࠊࢆ್

 ࠋࡓᐹし⪄సᐙㄽࠖⓗࠕࡽࡀしな

 あࢇࡲసရの教ᮦ・学⩦ᮦし࡚の౯

ࡀ広ࡸࢪ࣮࣓ゝⴥの⪅ㄞࠕձࠊࡣ್

ಖ㞀ࢆࡳከᵝなㄞࠕղࠖࡿࡏࡉᐇឤࢆࡾ

しࠊ⪅のὶಁࢆ㐍すࠖࡿせ⣲ࡀ㇏

かなࢁࡇあࠋࡿ学⩦ᣦᑟ࡛ࡣゝⴥか

ࡀࡇすಁࢆࢪ࣮࣓ࡸゎ㔘ࡿࡀ広ࡽ

ồࠋࡿࢀࡽࡵ 

ぢᤣࢆຊ育ᡂ⌧⾲ࠕ（2）

ㄝ明ⓗᩥ章の教ᮦ研ࡓ࠼

究ヨㄽ̿ࠗ➹⪅ࢆㄞ࠘ࡴか

 ࠖ̿άື⌧⾲ࡽ

 

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 23年 8

᭶ 

ᅜㄒ教育᥈究のࠗᅜ

ㄒ教育᥈究࠘➨ 24ྕ

pp.58-65 

 中学ᰯ・高ᰯのㄝ明ᩥᣦᑟࢆぢᤣࠊ࠼

⾲⌧ຊࢆ育ᡂすࠕࠊࡣࡵࡓࡿ教ᮦの特

ᛶࠖࢆ⏕かしࠊࡘࡘձ⾲⌧すࡿሙࢆタᐃ

すࠊࡿղ⾲⌧すࠕࡿෆᐜࠖし࡚学⩦⪅

なᚲせࡀ⛬㐣ࠖࡘࡶࢆ࠼⪄ศの⮬ࠕࡀ

ㄒࡣࣔࠕ中学ᰯ教ᮦࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ

ࠕព㆑しࢆ⥆の᥋ᆅ⌫のᮍ᮶ࠖ̿ࡿ

࣮ス࣮ࢱ島ࡣなࡐ森林ࡀな࠸のかࠖ

（ᑠ ࢆ⩦学ࠖࡴㄞࢆ⪅➹ࠕࠊࢆ（6

ࡅし࡚ࠊ⾲⌧άື㐃ືすࡵࡓࡿ

の教ᮦ研究のどⅬ学⩦άືの㢮ᆺࢆ

ᥦ♧しࠋࡓ 

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ（3）

おࡿࡅ➹⪅ᴫᛕのᩚ⌮

᳨ウ̿ඣ❺ゝㄒ研究・ᑠ

松善之ຓのሙྜ̿ࠖ 

 

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 24年 3

᭶ 

౯大学教育学部ࠗ教

育学ㄽ㞟࠘➨ 63ྕ

pp.77-97 

 

 ᑠ松ࠊࡣㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟ研究ࡀ本᱁ⓗ

ࡿࢀࡉࡓࡗࡲጞ 1960年௦かࠊࡽㄝ

明ⓗᩥ章ࡀᣢࡿ࠸࡚ࢀࡉࡘᐈほᛶࢆ

ྰᐃしࠊㄝ明ⓗᩥ章ࠕࡣ➹⪅のㄆ㆑㐣⛬ࠖ

ᑠ松のࠋࡓしのࡶࡿධࡀほᛶ࠺࠸

ㄽࠊࡣᑠ学ᰯかࡽ高ᰯẁ㝵࡛ࡲのᢈุⓗ

ㄞࡳの学⩦ᣦᑟ⌮ㄽの♏なࡶࡿの࡛

あࠋࡿ 

 1960年௦ࠕࠊ➹⪅ᴫᛕࠖ╔目し࡚

ࡁホ౯࡛ࡣⅬࡓᥦၐしࢆࠖࡳᢈุⓗㄞࠕ

ᣑのㄆ㆑ࠖ⪅➹ࠕࢆᢈุの⠊ᅖࠊࡀࡿ

大すࡿពⓗなᐃなࡇࡿㄢ

㢟ࡀあࠋࡓࡗ㛗ᓮఙோ・正木友則 

（pp.77-94࡛ࡲのな⪃ᐹࢆᢸᙜ） 

人間－439



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ（4）

おࡿࡅ➹⪅ᴫᛕのᩚ⌮

᳨ウ̿⛅田႐୕㑻のሙྜ

̿ࠖ 

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 3

᭶ 

౯大学教育学ࠗ

大教育研究࠘➨ 21ྕ

pp.1-27 

 ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟおࢆ⪅➹ࠕࡿࡅㄞ

大正ᮇの⛅田႐୕㑻ࠊࡣ※学⩦の淵ࠖࡴ

ࡇࡿあసⓗㄞ᪉教授ࠖࠕࡓᥦၐしࡀ

 ࠋࡓし♧ࢆ

 ᑠ・中学ᰯࠊ高ᰯẁ㝵のᅜㄒの教ᮦᩥ

のస⪅ࠊࡣ学⩦⪅㏆࠸⏕ά⎔ቃࠊ⫼ᬒ

⪅⩦学ࢆព㆑࠺࠸ࡿ人間࡛あࡘᣢࢆ

❧ᡭࠖのࡁ書ࠕࢆの教ᮦᩥࡑࠊࡏࡓࡶ

ሙかྫྷࡽࠊ࡛ࡇࡿࡏࡉㄞ᪉⥛᪉

の㛵㐃ᣦᑟࢆពᅗし࡚ࠋࡿ࠸ㄞゎ⾲⌧

の᥋⥆のࠕࡵࡓస⪅ࠖ࠺࠸ᴫᛕࡀ大

正ᮇฟ࡚ࢆࡇࡿ࠸♧すࡶの࡛あࠋࡿ 

⛉教教育学研究ࠕ（5）

教育学研究の᥋Ⅼ̿ᅜㄒ

⛉教育学ᵓᡂ⩏❧

し࡚̿どᗙࢆ学⩦ㄽࡘ  ࠖ

 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 8

᭶ 

ᅜㄒ教育᥈究のࠗᅜ

ㄒ教育᥈究࠘➨ 25ྕ

pp.76-83 

 

 教育学教⛉教育学の᥋Ⅼ࠺ࡣ

あࡁࡿか࡚࠸ࡘ教育原ㄽⓗ⪃ᐹ

し教育᪉ἲࡑࡸのᣦᑟᢏ⾡࡚࠸ࡘ㏙

ロࣉᵓᡂ⩏ⓗなࠊࡣ教育学࡛ࠋࡓ

࣮チかࠊࡽ学⩦⪅ࡸ学⩦のᤊ࠼┤しࡀጞ

教育学のࠊࡶ࡚࠸お教⛉教育学ࠊࡾࡲ

ὶࢆࢀỮࠊࡾྲྀࡳᵓᡂ⩏ࡘ❧学⩦ㄽ

教ࠋࡿࢀࡽぢࡶࡁື࠺࠸࠺ࡼᑟධしࢆ

⛉教育学ࠕࡣ善ࡃな࠺ࢁすࡿ学⩦⪅ࠖ

学ၥ中ᚰࢆ授業ࠖࠕࠊࡽほⅬか࠺࠸

㡿ᇦࡀ┦ 㑏しྜ࠺㛵ಀࡀᮃࡲし

 ࠋࡓᣦしࢆࡇ࠸

࠘ࡇࡿ࠼教ࠗࠕ（6）

ࠗ学࠘ࡇࡪ㛵す᳨ࡿウ

̿村井ᐇの教育学ࢆどᗙ

 し࡚̿ࠖ

 

༢ⴭ ᖹᡂ 24年 12

᭶ 

౯大学大学㝔紀せ⦅

㞟ጤဨࠗ౯大学大

学㝔紀せ࠘ 

➨ 34㞟 pp.223-242 

 教育࠺࠸Ⴀࠕࠊࢆࡳ善ࡃな࠺ࢁす

ࠖࡇࡿす࠺ࡼしࡃ善ࡾࡼࢆ人間ࡿ

ᤊࠊ࠼㡯ᑐ❧ⓗࠕࡿࢀࡽ࠸⏝教ࡿ࠼

ࡇ ࠖ（のྰᐃࡇࡿ࠼教）ࡇࡪ学ࠕࠖࡸ

の⤫ྜのྍ⬟ᛶࢆ᥈ࠕࠊࡵࡓࡿ教࡚࠼⪃

ᕷᕝఙ一ࡿᥦすࢆ授業ࠖࡿࡏࡉ࠼

బ⸨学のㄽࡿᥦすࢆのඹྠయࠖࡧ学ࠕ

 ࠋࡓᐹし⪄ࠊẚ㍑ࢆ⪄

 ⤖ᯝࠊ教育᪉ἲ・ᢏ⾡ㄽࠕࡓࡗ࠸授

業ࠖࢆᵓᡂすࡿせ⣲ࠊࡣあࠕࡶ࡛ࡲࡃ授

業ࠖ࠺࠸ሙࢆ介し࡚ࠊ教育学のྛ㡿ᇦ

 ࠋࡓᥦしࢆᚲせᛶࡿࢀࡉྜ⤫ࡀ

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ（7）

おࡿࡅ➹⪅ᴫᛕのᩚ⌮

᳨ウ̿ࠗ➹⪅ᐃἲ࠘ㄽ

ぢࡿࢀࡽ➹⪅ᴫᛕࢆ中ᚰ

 ࠖ̿

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 25年 3

᭶ 

౯大学教育学部ࠗ教

育学ㄽ㞟࠘ 

➨ 64ྕ pp.31-52 

 

 1970年௦⃝栄吉ࢆ中ᚰᐇ㊶研

究ࢆ㐍ࡓࡵ青ᅜ研香ᅜ研ࡀᥦၐしࡓ

ᐃἲ⪅➹ࠕ ㄽࠖぢࠕࡿࢀࡽ➹⪅ᴫᛕࠖ

中ࠊࡣᐃἲࠖ⪅➹ࠕࠋࡓᐹし⪄ࢆ

学ᰯかࡽ高ᰯẁ㝵࡛のホㄽᩥࡸ㝶ⓗ

ᩥ章࡛ࠊࢀࢃᢅ学⩦ຠᯝࡀぢฟࢀࡉ

 ࠋࡿ࠼࠸ᐇ㊶⌮ㄽࡿ

 ⃝栄吉ࡀᥦ♧しࡓ⌮ㄽ青ᅜ研の

࣓ンࡿࡼ࣮ࣂᐇ㊶の㛵ಀࠊࡸ青ᅜ研

のලయࡑࡸᐃἲࠖㄽ⪅➹ࠕ香ᅜ研の

の㛵ಀࠕࡓࡲࠊ➹⪅ᐃἲࠖㄽࡀᥦ㉳し

 ࠋࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘၥ㢟Ⅼ᭷ຠᛶࡓ

㛗ᓮఙோ・正木友則（pp.31-48のな⪃

ᐹࢆᢸᙜ） 

 

人間－440



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

森田ಙ⩏のࠗホ౯ࠕ（8）

ㄞ࠘ࡳぢࡿࢀࡽ➹⪅ᴫᛕ

の᳨ウࠖ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 3

᭶ 

౯大学教育学ࠗ

大教育研究࠘➨ 22ྕ

pp.15-33 

 ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟ研究おࠊ࡚࠸森田ಙ

目╔ᴫᛕࠖ⪅➹ࠕࡽ1980年௦かࠊࡣ⩏

しࠊㄝ明ⓗᩥ章のࠕෆᐜࠖࠕࡸᙧᘧࠖ

೫ࡿの࡛ࡣなᩥࠊࡓࡲࠊࡃ章のෆᐜࢆ☜

ㄆすࡿㄞ࡛ࡅࡔࡳなࠕࠊࡃ➹⪅のᕤ夫ࢆ

ࠗホ౯࠘すࠕࡿホ౯ㄞࢆࠖࡳᥦၐしࠋࡓ

ᢈุⓗㄞࡀࡳ㔜どࡿࢀࡉᑠ学ᰯかࡽ高

ࡅ㑊ࡣのㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟ研究࡛࡛ࡲᰯ

ホ౯ㄞࠕࡿ࠸࡚ࡗなのࡶ࠸なࢀ㏻ࡣ࡚

ࡳ ᴫᛕ⪅➹ࠕࡿࢀࡽぢࠖ のࠖኚᐜ（1984

年かࡽ 2011年ࡑ（࡛ࡲのព⩏࠸ࡘ

࡚⪃ᐹࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ（9）

おࢆ⪅➹ࠗࡿࡅㄞ࠘ࡴ学⩦

ᣦᑟㄽの᳨ウ̿1990年௨

㝆のㄽ⪃ࢆ中ᚰࠖ̿ 

 

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 25年 8

᭶ 

ᅜㄒ教育᥈究のࠗᅜ

ㄒ教育᥈究࠘➨ 26ྕ

pp.50-57 

 

 ᑠ・中学ᰯࠊ高ᰯẁ㝵おࡿࡅㄝ明ⓗ

ᩥ章のࢆ⪅➹ࠕㄞࡴ 学ࠖ⩦ᣦᑟの➃⥴ࠊࡣ

 1980年௦すࡑࠊࡁ࡛ࡀࡇࡿの

ᚋ 1990年௦かࡽᐇከᵝなᐇ㊶ࡀᒎ㛤

ࡃከࡶ㆟ㄽࡿ㛵すᴫᛕࠖ⪅➹ࠕࠊࢀࡉ

のࡑࠋࡓࡗな࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜ 1990年௨

㝆ᥦ㉳ࡓࢀࡉᐇ㊶⌮ㄽ㛵すࡿㄽ㏙

̿森田ಙ⩏ࠊ㛗ᓮఙோࠊἙ野㡰子ࠊ阿部

⪅➹ࠕࠊ中ᚰࢆ吉ᕝⰾ則のẶ̿ࠊ᪼

ࡑࠊࡽどⅬか࠺࠸学⩦ᣦᑟㄽࠖࡴㄞࢆ

ࡽᅄⅬかࢆ᪉࠼⪄ࠊ目ᶆࡸの❧ሙࢀࡒࢀ

ᩚ⌮・⪃ᐹしࠊ教ᮦ研究ࡸලయⓗな学⩦

᪉ἲし࡚㢮ᆺしࠋࡓ 

 
ࡓࢀධࡾྲྀࢆNIEࠕ（10）

教育ᐇ㊶研究̿大学 2年⏕

教㣴Ϩࡓし㇟ᑐࢆ

の授業ᐇ㊶ࢆ㏻し࡚̿ࠖ 

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 26年 3

᭶ 

ࠗᖹᡂ 25年度⎔太ᖹ

ὒ大学研究紀せ࠘➨ 8

ྕ pp.147-154 

 NIEࢆ大学教育のሙ࡛⾜ࡓࡗ教育᪉

ἲ・ᢏ⾡のᐇ㊶ሗ࿌࡛あࠕࠋࡿ本ᐇ㊶の

研究ⓗな⨨࡙ࢆࠖࡅᢸᙜしࠊឡ知教育

大ࠊᐇ㊶ዪ子大な࡛のᐇ㊶ࢆ㋃ࠊ࠼ࡲ

NIEᐇ㊶の௬ㄝⓗな㢮ᆺ̿ࠕ教ᮦ㸭学⩦

ᮦࠖࣙࢩࢡࢭン̿ձၥ㢟ղ᪂⪺記

ճ᪂⪺♫の㐃ᦠ・༠ാ̿ࢆ⦪㍈ࠊNIE

・ン̿ձᑠ・中ࣙࢩࢡࢭ✀ᰯࡿࢀࢃ⾜ࡀ

高ղ大学教育（教職ࠊ一⯡教㣴ࡑࠊの）

ճ⌧職教育̿ࢆᥦ♧しࠊࡘࡘ一⯡教㣴か

ࡿあ࡛ࡁす⾜⛣教育ᐇ㊶᪉ἲࡽ

Ώ㑓つ▴㑻・௰田㍤ᗣ・୕木ࠋࡓࡌㄽ

௦・木ᡞ和ᙪ・岡野聡子・正木友則

（pp.151-152の➨ 3章➨ 2⠇ࢆᢸᙜし

 （ࡓ

⩦ㄝ明ⓗᩥ章の学ࠕ（11） 

ᣦᑟのࠗ⣔⤫ᛶ࠘ࠗ教ᮦ

の特ᛶ࠘の⤖⠇Ⅼ̿中学

ᰯㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࢆ

̿ࠖ 

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 8

᭶ 

ᅜㄒ教育᥈究のࠗᅜ

ㄒ教育᥈究࠘➨ 27ྕ

pp.26-33 

 ᅜㄒ⛉教育のㄢ㢟し࡚ࠊ教⛉ෆᐜの

⣔⤫ᛶࢆぢฟし࠸ࡃⅬࢆあࡇࡿࡆ

ࠊ㛵し࡚教⛉ෆᐜࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ

⣔⤫すࡇࡿのព⩏༴㝤ᛶࢆ㋃ࡲ

ࠖࢺのࣜスࡇ࠸ࡓ࠼教ࠕࠊࡘࡘ࠼

࡛ࠖ⤫し࡚の⣔ᯝ⤖ࠕ࠸すࡸࡾࡀなࡘ

加・ಟ正・᭦᪂࡚ࡗࡼ教師ࠊࡃなࡣ

ྍ⬟なࠕ㐣⛬ീし࡚の⣔⤫ࠖࢆᥦし

中学ᰯẁ㝵のㄝ明ⓗᩥ章ࠊのୖ࡛ࡑࠋࡓ

教ᮦࢆし࡚ࠕࠊ教ᮦの特ᛶࠖࠊࡀ

の࠺ࡼ⣔⤫࡛ࡿࡁのかࡑࠊのヨࢆ

ᥦ㉳しࠋࡓ 

 

人間－441



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

ㄝ明ⓗᩥ章の教ᮦࠕ（12）

研究㛵すࡿ原⌮ⓗ⪃ᐹ

̿ࠗ教ᮦの特ᛶ࠘╔目し

࡚̿ࠖ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 8

᭶ 

ᅜㄒ教育᥈究のࠗᅜ

ㄒ教育᥈究࠘➨ 28ྕ

pp.42-49 

 

 1990年௦ᥦ㉳ࡓࢀࡉㄝ明ⓗᩥ章の

ᢈุⓗㄞࢆࡳᨭࠕࡿ࠼教ᮦ研究ࠖㄽࢆ原

⌮ⓗゎ明すࠕࡵࡓࡿ教ᮦの特ᛶࠖ

教ᮦの特ᛶࠖࠕࠋࡓ目し╔ᴫᛕ࠺࠸

ࡅお高ᰯẁ㝵ࡽᑠ学ᰯかࠊࡣᴫᛕ࠺࠸

の教ᮦ研ࡵࡓࡿᐇ⌧すࢆࡳᢈุⓗㄞࡿ

究のᇶ♏し࡚⨨࡙ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅ

ࠊ（2013ࠊ2002）吉ᕝࠊ㛗ᓮ（1997）ࠋࡿ

香᭶（2006）ࢆࡽ㋃ࠕࠊ࠼ࡲ教ᮦの特ᛶࠖ

のᴫᛕࢆ明ࡽかしࠕࠊࡘࡘ教ᮦの特ᛶࠖ

௳のせࡵࡓかす⏕学⩦ᣦᑟࠊ࠼ᤊࢆ

ほⅬࠋࡓࡵࡲࢆ 

 
ࡅおㄝ明ⓗᩥ章ࠕ（13）

学⩦ᣦᑟの㢮ᆺ̿学ࡿ

中ࢆ౯್ุ᩿ࡿࡼ⪅⩦

ᚰࠖ̿ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 12

᭶ 

 

౯大学大学㝔紀せ

⦅㞟ጤဨࠗ౯大学

大学㝔紀せ࠘➨ 37㞟 

pp.111-128 

 

 学⩦⪅ࠕㄆ知ⓗࢥンࢆࠖࢺࢡࣜࣇ㉳

・㝈ᐃ・ẚ㍑ࠕࠊࡸのⓎၥ研究ࡵࡓすࡇ

ྰᐃࠖࡓࡗ࠸ᙧのࡾࡪࡉࡺࠕⓎၥࠖ研

究ࠊࡣ教授学おࡶ࡚࠸㛗ࡃ㆟ㄽ࡚ࢀࡉ

学⩦⪅のᛮ⪃のዎᶵࠊ࠼ࡲ㋃ࢆࡇࡓࡁ

㑅ᢥᘧࠕし࡚Ⓨၥࠖのලయࠕࡿࢀࡉ

ⓎၥࠖࡾࡪࡉࡺࠕⓎၥࠖ╔目しࠋࡓ

ㄝࠊⓎᒎⓗࢆ⬟Ⓨၥࠖのᶵࡾࡪࡉࡺࠕ

明ⓗᩥ章ᣦᑟのᩥ⬦࡛ࠕࠊ学⩦⪅ࡿࡼ

౯್ุ᩿ࠖᤊ࠼┤しࠊ学⩦⪅のࠕ౯್

ヨࢆ学⩦ᣦᑟの㢮ᆺࡓし㍈ࢆุ᩿ࠖ

 ࠋࡓࡳ

 
ࡅおㄝ明ⓗᩥ章ࠕ（14）

⪄ࡿ㛵すᴫᛕ࠘⪅➹ࠗࡿ

ᐹ̿ࠗ➹⪅࠘ᴫᛕࢆᤊࡿ࠼

のᥦࡳ⤌の௬ㄝⓗᯟࡵࡓ

 ㏻し࡚̿ࢆ♧

 

༢ⴭ ᖹᡂ 28年 8

᭶ 

ᅜㄒ教育᥈究のࠗᅜ

ㄒ教育᥈究࠘➨ 29ྕ

pp.34-41 

 

 ㄝ明ⓗᩥ章の学⩦ᣦᑟㄽおࠕࡿࡅ➹

⪅ࠖᴫᛕㄽのㄢ㢟ࠗࠕࠊࡣ➹⪅࠘ᴫᛕの

ᐃ⩏の᭕ࠕࠖࡉㄞ⪅ㄽⓗ㆟ㄽの᥋⥆

ᛶのⷧࠕࠖࡉ学⩦ᣦᑟ⌮ㄽࡸᐇ㊶おࡅ

ࠖࡉ☜の明ࡅ࡙⨨ᴫᛕの࠘⪅➹ࠗࡿ

の୕Ⅼあࠋࡿ 

ࡲࠊࡵࡓࡿゎỴすࢆⅬのㄢ㢟୕ࡽࢀࡇ 

のᵓ⠏ࡳ⤌ᴫᛕの⌮ㄽⓗᯟࠖ⪅➹ࠕࠊࡓ

の➃⥴すࠗࠕࠊࡎࡲࠊࡵࡓࡿ➹⪅࠘ᴫ

ᛕࠖ࠺࠸⾡ㄒのព⠊ᅖࢆつᐃすࡿ

ᩥࡿࢀࡽぢࢥエ࣮ࢆࠖࡳ⤌௬タⓗᯟࠕ

学⌮ㄽの知ぢࢆ⏝しࠊᵓ⠏しࠋࡓ 

 
ㄝ明ⓗᩥ章のᢈุࠕ（15）

ⓗㄞಁす授業ᵓのᕤ夫

࠘ࡴㄞࢆࠖ⏬㫽⋇ᡙࠕࠗ̿

（ᑠ学㸴年）のᐇ㊶ࢆ㏻し

࡚̿ࠖ 

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 28年 8

᭶ 

ᅜㄒ教育᥈究のࠗᅜ

ㄒ教育᥈究࠘➨ 29ྕ

pp.58-67 

ㄝࠊࢆ㊶のᐇࠖࡴㄞࢆ࠘⏬㫽⋇ᡙࠗࠕ 

明ⓗᩥ章のᢈุⓗㄞࡳの学⩦ᣦᑟㄽࡸ

ᐹ⪄ࡽかࡳ⤌ᴫᛕㄽの⌮ㄽⓗᯟࠖ⪅➹ࠕ

しࠋࡓᢈุⓗㄞࡳお⪅➹ࠊࡣ࡚࠸学

ࡀࣉࢵャࢠ㦂の㔞⤒ࡸ知㆑ࡣ࡛⪅⩦

ぢࡇࠋࡿࢀࡽのࢠャࢆࣉࢵ⪃៖しな࡛࠸

ᢈุⓗㄞࢆࡳᐇ⌧し࠺ࡼし࡚ࠊࡶ学⩦

⪅の᪉ࡀ❧ሙࡣᙅࠕࠊࡃᢈุࠖࡀ༢なࡿ

ᥭࡆ㊊ྲྀࡾ㝗ࡀࡇࡿあࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ

学⩦άືの㡰ᗎのᕤ夫ࠕࠊࡸ➹⪅ࠖᴫᛕ

のᑟධの᪉᳨࡚࠸ࡘウしࠋࡓ高橋㐩

哉・正木友則（pp.58-60の➨ 1⠇・2⠇

 （ᢸᙜࢆ
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ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㛵本の教ᮦᛶ⤮ࠕ（16）

すࡿ一⪃ᐹ̿ࣀ࣮ル

࠘ࡳࡀルࠗお࡚࣋ロ࣮・ࢻ

 ࠖ̿中ᚰࢆ

 

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 3

᭶ 

ࠗᖇிᖹᡂ大学ඣ❺学

⛉研究ㄽ㞟 ➨ 7ྕู

࠘pp.61-68 

 ㏆年ࠊ㔜せどࡿ࠸࡚ࢀࡉㄞゎຊࡣ⩏ົ

教育ẁ㝵࡛ࡅࡔなࠊࡃᑵ学௨๓のᐙᗞࡸ

ᗂඣ教育のࠕၥ࠸かࠖࡅかࡽጞࡶࡿࡲの

࡛あࠋࡿ 

 本✏࡛ࠊࡣᑠ学ᰯᑵ学௨๓おࡿࡅㄞ

ゎຊ育ᡂのᇶ┙࡙ࡾࡃし࡚ࠊ⤮本のㄞ

ᑠ学ᰯࡽᗂ⛶ᅬかࠊ目し╔ࡏか⪺ࡳ

おࡿࡅ㐃ᦠࢆど野ධࠊࢀ⤮本し࡚ห

࡚ࢀࡉ᥇㘓教⛉書教ᮦࠊࡘかࠊࢀࡉ⾜

ル㹙ⴭ㹛୕木༟࣋ロ࣮・ࢻルࣀ࣮ࡿ࠸

㹙ヂ㹛ࠕお࡚ࡔࡶࡣࡾࡓࡩࠗ）ࠖࡳࡀ

 ࠋࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘᡤ）の教ᮦᛶ࠘ࡕ

 

⩦ㄝ明ⓗᩥ章の学ࠕ（17）

ᣦᑟおࠗࡿࡅ➹⪅࠘ᴫᛕ

の᳨ウ̿ࠗᐃのࢡࢻࣛࣃ

ス࠘ࢆ中ᚰࠖ̿ 

ࠝᰝㄞࠞ 

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 6

᭶ 

ゎ㔘学ࠗゎ㔘࠘➨ 63

ᕳ 5・6᭶ྕ pp.2-10 

中学ᰯࠊ特ࠊࡣᏑᅾ࠺࠸ࠖ⪅➹ࠕ 

かࡽ高ᰯẁ㝵お࡚࠸㔜Ⅼⓗ学⩦ᣦ

ᑟࡾྲྀධࡇࡿࢀࡽࢀなࠕࠋࡿ➹⪅ࠖ

ᴫᛕ㛵すࡿ㆟ㄽࠊࡣ学⩦⪅ࡿࡼ

⪅➹ࠕ のࠖࠕᐃ ࠊࡤࢀࡵㄆ㛤ᨺⓗࠖࢆ

学⩦⪅のࠕᐃࠖࠊࡣពⓗ࡛ᣑᩓⓗ

なࡿ一᪉ࠊ学⩦⪅ࠕࡿࡼᐃࠖの正し

➹ࠕࠊࡤࢀࡵồࠖ⪅➹ࠕ㛢㙐ⓗࢆࡉ

⪅ࠖかࡽのពのཷᐜ㏫ᡠࡾす̿ࡿ

学⩦⪅のయᛶࢆಖ㞀しなࠕ̿࠸ᐃの

ウ᳨ࠊぢฟしࢆၥ㢟࠺࠸スࠖࢡࢻࣛࣃ

しࠋࡓ 

お特ูᨭ学⣭ࠕ（18）

ࡴㄞពḧⓗࢆㄒ≀࡚࠸

 の学⩦ᣦᑟのᕤ夫ࠖࡵࡓ

 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 8

᭶ 

ᅜㄒ教育᥈究のࠗᅜ

ㄒ教育᥈究࠘➨ 30ྕ 

pp.112-119 

 特ูᨭ学⣭おࡿࡅ知ⓗ㞀ᐖࢆᢪ

ࡇࡿࡵ῝ࢆࡳㄞࠊ࡚ࡗ⪅⩦学ࡿ࠼

࠺ࡣࡇࡪ学ពḧⓗࡃᴦしࠊࡁ࡛ࡀ

ᇶࢆၥ㢟ព㆑࠺࠸のかࡿな⬟ྍ

し࡚ࠖࡡࡘࡂࢇࡈࠕࠊのᐇ㊶研究ࡗ⾜ࢆ

Ⓩሙࡸのὶ⪅ࠊ㞀ᐖの特ᛶୖࠋࡓ

人≀のኚᐜᩥࢆ章యかࡽᤊࡇࡿ࠼

ฟࡁᥥࢆලయⓗሙ㠃ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸㞴しࡀ

しࡸࢇࡈࠊර༑の⾲ࢆᥥࡁฟすάືࢆ

ᑀ㐍ࠊ࡛ࡇࡿࡵⓏሙ人≀のྠ

ྍࡀのᙧᡂࡳかなㄞ㇏ࢪ࣮࣓ࠊしಁࢆ

 ࠋࡓࡗな⬟

正木⩧子・正木友則（p112.のၥ㢟タᐃࠊ

p.119の⪃ᐹ部ศࢆᢸᙜ） 

ᅜㄒ⛉・教授=学ࠕ（19）

⩦㐣⛬おࡾࡪࡉࡺࠗࡿࡅ

Ⓨၥ࠘の᳨ウ̿ㄝ明ⓗᩥ章

の学⩦ᣦᑟのᒎ㛤ࢆぢ

ᤣ࡚ࠖ̿࠼ 

ࠝᰝㄞࠞ 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 29年 9

᭶ 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育࠘➨ 82

㞟 pp.33-41 

 ከᵝ・高次しࡓᅜㄒ⛉学ຊࡸ学⩦

ᣦᑟෆᐜࢆ学⩦⪅⋓ᚓࠊࡵࡓࡿࡏࡉ教

育᪉ἲ学࡚Ṕ史ⓗࡶ研究ࡁ࡚ࢀࡉ

ㄝ明ⓗᩥࠊ目し╔Ⓨၥࠖࡾࡪࡉࡺࠕࡓ

章の学⩦ᣦᑟのሙおࡿࡅᒎ㛤࠸ࡘ

᳨࡚ウしࠋࡓ特ࠊㄝ明ⓗᩥ章のᢈุⓗ

ㄞࠊࡣ࡛ࡳ教ᮦ(ᩥ章)ࢆ介しࠕࡓ学⩦⪅

(ㄞ⪅)ࠖࠖ⪅➹ࠕの┦స⏝ࢆᶵ⬟

ࡿࡅお授業ෆࡸせⓎၥࠊࡵࡓࡿࡏࡉ

༶ⓗᛂ⟅ࡓࡗ࠸授業⪅の教授⾜為

(ᣦᑟ㸻ࡾࡪࡉࡺࠕⓎၥࠖ)の㔜せᛶࢆ♧

しࠋࡓ 

人間－443



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

ࠕࠗ（20） ᥈究࠘し࡚の

ྂ典教ᮦの学⩦ᣦᑟ㛵

すࡿ一⪃ᐹ̿書ࡁᡭの

ᑐヰ╔目し࡚̿ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 3

᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学⦅ࠗዉⰋ

学ᅬ大学紀せ࠘➨ 8 㞟

pp.79-85 

 本✏ࠊࡣゝㄒ⏕άຊのྥୖࢆぢᤣࡓ࠼

典教ᮦの学⩦ᣦᑟྂࠊほⅬࢆ᥈究ࠖࠕ

᥈究ࠖࠕࠋࡿす目ⓗࢆの⪃ᐹ࡚࠸ࡘ

άື᭷ᶵⓗ㐃㛵ࡿࡏࡉ授業ㄽࢆ

ᵓ⠏すࠊ࡛ୖࡿ村井ᐇࡸ中ὓ正ሕのㄽࢆ

㋃ྂࠊࡘࡘ࠼ࡲ典教ᮦの特㉁・特ᛶし

ࡿࢀࡉ♧ゝ㏙ㄽ࡛ࡿࡼ竹村ಙ治ࠊ࡚

のၥ㢟㡿ᇦࠒⓎヰయࠑࡸᡭࠖࡁ書ࠕ

ᑐすࠕࡿᑐヰࠖ࠺࠸Ⓨࡲࠊ࡚࠸ࡘ

࠸㛤ࡇࡿ᥈究ࠖすࠕࢆ典教ᮦྂࠊࡓ

 ࠋࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘ㊶ලయⓗᐇࡓ

正木友則・Ώ㑓つ▴㑻（ၥ㢟タᐃ⪃ᐹ

の⯡ࢆᢸᙜ） 

     ⾲学Ⓨ（のࡑ）

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ（1）

おࡿࡅ➹⪅ᴫᛕの᳨ウ̿

⛅田႐୕㑻のሙྜ̿ࠖ 

 

 

༢⊂ ᖹᡂ 22年 10

᭶ 31᪥ 

 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育研究 

➨ 119ᅇ㬆㛛大研究

Ⓨ⾲せ᪨㞟࠘

pp.160-163 

 

 ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟおࢆ⪅➹ࠕࡿࡅㄞ

田႐୕㑻⛅ࠊ大正ᮇࠊࢆ学⩦の※ὶࠖࡴ

ぢฟしసⓗㄞ᪉教授ࠖࠕࡓᥦၐしࡀ

స⪅ᐃἲࠕࠊࡣ田⛅ࠋࡓ ・ἲ⌧⾲ࠕࠖ

ᵓのྫྷࠖ࠺࠸ࡘの学⩦άືࢆᇶ

ࢆ章ᩥࠊᐃしࢆࠖ⪅௬のసࠕࠊ

特ࠋࡓ目ᣦしࢆࡇࡴㄞか㇏ࢪ࣮࣓

స⪅ᐃἲࠕ ⃝栄吉1970年௦ࠊࡣࠖ

あࡶᐃἲࠖの※ὶ࡛⪅➹ࠕࡓᥦၐしࡀ

か࠸ࢆࠖ⪅సࠕࠊㄞゎᣦᑟの中࡛ࠊࡾ

Ⅼ࡛ホࡓᥦ♧しࢆၥ㢟࠺࠸のか࠺ᢅ

౯࡛ࠋࡿࡁ 

 

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ（2）

おࡿࡅ➹⪅ᴫᛕの᳨ウ̿

ᑠ松善之ຓのሙྜ̿ࠖ 

 

 

༢⊂ ᖹᡂ 23年 5

᭶ 29᪥ 

 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育研究 

➨ 120ᅇி㒔大研究

Ⓨ⾲せ᪨㞟࠘

pp.227-230 

 

 ඣ❺ゝㄒ研究のᑠ松善之ຓのㄽ⪃

ᑠࠋࡓᐹし⪄ࢆᴫᛕࠖ⪅➹ࠕࡿࢀࡽぢ

松のࠕ➹⪅ࠖᴫᛕࡣᮇࡈᑡしࡎ

ᅄᮇࢆのㄽࡑࠊࡵࡓࡿࢀࡽぢࡀኚࡘ

ࡿࡓあϩᮇࠊࡶ中࡛ࠋࡓし⌮ᩚࡅศ

1969年のྫྷࢱ࣮ࢹࠕのㄞࡳ のࠖᥦၐࠊࡣ

ࡌࡣࢆ⩏森田ಙࡓᥦၐしࢆࠖࡳホ౯ㄞࠕ

高ᰯẁ㝵のㄝ明ⓗᩥ章ࠊᑠ・中学ᰯࠊࡵ

のᢈุⓗㄞࢆࡳᵓす࡛ୖࡿከࡃᘬ⏝

ᣦᑟ᪉ࡸのᚋの教ᮦ研究ࡑࠊなࡿࢀࡉ

ἲの研究大ࡁなᙳ㡪ࢆࡓ࠼ᐇ㊶⌮

ㄽࠋࡿ࠼࠸ 

 

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ（3）

おࡿࡅ➹⪅ᴫᛕのᩚ⌮

᳨ウ̿⃝栄吉のሙྜ̿  ࠖ

 

༢⊂ ᖹᡂ 23年 10

᭶ 29᪥ 

 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育研究 

➨ 121ᅇ高知大研究

Ⓨ⾲せ᪨㞟 p࠘p.33-36 

 

 ⃝栄吉ࡀᥦၐしࡓᐇ㊶⌮ㄽࠕ➹⪅

ᐃἲࠖぢࠕࡿࢀࡽ➹⪅ᴫᛕࠖࢆ⪃ᐹし

ㄒἲ⏝࠺࠸ࠖ⪅➹ࠕࡿ࠸⏝⃝のࠋࡓ

➹ᐇの⌧ࠕձࡓ࠸書ࢆ章ᩥᐇ㝿ࠊࡣ

ᡭのᩘࡳㄞ）ࡓᐃしࡀᡭࡳㄞࠊࠖ⪅

ࡀࠖ⪅➹ࡿࢀࡉᐃࠕղ（ࡿᏑᅾすࡅࡔ

ΰᅾし࡚ࠋࡿ࠸ 

 中学ᰯお࡚࠸⮬ఏⓗ㝶ࡓ࠸⏝ࢆ

ᐇ㝿の授業記㘓かࠕࠊࡣࡽ⌧ᐇの➹⪅ࠖ

かࡽ学ࡪጼໃࡀᙉࠊࡃ⌮ㄽᐇ㊶の

㞳ࠋࡿࢀࡽࡳࡀ⃝のㄽ⪃かࡽᥦ♧ࢀࡉ

 ࠋࡓᣦしࢆᴫᛕࠖのㄢ㢟⪅➹ࠕࡿ

人間－444



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ（4）

おࡿࡅ➹⪅ᴫᛕのᩚ⌮

᳨ウ̿➹⪅ᴫᛕのⴌⱆᮇ

 ࠖ̿中ᚰࢆ

 

 

༢⊂ ᖹᡂ 24年 5

᭶ 26᪥ 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育研究 

➨ 122ᅇ⟃Ἴ大研究

Ⓨ⾲せ᪨㞟 p࠘p.67-70 

 

 ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟお1980ࠊ࡚࠸年௦か

⫼ࡓࡗな࠺ࡼࡿࢀࡉ目╔ࠖ⪅➹ࠕࡽ

ᬒࠊࢆձࠕᣦᑟの⏬一・◳┤ ղࠖࠕ学

⩦⪅のᑛ㔜ࠖᤊ1970 ࠊࡓࡲࠋࡓ࠼年

⪅➹ࠕの࡛ࡲ ࠊᮇⓗࢆ⪄ㄽࡿࢃ㛵ࠖ

のࡶࡓࢀࡉᥦฟᴫᛕのⴌⱆᮇࠖ⪅➹ࠕ

 ࠋࡓし♧ࢆㄢ㢟ᡂᯝࠊࡅ࡙⨨

 ⴌⱆᮇのᡂᯝࠊࡣձࠕ➹⪅ほの㌿ࠖ

ࡅศࡀࠖ┦の⪅➹ࠕղࠊⅬࡓࡗࡇ㉳ࡀ

ࠖ┦の⪅➹ࠕձࠊ一᪉ࠋࡿⅬ࡛あࡓࢀࡽ

の᭕ࡸࡉղࠕᐃすࡿ➹⪅ࠖの⠊ᅖ

ㄢ㢟ࡀあࠋࡿ 

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ（5）

おࡿࡅ➹⪅ᴫᛕのᩚ⌮

᳨ウ̿1980年௦ࢆ中ᚰ

̿ࠖ 

 

 

༢⊂ ᖹᡂ 24年 10

᭶ 27᪥ 

 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育研究 

➨ 123ᅇᐩ山大Ⓨ⾲

せ᪨㞟࠘pp.85-88 

 

ࡀ⪄のㄽࡃከࡿࢃ㛵ᴫᛕࠖㄽ⪅➹ࠕ 

ᥦ㉳ࡓࢀࡉ 1980年௦ࢆ中ᚰࠊࡆୖࡾྲྀ

➹⪅ᴫᛕの㍯㒌ࢆᥥࠊࡁṔ史ⓗ౯್࡙

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦࠊࡣ1980年௦ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡅ

ᑟの㌿ࢆ᥎㐍しࡓᐇ㊶⌮ㄽࡀᥦฟࡉ

ࡑࠊࡣᴫᛕࠖㄽ⪅➹ࠕࠊࡾᮇ࡛あࡓࢀ

の㌿ࢆᨭࡓ࠼せ⣲࡛あࢆࡇࡿ♧し

高ᰯẁ㝵のㄝ明ⓗᩥ章ࠊᑠ・中学ᰯࠋࡓ

ᣦᑟࢆぢᤣࡓ࠼㝿ࠕ➹⪅ᴫᛕࠖ࠸⏝ࢆ

࠸㐃ືしなάື⌧⾲ࠕࠊࡣㄢ㢟ࡿ ⮬ࠕࠖ

ศの⪃ࢆ࠼ᣢࡘ㐣⛬ࡀなࡇࠖ࠸あࡿ

 ࠋࡓᣦし

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ（6）

おࡿࡅ➹⪅ᴫᛕのᩚ⌮

᳨ウ̿学⩦㐣⛬の㢮ᆺ

 ࠖ̿中ᚰࢆ

 

 

 

 

༢⊂ ᖹᡂ 25年 5

᭶ 18᪥ 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育研究 ➨

124ᅇ弘๓大Ⓨ⾲せ

᪨㞟࠘pp.45-48 

 大正ᮇかࡽ 1990年௦࡛ࡲのࠕ➹⪅ᴫ

ᛕࠖㄽࢆおࠕࠊ࠼ࡉ➹⪅ࠖの┦し࡚ࠊ

ձࠕ⌧ᐇᩥ章ࢆ書ࠊࠖ⪅➹ࡓ࠸ղࠕㄞ

➹ࡿᐃ・᥎ㄽ・᥎ᐹすࡽ章かᩥࡀᡭࡳ

し࡚࠘ࡅ学⩦άືのࠗࠕճࠊࠖ⪅

の➹⪅ࠖࢆࡘ୕࠺࠸ᥦ㉳しࠋࡓ 

 特ࠊճࠕࠕ学⩦άືのࠗ࠘ࡅ

し࡚の➹⪅ࠖࢆ⪅➹ࠕࠊࡣㄞࠖࡴ学⩦㐣

1990年௦のᐇ㊶記㘓ࠋࡿࢃ㛵ࡃࡁ大⛬

かࠕࡽࠖࡅなࠕࡿ➹⪅のᙺࠖࢆ

ᢳฟしࠊᐇ㊶⌮ㄽ㛵すࡿㄽ㏙あࡏࢃ

࡚㢮ᆺࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ（7）

おࡿࡅ➹⪅ᴫᛕのᩚ⌮

᳨ウ̿学⩦㐣⛬࡛の㐃ື

ᛶ╔目し࡚̿ࠖ 

 

 

 

༢⊂ ᖹᡂ 25年 10

᭶ 26᪥ 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育研究 

➨ 125ᅇ広島大Ⓨ⾲

せ᪨㞟࠘pp.145-148 

 

 ᑠ・中学ᰯࠊ高ᰯẁ㝵のㄝ明ⓗᩥ章ᣦ

ᑟ（特ࠊᢈุⓗㄞࡳ）おࡿࡅ学⩦㐣

⩦学ࠊ࡚࠸ࡘᴫᛕࠖ⪅➹ࠕࡿࢃ㛵⛬

᪉ἲㄽࢆほⅬࠊ次のⅬ࡚࠸ࡘ♧し

ሙࡿ㆟ㄽすࢆࠖ┦の⪅➹ࠕࡣ一➨ࠋࡓ

の教授学ୖㄽୖの㆟ㄽࢺスࢡテࠊࢆ

㆟ㄽศᩚ࡚ࡅ⌮しࡓⅬ࡛あࠋࡿ➨

学⩦㐣⛬ෆ࡛の㐃ືᛶࠕࠊࡣ ࠊ࡚࠸ࡘࠖ

ࠖ┦の⪅➹ࠕࡿあ学⩦⪅のᛂࠖࠕ

の✀㢮ࠕᢈุⓗㄞࠖࡳの㝿ᑐ㇟な

Ⅼ࡛ࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘの⠊ᅖࠖ⪅➹ࠕࡿ

あࠋࡿ 

人間－445



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

ㄝ明ⓗᩥ章の教ᮦࠕ（9）

研究㛵す᳨ࡿウ̿ࠗ教ᮦ

の特ᛶ࠘ࠗࢆ⏕かす࠘࠸

 ࠖ̿ࡽほⅬか࠺

 

 

 

 

 

༢⊂ ᖹᡂ 26年 5

᭶ 18᪥ 

 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育研究 

➨ 126ᅇྡྂᒇ大Ⓨ

⾲せ᪨㞟 p࠘p.221-224 

 

 教職ㄢ⛬ᅾ⡠の学⏕ࡀ授業࡙࡛ࡾࡃ

ᝎࡇࡴのከࠊࡣࡃㄝ明ⓗᩥ章の教ᮦ研

究࡛ࠊのほⅬ࡛ㄞ࠸ࡼࡤࡵのかศかࡽ

ࠊ学⩦ᣦᑟせ㡿記載のᣦᑟ㡯（㡰ᗎࠊࡎ

ẁⴠࠊせ᪨➼）ࢆほⅬ授業࡙ࢆࡾࡃ⾜

なᣦᑟࡓ一ⓗ࡛◳┤し⏬ࠊᯝ⤖ࡓࡗ

ゎỴすࢆのㄢ㢟ࡇࠋࡿあ࡛ࡇ࠸すࡸࡾ

かすࠖ⏕ࠕࢆ教ᮦの特ᛶࠖࠕࠊࡵࡓࡿ

ࠊのୖ࡛ࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆの原⌮ⓗ⪃ᐹࡇ

ලయⓗ教ᮦࠕࠊ࡚࠸⏝ࢆ教ᮦの特ᛶࠖࢆ

ᤊࡵࡓࡿ࠼のほⅬࠕࢆၥࠖ࠸のᙧ࡛ᥦ♧

しࠋࡓ 

ㄝ明ⓗᩥ章の教ᮦࠕ（10）

研究㛵す᳨ࡿウ̿教ᮦ

の特ᛶ学⩦ᣦᑟのㅖせ

⣲の㛵ࡾࢃかࠖ̿ࡽ 

 

 

 

༢⊂ ᖹᡂ 26年 11

᭶ 8᪥ 

 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育研究 

➨ 127ᅇ⟃Ἴ大研究

Ⓨ⾲せ᪨㞟 p࠘p.65-68 

 

 教育ᐇ⩦の๓・中・ᚋ࡛の教ᮦ

研究ࡸᣦᑟసᡂ㛵すࡿ学⏕のࡲࡘ

ࠊࡤ࠼⾜ࢆのほⅬ࡛教ᮦ研究ࠕࠊࡣࡁࡎ

Ⓨၥࡸ学⩦άືࠊᣦᑟࢆస࡛ࡀࡇࡿ

教ᮦࠊࡣ࠸ࡿあࠖ࠸なࡽศかࡃࡼかࡿࡁ

の特ᛶࢆᤊࡇࡿ࠼の㔜せᛶࡣ⌮ゎし

かす⏕ࠊ࠼ᤊࢆ教ᮦの特ᛶࠗࠕࠊࡶࡘࡘ

の࠘ຊな࠸ࡓࡅࡘࡸ目ᶆࠗ࠘ࡇ

࡛ࡇࡓࡗ࠸ࠖ࠸ࡃ࠼ぢࡀࡾࡀなࡘ

あ࡛ࡇࡑࠋࡿ本Ⓨ⾲࡛ࠊࡣ教ᮦの特ᛶ

学⩦ᣦᑟのㅖせ⣲の㛵࡚࠸ࡘࡾࢃ

᳨ウしࠋࡓ 

学ࠊㄝ明ᩥ教ᮦ࡛ࠕ（11）

すࡀな࠺ࢆุ᩿࠘ࠗ⪅⩦

ࠗ࠘ࡅのࣜࣂエ࣮ࣙࢩ

ンࠖ 

 

 

ඹྠ ᖹᡂ 27年 5

᭶ 30᪥ 

 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育研究 

➨ 128ᅇරᗜ大研究

Ⓨ⾲せ᪨㞟 p࠘p.75-78 

 

 ᛮ⪃ຊ・ุ᩿ຊ・⾲⌧ຊࢆ育ᡂすࡿ学

⩦ᣦᑟのලయࢆᥦ♧すࠊࡵࡓࡿ授業࡙ࡃ

Ⓨၥ（学ࠕࡿな㔜せなせ⣲࡚࠸おࡾ

⩦ㄢ㢟）᳨࡚ࠖ࠸ࡘウしࠋࡓ 

 ᪉ἲㄽしุ࡚࡛᩿ࠖࠕࡇࡿࡅ

Ⓨၥࠕ ࠊ࡛ୖࡓしかࡽ明ࢆの㛵ಀࠖ

口かࡾษ࠺࠸ࠖࡿࡅุ࡛᩿࠘ࠗࠕ

の教ᮦࡵࡓかすࠖ⏕ࢆ教ᮦの特ᛶࠕࠊࡽ

研究のあࡾ᪉ࢆ♧しࠊࡓࡲࠋࡓලయⓗな

ㄝ明ᩥ教ᮦࠊ࡚࠸⏝ࢆ⣔⤫ᛶࢆ㋃ࡘ࠼ࡲ

の㢮ࡅすಁࢆุ᩿ࠖࠕ⪅⩦学ࠊࡘ

ᆺࢆᥦ♧しࠋࡓ㛗ᓮఙோ・正木友則（p.75

のၥ㢟タᐃ部ศࢆᢸᙜ） 

ㄝ明ⓗᩥ章ᣦᑟࠕ（12） 

お࠘ࡾࡪࡉࡺࠗࡿࡅⓎၥ 

のᩚ⌮᳨ウࠖ 

 

 

 

 

༢⊂ ᖹᡂ 27年 10

᭶ 24᪥ 

 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育研究 

➨ 129ᅇ西東ி大研

究Ⓨ⾲せ᪨㞟࠘

pp.23-26 

 

 特ࡾࡪࡉࡺࠕⓎၥࠖࠕࠊࡣ授業の⌮

ㄽᐇ㊶࡚ࡗ㔜せなࡶのࠖࠊࢀࡉ

教授学研究ࡸ教⛉教育学研究おࡿࡅ

ᚲ㡲のテ࣮マࠋࡿࢀࡉしかしࠊ῝⃝

Ⓨၥ（Ⓨၥ研ࠕ教ᮦゎ㔘ࠖࠕࡣ（2014）

究）ࠖࡽࢀࡇࠕࡓࡗ࠸ࠖࡾࡪࡉࡺࠕの

ࠗ⏝ㄒ࠘ࡀᚋ退し࡚ࠖࡿ࠸ᤊࠊ࠼ၥ㢟

ᥦ㉳しࡇࠋࡓのᥦ㉳ࠊࡅཷࢆ本Ⓨ⾲࡛ࠊࡣ

ࡉࡺࠕࡓࡁ࡚ࢀࡉ✚Ṕ史ⓗ࡛ࡲࢀࡇ

㆟ㄽのᩚ⌮・᳨ウかࡿ㛵すⓎၥࠖࡾࡪ

௬ㄝⓗᅇ⟅のᥦฟࡿᑐすⓎゝ⃝῝ࠊࡽ

 ࠋࡓࡳヨࢆ

人間－446



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

ロ࣮ࣉゎỴᚿྥࠕ（13）

チ（SFA）ࡾྲྀࢆධࡓࢀㄝ

明ᩥのⓎၥ研究ࠖ 

 

 

ඹྠ ᖹᡂ 28年 10

᭶ 16᪥ 

 

ᅜ大学ᅜㄒ教育学

ࠗᅜㄒ⛉教育研究 

➨ 131ᅇ東ி大研究

Ⓨ⾲せ᪨㞟࠘

pp.301-304 

 

 ᅜㄒ⛉教育のㄞࡇࡴのศ野お࠸

࡚ࡗࡼ⪅研究ࡣෆᐜ࠸ࡓࡏࡉ࠼⪄ࠊ࡚

ᥦࡘࡘࢀࡉ❧☜ࠊࢀࡉあࠊࡾ学⩦⪅の

ᐇែࢆᤊࠕ࠼の࠺ࡼなⓎၥࢆすࡿかࠖ

⪄ࠕࠊしかしࠋࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡶ研究࠺࠸

の㛵ಀᛶࠖ࠸ၥࠕෆᐜࠖ࠸ࡓࡏࡉ࠼

の研究ࡣあࡾࡲ㐍ࡣࡿ࠸࡛ࢇゝ࠼な

ࡓࡿ㏕᪉の㛵ಀᛶࠊࡣ࡛⾲本Ⓨࠋ࠸

ロ࣮ࣉゎỴᚿྥࡓᐇ㊶しࡀ森ಇ夫ࠊࡵ

チ(Solution Focused Approach:SFA)

ㄝ明ᩥᣦᑟ࡛のࠊ⏝しࢆᚰ⌮⒪ἲ࠺࠸

Ⓨၥ研究᪂ࡓなᆅᖹࢆ㛤࠺ࡇしࠋࡓ

（p.301のၥ㢟タᐃ部ศࢆᢸᙜ） 

ቑ田ⱥ夫・㛗ᓮఙோ・正木友則 

     㞧ㄅㄽᩥ（のࡑ）

̿ࡃ書ࢆ≀Ⓩሙ人ࠕ（1）

ᇶ本のᣦᑟᛂ⏝࣡̿ࢨ  ࠖ

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 26年 9

᭶ 

 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育

➨ 777ྕ࠘9᭶ྕ明治

ᅗ書 p.24 

 

 一⯡ⓗࠕࠊⓏሙ人≀ࢆ書ࡃ άࠖືࠊࡣ

ᩥ学教ᮦおࡿࡅⓏሙ人≀のᚰのࡳ

学教ᩥࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸すࡸࡾࡓᙜࡀⅬ↔

ᮦのሙྜࠊࡣⓏሙ人≀のᚰࠊᚰのኚ

ࠊ人≀ീの୕✀㢮ࡀあࠊࡾ教ᮦࡲࡸࠕ

なしࠖࠊ࡚࠸⏝ࢆᚰのኚᩥࢆ章య

かࡇࡿ࠼⪄ࡽの㔜せᛶࢆ♧しࡲࠋࡓ

ࠊし࡚⏝ᛂࡓ࠼ぢᤣࢆ教育᪉ἲㄽࠊࡓ

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࠕ千年の㔥ࢆࠖࡴ࠸

のྎモࠖࢇࡉⓑ㮚ࠕⓏሙ人≀のࠊ࠸⏝

㎸ࡓࢀࡽࡵᛮࢆ࠸⾲⌧すࡿ学⩦άືࢆ

ᥦしࠋࡓ 

 
ᚲせㄝ明ᩥᣦᑟࠕ（2）

なࠗ学⩦⏝ㄒ࠘ά⏝の࣏

 ࠖࢺン

 

 

 

 

༢ⴭ ᖹᡂ 27年 2

᭶ 

 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育

➨ 783ྕ࠘3᭶ྕ明治

ᅗ書 pp.28-29 

 

学⩦⏝ㄒࠖࠕࠊࡣ学⩦⏝ㄒࠖの⋓ᚓࠕ 

学ࠕのࡑࠊࡃなࡣの࡛ࡿࡏࡉ࠼ぬࡔࡓࢆ

⩦⏝ㄒࠖࡀពすࡿᴫᛕࢆලయⓗなㄝ明

ᩥ教ᮦの学⩦㛵ಀ࡙ࠊࡅᐇឤⓗ⌮ゎ

࣏のࡑࠋࡿな⬟ྍ࡚ࡗࡼࡇࡿࡏࡉ

ධど野ࢆ章యᩥࡀ⪅⩦学ࠊࡣࢺン

か࠸ࢆሙࠖࡿᛮ⪃・ุ᩿・⾲⌧すࠕࠊࢀ

⩦ㄝ明ᩥ学࡛ࡇࡑࠋࡿあかࡿタᐃす

㢟ྡࠕࡿࡅお ࠼⟆̿࠸ၥࠕࠖ ࠖࠕࠖ

ࡓࡗ࠸せ᪨・せ⣙ࠖࠕẁⴠࠖࠕ 16の

学⩦⏝ㄒࢆලయⓗなᐇ㊶し࡚ᥦ

♧しࠋࡓ 

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（3）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙4）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 6）ࠖ 

 

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 3

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

808ྕ 4࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.102-103 

大人か㸽ࠖࠊかࡶ子ࡣ࠘ࡃࡰࠗࠕ 

ᛮࠕ࠸㞴ࡅࡘⓑ㯮ࠊࡣⓗなㄢ㢟่⃭࠺࠸

ᮇ࣮ࠖ࢟ࡀなࡑࠋࡿのࡑࠊࡵࡓのࡲ

ࠋ࠸なࡡかࡾࡀ⪄学⩦⪅のᛮ࠺ၥࡲ

ࢣẁ㝵のスࠊᕤ夫しࢆ᪉࠸ၥࠊ࡛ࡇࡑ

࣮ࣜンࠊ࡛ࡇࡿ࠸⏝ࢆࢢ学⩦⪅ࠕ

࡛ࠖ͐ࡾ۵۵ᐤࠕࡸࠖ͐ࡤ࠼ゝかࡽࡕ

ࡣࢢン࣮ࣜࢣスࠋすಁࢆุ᩿ࡓࡗ࠸

ᚤጁなࡓࡗ࠸յࠖմࠕࡸղࠖձࠕ

㐪ྍ࡛ࡲ࠸ど࡛ࠋࡿࡁ学ࡿࡵ῝ࢆࡧ学

⩦ㄢ㢟か࠺かࠊࡀၥ࠸᪉࡛ኚࡿࢃ

࡛あࠋࡿ 

㧘橋㐩哉・正木友則（p.103のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

人間－447



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（4）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙5）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 6）ࠖ 

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 4

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

809ྕ 5࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.102-103 

 ᚑ᮶のㄝ明ᩥ学⩦ࡣෆᐜࡸᙧᘧの

೫㔜ࡀከࡃぢࠋࡓࢀࡽ学⩦⪅のࠕࠖࢆ

ษࡾ口すࠊ࡛ࡇࡿෆᐜ・ᙧᘧの೫㔜

特ࡿࡁ࡛⩦学యⓗ・ពḧⓗࠊࡅ㑊ࢆ

㛗ࠋࡘࡶࢆ 

の⣡ᚓ༳࡛⾲すᙇۼࡣࡧ学࠸῝ 

度ࡸඹឤすࡿࠊ࡚࠸ࡘ学⩦⪅の

根ᣐࠖࠕࢆุ᩿ࠖࠕࡓしࡊ根ᐇឤࠖࠕ

⌧ᐇ࡛ࡇࡿὶすඹࠖࡅ由࡙⌮ࠕ

すࠋࡿ学⩦⪅のࠕᐇឤࠖࠕᙇ

の㛵ಀࠖࡘࢆなಁࢆุ᩿ࠕࡄすၥࠖ࠸

㔜せ࡛あࡀどࠖྍࠕ学⩦⪅のุ᩿の

 ࠋࡿ

㧘橋㐩哉・正木友則（p.103のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（5）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙6）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 6）ࠖ 

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 5

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

810ྕ 6࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.102-103 

࡙ࠖࢢン࢟のࣛンࡇࡓࡗ知࡚ࡵึࠕ 

し࡚のᐇឤࠖの⪅ㄞࠕ⪅⩦学ࠊࡣࡅ

⮬ぬࡸ㞟ᅋし࡚のྜពᙧᡂಁࢆすࠋ

࠼⪄ศの⮬ࠕ ࠖ࠼⪄㞟ᅋのࠕࠊὶしࠖࢆ

ෆ㢟ྡࠕࡿࡼ⪅➹ࠊ࡛ୖࡓࡵ高

ᐜࠖのㄽ⌮ⓗᩚྜᛶࢆ中ᚰホ౯

ࢆし࡚のᐇឤࠖ⪅ㄞࠕ学⩦⪅のࠋࡿ⛣

のᕤ夫ࡵࡓかす⏕のホ౯ࠖ⪅➹ࠕ

⪅ㄞࠕࠊࡽࡀしなᇶࢆ教ᮦࠋࡿ࠼࠸

➹⪅ࠖ┦のどⅬかࡽのὶࢆ㏻し࡚ࠊ

ᮇᚅ࡛ࡀホ౯άື࠸῝࡛ࢡࢵ࣑ࢼࢲ

 ࠋࡿࡁ

㧘橋㐩哉・正木友則（p.103のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（6）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙7）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 6）ࠖ 

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 6

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

811ྕ 7࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.102-103 

࠸࠺ࡑ本ᙜࠕࡀ教師ࡣࠖࡾࡪࡉࡺࠕ 

⪄学⩦⪅のᛮࡸࡇ࠺ၥか㸽ࠖࡿ࠼

ᑐ❧・ⴱ⸨ಁࢆすࠕ㸿か㹀かࠖ࠺࠸学

⩦ㄢ㢟ࡶぢฟࠋࡿࡏ⪅のὶࢆ㏻

し࡚ࠊㄞࡣࡳከᵝ࡛あࢆࡇࡿ学⩦⪅ࡀ

ᐇឤしࠊᥥᚰの㛵ࡾࢃ╔目し

ࡣࡵࡓのࡑࠋࡿࡁᚓ࡛⋓ࢆ᪉ࡳㄞࡓ

なᚲせࡀ❧のᡂࡳ㸿・㹀ࠖ」ᩘのㄞࠕ

ࡾࢃᥥ・ᚰの㛵ࡸ㏙の✵ⓑླྀࠊࡾ

╔目しࠊ学⩦⪅ࡀᛮࡃࡓ࠼⪄ࡎࢃなࡿ学

⩦ㄢ㢟ࡘなࡿࡆ教ᮦ研究の㗦ࡀࡉ㔜

せなࠋࡿ 

㧘橋㐩哉・正木友則（p.103のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（7）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙8）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 6）ࠖ 

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 7

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

812ྕ 8࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.102-103 

㢟目か࠺࠸ࠖࢇࡡࢇࡲ ࢇࡡࢇࡏࠕ 

࡚࠼あࢆࠖ࠸かࡌࡳࠕࡿࢀࢃᛮពእࡽ

✵ⓑすࠊ࡛ࡇࡿ学⩦⪅ࡣリయࢆど

野ධࢆ⬦ᩥࠊࢀㄞࡇࡴなࡇࡇࠋࡿ

授業間（ᅄ༑ࠊࢆ間࠺࠸一年ࠊ࡛

ศ）ఱ間ศ┦ᙜすࡿかィ⟬すࡿά

 ࢇࡡࢇࡏࠕࡣ⪅⩦学ࠊ࡛ࡇࡿࢀධࢆື

ࡾࡼࠊ࡚࠸ࡘࠖࡉࡀなࠕのࠖࢇࡡࢇࡲ

ᐇឤⓗ⌮ゎ࡛ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁస⪅の⾲⌧

の㐪ࠖ࠸Ọࠕࠖ࠸㛗ࠕࡣሙ㠃࡛࠺ၥࢆ

ᒎ㛤ࡧ学ࡿ࠸⏝ࢆᅜㄒ㎡典ࠊな࠸

 ࠋࡿࡁ࡛

㧘橋㐩哉・正木友則（p.103のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

人間－448



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（8）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙9）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 6）ࠖ 

 

 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 8

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

813ྕ 9࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.102-103 

 教ᮦの特ᛶࢆ⏕かしࠖࡃࡰࠕࠊのࠕㄒ

ሙ㠃ࡿࡅお⏺ㄒୡ≀ࠋࡿ目す╔ࠖࡾ

学⩦ㄢ㢟ࡿ㛵すⓏሙ人≀のᚰࡸ

ࡼࠕࡽどⅬか࠺࠸ࠖࡃࡰࠕࠊࡾな␗ࡣ

のࠖࡑ・ฟか࠸ฟか・᎘なᛮ࠸ᛮ࠸

のᚰࠖࡃࡰࠕࠊ࡛ࡇすಁࢆุ᩿࠺࠸

のࡡࡘࡁࠕࠊ࠼加ゎ㔘ࡿ㛵す為⾜ࡸ

ࡼࡾのㄒ࠘ࡃࡰࠗࠕࢆㄒ≀࠺࠸ࠖ❆

 ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇす┤࠼ᤊㄒࠖ≀ࡿ

⪅⩦学ࠊࢆ᪉ࡳㄞࡿ目す╔ࠖࡾㄒࠕ 

ࡀࡇࡿᛂ⏝すの≀ㄒࠊࡏࡉᚓ⋓

㔜せࠋࡿ࠼࠸ 

㧘橋㐩哉・正木友則（p.103のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（9）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙10）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 6）ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 9

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

814ྕ࠘10᭶ྕ明治ᅗ

書 pp.102-103 

 学⩦⪅ࠕࡣ᭶ ༑᭶ࠕࠖ ẚࠕのࠖ

㍑ࠖࡁ⥆ࠊの≀ㄒࡀあࡿのࠕ௬ᐃࠖ

ࡿࢀධど野ࢆసရᵓ㐀యࠊ㏻し࡚ࢆ

㏙のゝⴥかླྀࡸసရᵓ㐀ࠋࡿࡁ࡛ࡀࡇ

ࠕのゎ㔘ࠖࡾンの⮬ศな࣒࣎ࣛࢡࠕࡽ

ၥࡸᛮ㆟ࠖࡾࡦࠕࡓࡗ࠸のㄞ⪅ࠖ

⏺సရୡࠊ࡚⤒ࢆのᙧᡂ࠼⪄し࡚の

ᾐࠕ࡛ࡇࡿ⮬ศの㢟ࠖࢆ⮬ศのゝⴥ

࡛⣳ࡂฟすࡘࡇなࠕࠋࡿࡀかの

ᘵࡣఱࡀぢࡿ࠼ࡇ⪺・ࡿ࠼㸽ࠖࡗ࠸

ὀ目࡛ࡶ࡚❧ᡭࡓ⏝しࢆᬯ㯲知ࡓ

あࠋࡿ 

㧘橋㐩哉・正木友則（p.103のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（10）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙11）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 6）ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 10

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

815ྕ࠘11᭶ྕ明治ᅗ

書 pp.102-103 

 一⯡ⓗࠕࡣ࣓ࢽࠊぢࡶࠖࡿの࡛ࠊ

マンࠕࡣ࢞ㄞࡶࠖࡴのࡣ⪅➹ࠋࡿ࠼࠸

㫽⋇ᡙ⏬࣓ࢽࠕࢆの♽ࠖᤊࡇࡿ࠼

かࠕࠊࡽ㫽⋇ᡙ⏬ࠗࢆぢࠖ࠘ࡿゝ࠼な

➹・教ᮦ࡚ࡗࡼࡳ㢟ྡㄞ࠺࠸ࠊか࠸

㊶本ᐇࠋࡿࡲጞࡀ・ホ౯ྫྷࡿᑐす⪅

࡛の㡰ᗎࡣᚋ⪅࡛あࡀ⪅➹ࠋࡿⴭྡな

ᕤ夫࡛あࡓࡌᛂ特ᛶ࠺࠸సᐙ࣓ࢽ

㏻し࡚⮬ศのࢆ༢元య࡛ࡇのࡑࠊࡾ

㐣⛬のಖࡿὶす・⌧⾲ࠊᙧᡂしࢆ࠼⪄

㞀ࡀᐇ⌧࡛ࠋࡿ࠸࡚ࡁ 

㧘橋㐩哉・正木友則（p.103のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（11）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙12）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 6）ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 11

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

816ྕ࠘12᭶ྕ明治ᅗ

書 pp.102-103 

 中学ᰯẁ㝵ࢆぢᤣ࡚࠼㓄ิࡿࢀࡉᑠ

学ᰯ高学年のㄽㄝᩥ教ᮦ࡛ࠊ学⩦⪅ࡀせ

᪨ࡸ➹⪅のᙇࢆᤊࡣࡇࡿ࠼ᐜ࡛᫆

の⪅➹ࠕࡣ࡛㊶高橋ᐇࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸なࡣ

ゝࡣࡇ࠸ࡓ࠸ఱかࠖ࠺࠸ෆᐜࢆ㑅ᢥ

⫥ᙧᘧ࡛ၥࠊ࠸学⩦⪅ࢀࡒࢀࡑࡀの㑅ᢥ

῝ࡾࡼࠊ࡛ࡇࡿẚ㍑・ྰᐃࠖすࠕࢆ⊫

ࢀࡑࠕࡸのඹឤ度⪅➹ࠋすಁࢆ⪄ᛮ࠸

なࠖࡾのྜࡓࡗ࠸ලయ・ྍど

すࡿ学⩦άືࡶᕤ夫࠸ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉか

学⩦⪅の㢌の中ࢆスࡿࡁ࡛ࣜ࢟ࢵかࡀ

㘽ࠋࡿ࠼࠸ 

㧘橋㐩哉・正木友則（p.103のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

人間－449



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（12）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙1）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 3）ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 12

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

817ྕ 1࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.96-97 

࡛㊶ᐇࡿᡴ◚すࢆࠖࡾࡶࡘࡓࡗศかࠕ 

あࠋࡿᐇࠊࡣ教ᮦあࠕࡿおしࡾのࡇ

ࡇฟすࢆࡁ࠼のࡘࡃࠊࡽかࢁ ࠊࠖ

ࡘࡣ࠺ࡻࡌࠊࡿのあ࠸おࠕࡣࡁ࠼のࡑ

しࡸすࡶࠖ࠸の明ࡽかな࡛ࡅࡔࡓࡗ

かࢃࡀࠖࡅࢃࡿࡁの⾜ิの࡛ࡾあࠕࠊࡣ

⪅ᑠ学⏕のㄞࠋ࠸なࢀษ࠸ゝࡣࡓࡗ

⪅➹ࠊࡵࡓࡿᡤ࡛あ⟠࠸ࡃࡾศかࡣ

ᅵᒃᐇ㊶のࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ加ࡀㄝ明ࡿࡼ

中᰾ࠕࡣㄽの㐍ࡵ᪉ࠖࠕ⤖ㄽࠖのあࡾ

᪉のྫྷあࡿⅬࡀ特㛗ࠋࡿ࠼࠸ 

ᅵᒃ正博・正木友則（p.97のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（13）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙1）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 4）ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 12

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

817ྕ 1࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.98-99 

 ➨一次のࠕ᪂⪺記 ࠊࡣάືࡓ࠸⏝ࠖࢆ

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦ書かࡿ࠸࡚ࢀୡ⏺ࠊ

ᐇ㝿ࡀࡕࡓ⚾⏕άすࡿୡ⏺ࣜࢆン

❧ㄞ⪅のࠋࡿあࡀពᅗࡿす࠺ࡼࡏࡉࢡ

ሙかࠕࡽ一␒す࠼⪄࠸ࡈ（᥎⌮）ࢀࡣ

か ᪂ࠕᐇ㝿のࠋࡿ࠸し࡚ಁࢆุ᩿࠺࠸ࠖ

⪺記ࠖࡓ࠸⏝ࢆάືࡸㄞ⪅の❧ሙかࡽ

のุ᩿ࠊࡣᚋ࠺⾜᪂⪺記⪅⪅➹な

⪺᪂ࡸάື࣮ࣗࣅࢱンの࡚ࡗࡁࡾ

一次か➨ࠋࡿࢀࡉᒎ㛤άືࡿࡵࡲ

࠸᥋⥆し࡚ぢࡀάືࠊ࡛ࡲ次୕➨ࡽ

 ࠋࡿ࠼࠸ࡿ

ᅵ᪉大㍜・正木友則（p.99のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（14）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙1）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 6）ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 29年 12

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

817ྕ 1࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.102-103 

 ㄝ明ⓗᩥ章の学⩦ᣦᑟ研究࡛ࠕࠊࡣศ

かࡸࡾすࠕࡸࠖࡉ⣡ᚓ度ࠖなࠊ学⩦⪅

のෆ㠃あࡿ౯್ᇶ‽ࡶࢆホ౯す

高橋ࠋࡓࡗな࠺ࡼࡿࢀࡉᥦၐࡀ⩦学ࡿ

ᐇ㊶࡛ࠕࠊࡣ⌮ゎ࡛ࡓࡁか࠺か ㈶ࠕࠖ

ẁ㝵のホ౯࠺࠸かࠖ࠺かࡿࡁ࡛ྠ

άື࡛あࠋࡿ➹⪅のពぢࡀ⌮ゎ࡛ࡁなࡅ

すࡸࡾなᢳ㇟ⓗࠋ࠸㞴しࡣホ౯ࠊࡤࢀ

ࢆࣉࢵマࢢンࢽࣙࢩࢪ࣏ࠊࢆホ౯άື࠸

࠺࠸ホ౯ࠖࠕࠋࡿ࠸どし࡚ྍ࡚࠸⏝

学⩦⏝ㄒの⋓ᚓಁࢆすࡶࢁࡇὀ目

࡛あࠋࡿ 

㧘橋㐩哉・正木友則（p.103のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（15）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙2）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 3）ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 1

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

818ྕ 2࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.96-97 

ࠖࡿなࠕࡁ⫈ࢆ⾲教師のⓎࡎࡲ 

ࡽ学⩦⪅かࢆࠖࡉࡼࠕࡔࢇྵࢆᐇឤ࠺࠸

あࢁࡇࡿࡏࡉࡆかࡽ学⩦ᣦᑟࡀスࢱ

♧ᥦࢆヰし᪉ࡽかึ᭱ࡀ教師ࠋࡿすࢺ࣮

しな࣏ࢁࡇ࠸ンࡀࢺあࡑࠋࡿのୖ

なࡔ࠺ࡑ㠃ⓑࠕࡀᡭ┦ࠊ࡛ ࠖࡿなࠕࠖ

Ẽࡉࡼࡿすヰすෆᐜࢆࡇ࠺ᛮ

࡙かࠕࠋࡿࡏヰし᪉ࠖࠕࡸヰすෆᐜࠖの

ᡭព㆑┦ࡀヰしᡭࠊࡎࡏഴᩳかࡽࡕ

ࠖࢢン࣑ࢱࠕෆᐜࠖࠕヰすࠊࡕᣢࢆ

 ࠋࡿ特㛗࡛あࡶࢁࡇࡿす学⩦ෆᐜࢆ

ᅵᒃ正博・正木友則（p.97のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

人間－450



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（16）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙2）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 4）ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 1

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

817ྕ 1࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.98-99 

 学⩦⪅の⏕ά⤒㦂ࡸ᪤᭷知㆑ࢆ学⩦

ᣦᑟά⏝すࡣࡇࡿ㔜せ࡛あࢀࡑࠋࡿ

ࡘࡧ⤖ࢆ⏺ㄝ明ⓗᩥ章のୡά⏕ࠊࡣ

ά⏕ࠊࡃな࡛ࡅࡔࡵࡓࠖࡴㄞࠕࡽࡀなࡅ

のぢ᪉࠼⪄ࡸ᪉ࡓࡗ࠸ୡ⏺ほࢆ᭦᪂

すࡘࡶࡇࡿな࡛ࡵࡓࡿࡀあࠕࠋࡿ౽

࡛ࠖあࠕࠕࡣࡇࡿㄡ࡚ࡗⰋ࠸の

かࠖ࠺࠸➹⪅のၥࢆ࠸学⩦⪅ࡀᐇឤⓗ

授࡛ࡇࡑࠋࡿ㔜せ࡛あࡀࡇࡿㄆ㆑す

業⪅ࢆࠖࡾࡪࡉࡺࠕࡣかࠊ࡛ࡇࡿࡅ᪂

ಁࢆ᪉のᐇឤ࠼⪄・な（➹⪅の）ぢ᪉ࡓ

すࠕࠋ㸿か㹀かࠖ࠺࠸ᑐ❧ᆺの学⩦ㄢ

㢟かࠊࡽ᪂ࡓなࠕ㹁・㹂͐ࠖࡓࡗ࠸⪃

 ࠋ࠸ࡓࡵ῝ࢆࡧ学ࠊしಁࢆࡁẼ࡙ࡸ࠼

⚄野ె子・正木友則（p.99のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（17）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙2）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 6）ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 1

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

818ྕ 2࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.102-103 

 ㄞ⪅（学⩦⪅）の❧ሙࡸⓏሙ人≀（太

一）の❧ሙかࠊࡽⓏሙ人≀のᚰࡸ人≀

ീࠊ㛵ಀᛶࡓࡲࠊయのసရᵓ㐀࠼⪄ࢆ

༢ࡴᐩンࣙࢩエ࣮ࣜࣂ学⩦άືのࡿ

元࡛あࠋࡿᚰࠕࢆ┤᥋ၥࢆࡇࠖ࠺㑊

ࢀࢃᢅࡽ学⩦ᣦᑟ࡛正㠃か࡛ࡲࢀࡇࠊࡅ

Ⅼ↔࡛ࡲᙺࠖ⬥ࠕࡓࡗのなかࡇࡿ

ᙜ࡚ࠊ࡛ࡇࡿㄞ⪅ࡿࡼసရのゎ㔘ࢆ

㇏かし࠺ࡼすࡿពᅗࡀぢࠋࡿࢀࡽ授

業⪅ࡘࡶࡀ学⩦ᣦᑟㄽࡸ教ᮦ研究ࡇࡑࠊ

かࡽᵓࡿࢀࡉ学⩦ㄢ㢟ࠊࡀ学⩦⪅ࡀཧ

加࡛ࠊࡁ⪅の⪃ࠊࡅཷࢆ่⃭࠼ὶ

すࡿ中࡛学ࡿࡵ῝ࢆࡧ目ⓗのࡵࡓす

 ࠋࡿかࢃࡀࡇࡿ࠸㐃ືし࡚࡚

㧘橋㐩哉・正木友則（p.103のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（18）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙3）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 3）ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 2

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

819ྕ 3࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.96-97 

 ㄞ⪅ࠕࡣお࡛ࠖ࠺ࡻࡧࡃな࠸㇋太ࢆ目

のᙜࡾࡓすࡶࡿののࠕࠊᙅ࡛ࡉࡸࡶ

し࠺࠸ࠖࡷࡾࡅᑠぢฟし᭱ᚋの୕⾜

㇋ࠕかࠖࡲࡲの࠺ࡻࡧࡃおࠕࠊ࡚ࡗࡼ

太ࡣኚࡓࡗࢃのかࠖ࠺࠸ၥࢀࡲ⏕ࡀ࠸

学࠺࠸かࠖ࠸ᚲせか・ᚲせ࡛なࠕࠋࡿ

⩦ㄢ㢟ࠊࡣㄝ明ⓗᩥ章教ᮦおࠕ࡚࠸ẁ

ⴠ┦の㛵ಀᛶࠖࡿ࠼⪄ࢆ㝿ά⏝ࢀࡉ

⏕ࡀ⪅ㄞࠊࡣ࡛㊶本ᐇࠊࡀࡿあࡶࡇࡿ

ά⤒㦂࡛ࡲࢀࡇࡸの学⩦࡛⋓ᚓしࡓ知

㆑ࢆᇶࠕ⮬ศの⪃ࢆࠖ࠼⾲⌧すࡵࡓࡿ

 ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝

ᅵᒃ正博・正木友則（p.97のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（19）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙3）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 4）ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 2

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

819ྕ 3࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.98-99 

 学⩦ᣦᑟせ㡿記載のࠕᛮ⪃ຊ・ุ᩿

ຊ・⾲⌧ຊ➼ࠖのࢪ࣮࣓ࠊࡣࠖ➼ࠕ

㇏かㄞࡵࡓࡴのࠕീຊࠖࡿࢀࡲྵࡶ

࡛あࠋ࠺ࢁ≀ㄒの授業おླྀࠊ࡚࠸㏙か

ࠊࡇࡿࡅ㑊ࢆࡳのㄞ✵ࠊࢀ㞳ࡽ

ࡣࡇࡿᤞ࡚ࢆᛶ⬟ྍࡿࡆ広ࢆࢪ࣮࣓

ࠖࢀࡤࢇࡀࠊࢀࡤࢇࡀࠕࠋ࠸なࡣ࡛ࡌྠ

๓ᥦࢆ正⟅のᏑᅾࠊ࡚࠸ࡘモྎ࠺࠸

のࠊㄡのࠕࠊࡃなࡣ学⩦ㄢ㢟࡛ࡿす

ㄞࠕࠊ࠺࠸かࠖ࠸ࡓなኌ࡛㡢ㄞし࠺ࡼ

Ⅼࡿ㔜どすࢆ࠸㢪ࡸ࠸し࡚ࠖのᛮ⪅

特ᚩࡀあࠋࡿ 

ᅵ᪉大㍜・正木友則（p.99のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

人間－451



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

࣮ࣛ・ࣈテࢡࠕ（20）

᭶の学ࡿ࠼ᨭࢆࢢンࢽ

⩦ㄢ㢟授業࡙3）ࡾࡃ

᭶・ᑠ 6）ࠖ 

ඹⴭ ᖹᡂ 30年 2

᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育➨

819ྕ 3࠘᭶ྕ明治ᅗ書

pp.102-103 

 学⩦⪅のయⓗな学ಁࢆࡧすࠊࡵࡓ

学⩦⪅⮬ࠕࡀࡽၥ࠸（学⩦ㄢ㢟）ࠖࡘࢆ

なࡕᣢࢆၥ㢟ࠕ青木ᖿຬẶࠊࡣࡇࡿࡃ

高ࠋࡿ௦⾲ⓗ࡛あࡀᐇ㊶⌮ㄽࠖࡴㄞࡽࡀ

橋Ặのពᅗࡁ࡚ࡆୖࡳ✚࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ

ࡇࠖࡿ㏉ࡾࠕࢆࡧ学⩦⪅⮬㌟の学ࡓ

ࡀ学⩦ㄢ㢟ࡿࡓあㄆࠖ☜ࠕࠋࡿあࢁ

ከࡃな࡛ࡕࡀࡾあ࠸ࠊࡵࡓࡿかࢀࡇࠊ

ࠊࡀఱࠕࠊࡏࡉ㉳ࢆ知㆑ࡓᚓし⋓࡛ࡲ

ࡲホ౯ࠖࠕࡽㄆࠖか☜ࠕのࠖ࠺ࡼの

㔜せ࡛あࡀかࡿࡁព㆑࡛ࡀ⪅⩦学ࠊ࡛

 ࠋࡿ

㧘橋㐩哉・正木友則（p.103のࠕALの࣏

 （ᢸᙜࢆḍࠖࢺン

Ⓨၥ࠘ࡾࡪࡉࡺࠗࠕ（21）

 ࠖព㆑ⓗࢆ
༢ⴭ 

ᖹᡂ 30年 6

᭶ 

教師のチカࣛࠖ⦅㞟ࠕ

ጤဨ⦅ࠗ子ࢆࡶ

教師のチカࠖࡿ育࡚ࠕ

ࣛ࠘季ห 34ྕ᪥本ᶆ

‽ p.44 

 Ⓨၥࠗࠕࠊࡣఱ࠘࠘࠺࡚ࠗ࠸ࡘ

ࠊしࠗ⌧⾲ࠊ࠼⪄ ఱの࠘ࡇࠗ࠘ࡵࡓ

ࡣ⪅⩦学ࠋࡿࢀࡲྵࡀかࠖࡃ࠸࡚ࡗࡶ

す⌧⾲ࠊ࠼⪄࠘࠺࡚ࠗ࠸ࡘఱ࠘ࠗࠕ

ヨࢆ⟆ᛂ࡚ࡗࡼ教師のゝⴥࢆのかࠖࡿ

⪅⩦学ࠊ࠸ἢ授業の目ⓗࠊࡣ教師ࠊࡳ

のⓎゝᩚࢆ⌮しࠊ᪉ྥ࡙࠺ࡇࠋࡿࡅしࡓ

Ⓨၥの㐃㙐ⓗなᵓ㐀ࢆおᩥࠊ࡛ୖࡓ࠼ࡉ

学教ᮦおࡿࡅලయࢆ࠼なࠊࡽࡀᛮ

࠺᥋ၥ┤ࢆᚰࠊ࡛ࡇࡿࡪࡉࡺࢆ⪄

し♧ࢆฟす᪉ἲࡁᘬࢆⓎゝࡿな␗ࡣ

 ࠋࡓ

 

⩦ㄝ明ⓗᩥ章の学ࠕ（22)

ᣦᑟおࡾࡪࡉࡺࡿࡅⓎ

ၥ̿㞟ᅋᛮ⪃の῝・ᣑ

 ௦ⓗᒎ㛤̿ࠖ⌧ࡿᅗࢆ

༢ⴭ 
ᖹᡂ 30年 6

᭶ 

᪥本授業 UD 学⦅㞟

ጤဨ⦅ࠗ授業 UD 研

究࠘➨ 5ྕ pp.16-19 

㏆年ࠊ授業⪅࡛ࡣなࠊࡃ学⩦⪅ྰࠕࡿࡼ

ᐃࠖಁࢆすᐇ㊶ࡸලయࡀᥦฟࡼࡿࢀࡉ

ㄝ明ⓗᩥ章教ᮦのࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗな࠺

ᐇ㊶記ࡓᙜ࡚ࢆⅬ↔の㡰ᗎᛶࠖࠕ

㘓ࢆᇶࡾࡪࡉࡺࠕࠊⓎၥࠖの⌧௦ⓗᒎ

㛤᳨࡚࠸ࡘウしࠋࡓబ⸨ᐇ㊶࡛ࠊࡣ学

᪉ἲࡿᐃࠖすྰࠕࢆ授業⪅のᥦࡀ⪅⩦

ᑠ学ᰯࠊࡣ࡛㊶㧘橋ᐇࠊࡀࡓࢀࡽ᥇ࡀ 3

年⏕࠺࠸学⩦⪅のⓎ㐩ẁ㝵ࢆ㋃࠼ࡲ

ྰࠕࢆ授業⪅ࠖのᥦࠕࡀࠖ⪅➹ࠕࠊ࡚

ᐃࠖす࠺࠸ࡿ௬ⓗな学⩦άືࢆタᐃ

しࡓ⤖ㄽࠋࡓࡅ 

 

ᑟࢆ࠘ࡧ学࠸῝ࠗࠕ（23）

ㄝ明ⓗᩥ章の教ᮦ研究ࡃ

ࡽㄞゎか̿ࡾࡃⓎၥ࡙

᥈究ࢆ᰾しࡓ学ࡧの㌿

ࠖ̿ࢆ 

༢ⴭ 令和元年 8᭶ 

ࠗ教育⛉学ᅜㄒ教育

➨ 836 ྕ࠘8 ᭶ྕ明治

ᅗ書 pp.8-11 

 యⓗ・ᑐヰⓗ࡛ࠊか࠸῝ࠕࡘ学ࠖࡧ

␃ㄞゎᣦᑟのᯟෆࠊࡓࢀධど野ࢆ

学࠸῝ࡓし᰾ࢆ᥈究ࠊࡃなࡣの࡛ࡿࡲ

᥈ࠕࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿあࡀᚲせࡿ㌿すࡧ

究ࠖࠊࢆㄞゎᚋࡿࢀࢃ⾜⿵ຓⓗなㄪ

学⩦ࡵࡲࠊࡸし࡚の⾲⌧άືࡣ␗

なࠊࡾゝㄒ⏕άのྥୖࢆぢᤣࡓ࠼学ࡧの

㐣⛬し࡚ࠊㄝ明ⓗᩥ章教ᮦࠊ࡚࠸⏝ࢆ

学⩦⪅ࡀၥࠊ࠸ⴱ⸨しࠊ⪅ὶしࠊ

ᵝࠎな⪅の㛵ࡾࢃのなか࡛ၥ࠸⥆

♧ࢆのලయࡵࡓࡃ㛤ࢆ⏺なୡࡓ᪂ࠊࡅ

しࠋࡓ 
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教  育  研  究  業  績  書 
令和 2年 3᭶ 31᪥    

   Ặྡ 山田 明広  

研   究   ศ   野 研 究 ෆ ᐜ の ࢻ ࣮ ࣡ ࣮ ࢟ 

ဴ学ᩥࠊ学ᩥࠊ人㢮学 ₎ᩥ学ࠊ中ᅜဴ学ࠊ中ᅜᩥ学ᩥࠊ人㢮学 

教  育  ୖ  の  ⬟  ຊ    㛵  す  ࡿ    㡯 

㡯 年᭶᪥ ᴫ           せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶ 

（㸯）ၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆ㣴ࡵࡓࡿࡏࢃの授業のᐇ㊶ 

 

 

 

 

 

 

 

（㸰）⏬ീ・ᫎീ㈨ᩱࢆά⏝しࡓศかࡸࡾす࠸授業

のᐇ㊶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（㸱）ࣜࣙࢩࢡン࣮ࣃ࣮࣌⏝ࡿࡼ授業ᨵ善の

ᕤ夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 22年 4᭶ 1

᪥㹼ᖹᡂ 24年 3

᭶ 31᪥ 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ20年4᭶1᪥ 

㹼ᖹᡂ 24年 3

᭶ 31᪥・ᖹᡂ

26年 4᭶ 1᪥㹼

ᖹᡂ 30年 3᭶

31᪥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ26年4᭶1᪥ 

㹼ᖹᡂ 30年 3

᭶ 31᪥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉の㠀ᖖ講師し࡚ᖹ

ᡂ22年4᭶㹼ᖹᡂ24年3᭶ᢸᙜしࠕࡓ中ᅜ学₇⩦（ࠖᑓ

㛛教育⛉目ࠊ㸱年次㓄ᙜࠊ㏻年ࠊᚲಟ㸰༢）お࠸

かなテࡲのୖ࡛大ࡑࠊ講⩏しࢆᇶ♏ⓗな知㆑ඛࠊ࡚

࣮マࢆཷ࡚࠼講⏕㡰␒Ⓨ⾲ࡑࠊࡏࡉし࡚ࠊయ

࡛ウㄽࠊྲཱྀࡾࡼࡇࡿࡏࡉ 講⏕ࡽ⮬ၥ㢟ࢆⓎぢし

 ࠋࡓࡏࢃ㣴ࢆຊ⬟࠺࠸ࡿゎỴすࠊㄪᰝしࠊ࠼⪄࡚

 

㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉の㠀ᖖ講師し࡚

ᖹᡂ 20年 4᭶㹼ᖹᡂ 23年 9᭶ᢸᙜしࠕࡓ東ὒ

ẚ㍑ᩥㄽࠖ（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸯年次௨㝆㓄ᙜࠊ

学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）ࠊᖹᡂ 22年 4᭶㹼ᖹᡂ 24

年 3᭶ᢸᙜしࠕࡓ中ᅜ学₇⩦ࠖ（ᑓ㛛教育⛉

目ࠊ㸱年次㓄ᙜࠊ㏻年ࠊᚲಟ㸰༢）ࠊᖹᡂ 26年

4᭶㹼ᖹᡂ 28年 3᭶ᢸᙜしࠕࡓ⌧௦ࢪ᪥

本 1 （ࠖᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ学ᮇࠊ

㑅ᢥ㸰༢）おࠕࡧࡼ⌧௦ࢪ᪥本 2 （ࠖᑓ㛛

教育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ⛅学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢

）ࠊᖹᡂ 28年 4᭶㹼ᖹᡂ 30年 3᭶か࡚ࡅᢸᙜ

しࢪࠕࡓのఏ⤫ᩥ⌧௦Ϩ （ࠖᑓ㛛教育⛉

目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）おࡼ

⛉௦ϩࠖ（ᑓ㛛教育⌧のఏ⤫ᩥࢪࠕࡧ

目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ⛅学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）お

ዉⰋ┴❧་⛉大学་学部教㣴教育部ࠊࡓࡲࠊ࡚࠸

㛛の㠀ᖖ講師し࡚ᖹᡂ 28年 4᭶㹼ᖹᡂ 28年 9

᭶ᢸᙜしᩥࢪࠕࡓㄽࠖ（講⩏⛉目ࠊ㸯年

次㓄ᙜࠊ๓ᮇࠊᚲಟ㸯༢）おࠊ࡚࠸本人ࡀ⌧

ᆅ࡛ᙳしࡓ┿おࡧࡼᫎീ࡚࠸⏝ࢆ中ᅜ・ྎ‴

の᐀教㇟ࢆ中ᚰすࡿㅖᩥࢆゎㄝすࡇࡿ

ࡗなࡃすࡸゎし⌮࡚࠸ࡘ授業ෆᐜࡀ⏕学ࠊࡾࡼ

 ࠋࡓࡗな࠺ࡼࡘᣢࢆ⯆ࠊࡶࡿ࠸࡚

 

㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉の㠀ᖖ講師し࡚

ᖹᡂ 26年 4᭶㹼ᖹᡂ 28年 3᭶ᢸᙜしࠕࡓ⌧௦

᪥本ࢪ 1ࠖ（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄

ᙜࠊ学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）おࠕࡧࡼ⌧௦ࢪ

᪥本 2ࠖ（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ⛅学

ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）ࠊᖹᡂ 28年 4᭶㹼ᖹᡂ 30年 3

᭶か࡚ࡅᢸᙜしࢪࠕࡓのఏ⤫ᩥ⌧௦

Ϩࠖ（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ学ᮇࠊ

㑅ᢥ㸰༢）おࢪࠕࡧࡼのఏ⤫ᩥ⌧௦

ϩࠖ（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ⛅学ᮇࠊ

㑅ᢥ㸰༢）おࠊ࡚࠸ⰼᅬ大学ᩥ学部ᩥ学部᪥

本ᩥ学⛉の㠀ᖖ講師し࡚ᖹᡂ 26年 4᭶㹼ᖹᡂ

30年 3᭶か࡚ࡅᢸᙜしࠕࡓ中ᅜᩥ学史Ϩ （ࠖ講⩏

⛉目ࠊ㸯年次௨㝆㓄ᙜࠊ๓ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢ࠊ中高

㸯✀ᅜㄒ⛉教ဨචチྲྀᚓのࡵࡓの⛉目）おࡧࡼ

ࠊ㸯年次௨㝆㓄ᙜࠊ中ᅜᩥ学史ϩࠖ（講⩏⛉目ࠕ

ᚋᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢ࠊ中高㸯✀ᅜㄒ⛉教ဨචチྲྀᚓ

のࡵࡓの⛉目）おࠊࡓࡲࠊ࡚࠸ዉⰋ┴❧་⛉大

学་学部教㣴教育部㛛の㠀ᖖ講師し࡚ᖹᡂ 28

年 4᭶㹼ᖹᡂ 28年 9᭶ᢸᙜしᩥࢪࠕࡓ

人間－453



 

 

 

 

 

 

 

（㸲）ຠᯝⓗな₎ᩥ教育ἲのᐇ㊶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（㸳）࣏࣮࣡ࣃンࢺのຠᯝⓗά⏝ࡿࡼศかࡸࡾす

 ㊶授業のᐇ࠸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（㸴）࣮ࣇルࡾྲྀࢆࢡ࣮࣡ࢻධࡓࢀຠᯝⓗな授業の

ᐇ㊶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ26年4᭶1᪥ 

㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ26年11᭶27

᪥・ᖹᡂ27年11

᭶30᪥・ᖹᡂ28

年 4᭶㹼ᖹᡂ 30

年3᭶31᪥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ30年4᭶1᪥

㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

 

ㄽࠖ（講⩏⛉目ࠊ㸯年次㓄ᙜࠊ๓ᮇࠊᚲಟ㸯༢

）おࠊ࡚࠸㐺ᐅࣜࣙࢩࢡンࢆ࣮ࣃ࣮࣌⏝

し࡚ཷ講⏕かࡽ授業ᑐすࡿឤ・せᮃ・㉁ၥࢆ

㉁ࡓࢀࡽࡏᐤࠊࡓࡲࠋࡓかし⏕授業ᨵ善ࠊࡁ⪺

ၥࠊࡣ࡚࠸ࡘᚋの授業ྍ࡚⬟な㝈ࡾᅇ⟅すࡿ

なࠊ学⏕のពᛮ㏻ࢆᅗࠋࡓࡗ 

 

ⰼᅬ大学ᩥ学部ᩥ学部᪥本ᩥ学⛉の㠀ᖖ講師し

࡚ᖹᡂ26年4᭶㹼ᖹᡂ30年3᭶20᪥か࡚ࡅᢸᙜしࡓ

㑅ࠊ๓ᮇࠊ㸯年次௨㝆㓄ᙜࠊ学Ϩࠖ（講⩏⛉目ᩥ₍ࠕ

ᢥ㸰༢ࠊ中高㸯✀ᅜㄒ⛉教ဨචチྲྀᚓのࡵࡓの⛉

目）おࠕࡧࡼ₎ᩥ学ϩ （ࠖ講⩏⛉目ࠊ㸯年次௨㝆㓄ᙜࠊ

ᚋᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢ࠊ中高㸯✀ᅜㄒ⛉教ဨචチྲྀᚓのࡓ

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間ࠊ࡚࠸お（の⛉目ࡵ

教育学⛉㠀ᖖ講師し࡚ᖹᡂ28年4᭶㹼ᖹᡂ28年8

᭶かྠࠊࡓࡲࠊ࡚ࡅ大学ྠ学部ྠ学⛉の特任講師

し࡚ᖹᡂ29年4᭶㹼ᖹᡂ29年9᭶かྠࡽࡉࠊ࡚ࡅ大

学ྠ学部ྠ学⛉のᑓ任講師し࡚ᖹᡂ30年4᭶㹼令和

元年9᭶か࡚ࡅᢸᙜしࠕࡓ₎ᩥ学ධ㛛 （ࠖᑓ㛛⛉目ࠊ

㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ๓ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢ࠊ中高㸯✀ᅜㄒ⛉

教ဨචチྲྀᚓのࡵࡓの⛉目）ࠊおྠࡧࡼ大学ྠ学部ྠ

学⛉の特任講師し࡚ᖹᡂ28年9᭶㹼ᖹᡂ30年3᭶

かྠࠊࡓࡲࠊ࡚ࡅ大学ྠ学部ྠ学⛉のᑓ任講師し࡚

ᖹᡂ31年9᭶㹼令和2年3᭶か࡚ࡅᢸᙜしࠕࡓ₎ᩥ学

Ϩ （ࠖᑓ㛛⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊᚋᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢ࠊ

中高㸯✀ᅜㄒ⛉教ဨචチྲྀᚓのࡵࡓの⛉目）お࠸

ⓗ⨶⥙ࡾ一㏻⏕講ཷࢆἲྃᩥ₍ࡧࡼἲおᩥ₍ࠊ࡚

ゎㄝし₇⩦ၥ㢟ࢆゎか࡚ࡏ⌮ゎ・ᐃ╔࡛ୖࡓࡏࡉ₎ᩥ

のᩥ章ㄞゎࠊྲཱྀࡾࡼࡇࡿࡏࢃ⾜ࢆ 講⏕ࡀẚ㍑ⓗ正

☜࡛安ᐃⓗࢆᩥ₍ㄞゎす⬟ྍࡀࡇࡿなࠋࡓࡗ 

 

㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉の㠀ᖖ講師し࡚

ᖹᡂ 26年 4᭶㹼ᖹᡂ 28年 3᭶ᢸᙜしࠕࡓ⌧௦

᪥本ࢪ 2ࠖ（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄

ᙜࠊ⛅学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）のྎࠕࡕ࠺‴の㐨教ᘧ

Ṛ⪅ᩆ῭♩࡚ࠖ࠸ࡘの講⩏おࠊ࡚࠸ᖹᡂ 28

年 9᭶㹼⌧ᅾか࡚ࡅᢸᙜし࡚ࢪࠕࡿ࠸のఏ

⤫ᩥ⌧௦ϩࠖ（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄

ᙜࠊ⛅学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）の講⩏おࡲࠊ࡚࠸

ዉⰋ┴❧་⛉大学་学部教㣴教育部㛛の㠀ᖖࠊࡓ

講師し࡚ᖹᡂ 28年 4᭶㹼ᖹᡂ 28年 9᭶ᢸ

ᙜしᩥࢪࠕࡓㄽࠖ（講⩏⛉目ࠊ㸯年次㓄

ᙜࠊ๓ᮇࠊᚲಟ㸯༢）の講⩏お࣡ࣃࠊ࡚࠸

ά⏝す㠃ⓗࢆࢻスࣛࡓసᡂし࡛ࢺン࣏࣮

ࡲࡃすࡸぢどぬⓗ࡚ࡗ⏕学ࠊࡾࡼࡇࡿ

ࠊの⤖ᯝࡑࠋࡿ࠸ᐇ㊶し࡚ࢆ授業࠸すࡸゎし⌮ࡓ

ዉⰋ┴❧་⛉大学の講⩏お࡚࠸ᐇしࢡࣜࡓ

すࡸࡾศかࡃすࡸぢࠊࡣ࡚࠸お࣮ࣃ࣮࣌ンࣙࢩ

 ࠋࡓࢀࡽࡏከᩘᐤࡀ㢮のពぢࡓࡗ࠸࠸

 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉ᑓ任講師

し࡚ᖹᡂ 30年 4᭶㹼⌧ᅾか࡚ࡅᢸᙜし࡚ࡿ࠸

ࠊルϨ（ᇶ♏）ࠖ（ᑓ㛛⛉目࣮ࢼ࣑ࢮ人間教育学ࠕ

㸱年次㓄ᙜࠊ㏻年ࠊᚲಟ㸲༢）のࠕࠊࡕ࠺中⳹ᅪ

の⚍♭ᩥࠖ㛵すࡿ授業おࠊ࡚࠸ඛ中⳹ᅪ

のᘁ⚍⚄おࡾ⚍ࡿࢀࢃ⾜࡛ࡇࡑࡧࡼ㛵し࡚講

ᶓの㛵ᖇᘁのゼࡧࡼᡞお⚄ࠊのᚋࡑࠊ࠸⾜ࢆ⩏

ၥࡸᶓ中⳹⾤の㛵ᖇㄌࡾ⚍࠺࠸のぢ学࠺⾜ࢆ

な⌧ᆅㄪᰝࠊ࠸⾜ࢆᐇ㝿中⳹ᅪのᘁࡾ⚍ࡸの

ᵝ子ࢆ目すࠊ࡛ࡇࡿ学⏕の授業ෆᐜᑐすࡿ

⌮ゎ度ࡀ大ᖜ高ࠋࡓࡗࡲ 

 

人間－454



㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ 

（㸯）オࣜࢼࢪルࣜࣉンࢺ教ᮦのసᡂ 

 

ᖹᡂ20年4᭶1᪥ 

㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

 

 

㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉の㠀ᖖ講師し࡚

ᖹᡂ 20年 4᭶㹼ᖹᡂ 23年 9᭶ᢸᙜしࠕࡓ東ὒ

ẚ㍑ᩥㄽࠖ（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸯年次௨㝆㓄ᙜࠊ

学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）ࠊᖹᡂ 20年 4᭶㹼ᖹᡂ 22

年 3᭶か࡚ࡅᢸᙜしࠕࡓ中ᅜ学講⩏ aࠖ（ᑓ㛛教

育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）

おࠕࡧࡼ中ᅜ学講⩏ bࠖ（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨

㝆㓄ᙜࠊ学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）ࠊᖹᡂ 22年 4᭶㹼

ᖹᡂ 23年 3᭶ᢸᙜしᩥࢪࠕࡓ研究 1ࠖ

（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ学ᮇࠊ㑅ᢥ

㸰༢）おᩥࢪࠕࡧࡼ研究 2ࠖ（ᑓ㛛教育⛉

目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ⛅学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）ࠊᖹ

ᡂ 23年 4᭶㹼⌧ᅾか࡚ࡅᢸᙜし࡚ࠕࡿ࠸中ᅜᛮ

ᩥㄽ 1ࠖ（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ

学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）おࠕࡧࡼ中ᅜᛮᩥㄽ 2ࠖ

（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ⛅学ᮇࠊ㑅ᢥ

㸰༢）ࠊᖹᡂ 24年 4᭶㹼ᖹᡂ 25年 9᭶ᢸᙜ

しࠕࡓ₎Ꮠ・₎ᩥㄽ㸯 （ࠖᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨

㝆㓄ᙜࠊ学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）ࠊᖹᡂ 26年 4᭶㹼

ᖹᡂ 28年 3᭶ᢸᙜしࠕࡓ⌧௦ࢪ᪥本 1ࠖ

（ᑓ㛛教育⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ学ᮇࠊ㑅ᢥ

㸰༢）おࠕࡧࡼ⌧௦ࢪ᪥本 2ࠖ（ᑓ㛛教育

⛉目ࠊ㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ⛅学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）ࠊ

ᖹᡂ 28年 4᭶㹼ᖹᡂ 30年 3᭶か࡚ࡅᢸᙜしࡓ

ࠊ௦Ϩࠖ（ᑓ㛛教育⛉目⌧のఏ⤫ᩥࢪࠕ

㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）おࡧࡼ

ࠊ௦ϩࠖ（ᑓ㛛教育⛉目⌧のఏ⤫ᩥࢪࠕ

㸰年次௨㝆㓄ᙜࠊ⛅学ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢）お࠸

ⰼᅬ大学ᩥ学部ᩥ学部᪥本ᩥ学⛉の㠀ᖖ講ࠊ࡚

師し࡚ᖹᡂ 26年 4᭶㹼ᖹᡂ 30年 3᭶か࡚ࡅ

ᢸᙜしࠕࡓ中ᅜᩥ学史Ϩࠖ（講⩏⛉目ࠊ㸯年次௨

㝆㓄ᙜࠊ๓ᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢ࠊ中高㸯✀ᅜㄒ⛉教ဨ

චチྲྀᚓのࡵࡓの⛉目）おࠕࡧࡼ中ᅜᩥ学史ϩࠖ

（講⩏⛉目ࠊ㸯年次௨㝆㓄ᙜࠊᚋᮇࠊ㑅ᢥ㸰༢

ࠊ中高㸯✀ᅜㄒ⛉教ဨචチྲྀᚓのࡵࡓの⛉目）

ዉⰋ┴❧་⛉大学་学部教㣴教ࠊࡓࡲࠊ࡚࠸お

育部㛛の㠀ᖖ講師し࡚ᖹᡂ 28年 4᭶㹼ᖹᡂ 28

年 9᭶ᢸᙜしᩥࢪࠕࡓㄽࠖ（講⩏⛉目ࠊ

㸯年次㓄ᙜࠊ๓ᮇࠊᚲಟ㸯༢）おࠊ࡚࠸ẖ

間ࠊ๓せⅬࡓࡵࡲࢆオࣜࢼࢪルのࣜࣉンࢺ

ࡇࡿ⏝し࡚講⩏すࢆࢺンࣜࣉのࡑࠊసᡂしࢆ

 ࠋࡿ࠸㈨し࡚学⏕の⌮ゎࠊ࡛

 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯ 

（㸯）㏆␥大学⤒῭学部ᅜ㝿⤒῭学⛉ᖹᡂ24年度ᚋᮇ

 ࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ⏕学ࡿࡅお

 

 

 

 

 

 

（㸰）㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉ᖹᡂ26年度学ᮇ

 ࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ⏕学ࡿࡅお

 

 

 

 

 

 

 

 
ᖹᡂ 25年 3᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 26年 9᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ中ᅜㄒࠕ 2ࠖおࠕࡧࡼᇶ♏中ᅜ

ㄒϩࠖཷ࡚࠸ࡘ講学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ン࣮ࢣ

授業ෆᐜࠕࡶ࡚࠸おの⛉目ࢀࡎ࠸ࠊᐇしࢆࢺ

㸶ࡀ⏕学ࡓ࠼⟆満㊊ࠖࡰࠕし࠸満㊊ࠖな

௨ୖࢆ༨ࡓ࠸࡚ࡵかࠊ学⏕かࠕࡽㄝ明ࡀᑀ࡛

ศかࡸࡾすࠖ࠸な࣓ࢥࡓࡗ࠸ンࡀࢺከᩘᐤࡏ

 ࠋࡓࢀࡽᚓࡀホ౯࠸高ࠊなࡿࢀࡽ

 

中ᅜᛮᩥㄽࠕ 1ࠖおࠕࡧࡼ⌧௦ࢪ᪥本

ࢆࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ⏕講学ཷ࡚࠸ࡘ1ࠖ

ᐇしࢀࡎ࠸ࠊの⛉目ࢇࡶの㡯目お࡚࠸

ホ౯ᖹ均ࡀ 4.0（満Ⅼ 5.0）௨ୖ࡛あࠋࡓࡗ特ࠊ

の࡛ࡶࡿព⩏のあࡣの授業ࡇしุ࡚᩿ⓗྜ⥲ࠕ

あ࠺࠸ࠖࡓࡗ㡯目ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ中ᅜᛮᩥ

ㄽ ࡀホ౯ᖹ均ࡣ1࡛ࠖ ᪥本ࢪ௦⌧ࠕࠊ4.1

ࡀホ౯ᖹ均ࡣ2࡛ࠖ 学のᖹࡶࢀࡎ࠸ࠊࡾな4.1

均࡛あࡿ  ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼㉸ࢆ4.0

人間－455



（㸱）㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉ᖹᡂ26年度⛅学ᮇ

 ࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ⏕学ࡿࡅお

 

 

 

 

 

 

（㸲）㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉ᖹᡂ27年度学ᮇ

 ࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ⏕学ࡿࡅお

 

 

 

 

 

 

（㸳）㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉ᖹᡂ27年度⛅学ᮇ

 ࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ⏕学ࡿࡅお

 

 

 

 

 

 

（㸴）㏆␥大学ἲ学部ᖹᡂ27年度ᚋᮇおࡿࡅ学⏕

 ࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ

 

 

 

 

 

 

（㸵）ⰼᅬ大学ᩥ学部᪥本ᩥ学⛉ᖹᡂ27年度ᚋᮇお

 ࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ⏕学ࡿࡅ

 

 

 

 

 

 

 

（㸶）ዉⰋ┴❧་⛉大学་学部┳ㆤ学⛉ᖹᡂ27年度

おࡿࡅ学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣ 

 

 

 

 

（㸷）ዉⰋ教育大学ᖹᡂ28年度๓ᮇおࡿࡅ学⏕ࡼ

 ࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿ

 

 

 

 

 

（10）ዉⰋ┴❧་⛉大学་学部┳ㆤ学⛉ᖹᡂ28年度

おࡿࡅ学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢺ࣮ࢣ 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 27年 3᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 27年 9᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 28年 3᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 28年 3᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 28年 3᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 28年 3᭶ 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 28年 9᭶ 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 28年 9᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

中ᅜᛮᩥㄽࠕ 2ࠖおࠕࡧࡼ⌧௦ࢪ᪥本

ࢆࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ⏕講学ཷ࡚࠸ࡘ2ࠖ

ᐇしࠕࠊ⥲ྜⓗุ᩿し࡚ࡇの授業ࡣព⩏のあࡿ

ࡀのホ౯ᖹ均࡚࠸ࡘ㡯目࠺࠸ࠖࡓࡗの࡛あࡶ

中ᅜᛮᩥㄽࠕ ࡣ2࡛ࠖ ࢪ௦⌧ࠕࠊ4.1

᪥本 ࡣ2࡛ࠖ ࡶ࡚࠸おの⛉目ࢀࡎ࠸ࠊࡾな4.2

学のᖹ均  ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼㉸ࢆ4.0

 

中ᅜᛮᩥㄽࠕ 授業ࡿࡼ⏕講学ཷ࡚࠸ࡘ1ࠖ

ホ౯ンࢆࢺ࣮ࢣᐇしࠊከࡃの㡯目おࡑ࡚࠸

のホ౯ᖹ均ࡀ学ᖹ均おᩥࡧࡼ学部ᖹ均ࢆ㉸࠼

ព⩏のあࡣの授業ࡇしุ࡚᩿ⓗྜ⥲ࠕࠊ特ࠋࡓ

ホ౯ᖹࠊࡣ࡚࠸ࡘ㡯目࠺࠸ࠖࡓࡗの࡛あࡶࡿ

均ࡀ 学ᖹ均ࠊࡾな4.2 4.0おᩥࡧࡼ学部ᖹ均

 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼㉸ࢆ4.1

 

中ᅜᛮᩥㄽࠕ 授業ࡿࡼ⏕講学ཷ࡚࠸ࡘ2ࠖ

ホ౯ンࢆࢺ࣮ࢣᐇしࢇࠊの㡯目お࠸

㉸ࢆ学部ᖹ均ᩥࡧࡼ学ᖹ均おࡀのホ౯ᖹ均ࡑ࡚

ព⩏のࡣの授業ࡇしุ࡚᩿ⓗྜ⥲ࠕࠊ特ࠋࡓ࠼

あࡶࡿの࡛あ࠺࠸ࠖࡓࡗ㡯目ࠊࡣ࡚࠸ࡘホ౯

ᖹ均ࡀ 学ᖹ均ࠊࡾな4.2 4.0おᩥࡧࡼ学部ᖹ

均  ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼㉸ࢆ4.1

 

ྜ⥲中ᅜㄒࠕ 授業ホ౯ࡿࡼ⏕講学ཷ࡚࠸ࡘ2ࠖ

ࢆの教ဨの授業ࡇࠕࠊᐇしࢆࢺ࣮ࢣン 10Ⅼἲ

࡛ホ౯し࡚ୗ࠺࠸ࠖ࠸ࡉ㡯目࡚࠸ࡘのᖹ均್

ࡀ ⛉目ᖹ均のࠊࡾな8.6 ࡀࡇࡿ࠼㉸ࢆ8.3

ࡸࠖࡓࡗすかࡸࡾศかࡶ࡚ࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛

ࡀࢺン࣓ࢥ㢮のࡓࡗ࠸ࠖࡓࡗᑀ࡛あࡀㄝ明ࠕ

ከᩘᐤࡿࢀࡽࡏなࠊ高࠸ホ౯ࡀᚓࠋࡓࢀࡽ 

 

ཷ࡚࠸ࡘ中ᅜᩥ学史ϩࠖࠕࡧࡼ学ϩࠖおᩥ₍ࠕ

講学⏕ࡿࡼ授業ホ౯ンࢆࢺ࣮ࢣᐇしࡎ࠸ࠊ

ホࡿࡼ⏕学࡚࠸おの㡯目ࢇࡶの⛉目ࢀ

౯のᖹ均್ࡀ学ᖹ均ࢆ㉸ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼特

ࢆ⇕ࡸព⇕ࡳ⤌ࡾྲྀࡿᑐすඛ⏕の授業ࠕࠊ

ឤࡲࢀࡽࡌすかࠖ࠺࠸㡯目ࠊࡣ࡚࠸ࡘ๓⪅ࡀ

4.0（満Ⅼ ࡀ⪅ᚋࠊ（5.0 ẚ㍑ⓗ高ࡶࢀࡎ࠸4.28

 ࠋࡓࢀࡽᚓࡀホ౯࠸

 

ン授業ホ౯ࡿࡼ⏕講学ཷ࡚࠸ࡘ中ᅜㄒࠖࠕ

ࡗ授業࡛あࡿࡁ満㊊࡛ⓗྜ⥲ࠕࠊᐇしࢆࢺ࣮ࢣ

ࡀのᖹ均್࡚࠸ࡘ㡯目࠺࠸ࠖࡓ 4.57（満Ⅼ

యᖹ均ࠊࡾな（5.0 ࠊなࡿ࠼㉸ࡃࡁ大ࢆ4.1

高࠸ホ౯ࡀᚓࠋࡓࢀࡽ 

 
講学ཷ࡚࠸ࡘ学特ㄽࠖᩥ₍ࠕࡧࡼ中ᅜㄒࠖおࠕ

୧⛉目ࠊᐇしࢆࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ⏕

ホ౯のᖹ均ࡿࡼ⏕学࡚࠸おの㡯目ࢇࡶ

かࢃࠕࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ࠼㉸ࢆ学ᖹ均ࡀ್

ࡀࢺン࣓ࢥ㢮のࡓࡗ࠸ࠖࡓࡗ授業࡛あ࠸すࡸࡾ

ከᩘᐤࡿࢀࡽࡏなࠊ高࠸ホ౯ࡀᚓࠋࡓࢀࡽ 

 

授業ホࡿࡼ⏕講学ཷ࡚࠸ࡘㄽࠖᩥࢪࠕ

౯ンࢆࢺ࣮ࢣᐇしࢇࠊの㡯目お࡚࠸

学⏕ࡿࡼホ౯のᖹ均್ࡀ学ᖹ均ࢆ㉸ࡇࡿ࠼

テ࣮マ࡛ࡇࡿࡅཷࢆ授業ࠕࠊ特ࠋࡓࡁ࡛ࡀ

ⓗྜ⥲ࠕࡧࡼおࠖࡓᣢ࡚ࢆ・㛵ᚰ⯆ࡾࡼ࡚࠸ࡘ

㡯目のᖹ均್࠺࠸ࠖࡓࡗ授業࡛あࡿࡁ満㊊࡛

ࡶࡀ 4.0㏆ࡃなࡿなẚ㍑ⓗ高࠸ホ౯ࡀᚓࡽ

 ࠋࡓࢀ

人間－456



（11）ዉⰋ学ᅬ大学ᖹᡂ29年度おࡿࡅ学⏕ࡿࡼ授

業ホ౯ンࢺ࣮ࢣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）㛵西学㝔大学♫学部ᖹᡂ 29年度学ᮇお

 ࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ⏕学ࡿࡅ

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 29年 9᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 29年 9᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

授業ホ౯ࡿࡼ⏕講学ཷ࡚࠸ࡘ学ධ㛛ࠖᩥ₍ࠕ

ᙜ࡚࠸おの㡯目ࢇࠊᐇしࢆࢺ࣮ࢣン

ヱ⛉目のᖹ均್ࡀయのᖹ均್ࢆ㉸࡛ࡀࡇࡿ࠼

ࡧࡼពḧࠖおࡸព⇕ࡿᑐす授業ࠕࠊ特ࠋࡓࡁ

4ẁ㝵中ࠊ࡚࠸ࡘ᪉ࠖの㡯目࠸᭷ຠな間のࠕ

ୖࡃࡁ大ࢆయᖹ均ࠊࢀࡽᚓࡀホ౯࠸高࠺࠸3.6

ᅇࡑࠋࡓࡗし࡚ࡑࠊの⤖ᯝࠊ⥲ྜホ౯࡛ࡶ 4ẁ㝵

中 ᚓࡀ高ホ౯ࡿᅇୖࡃࡁ大ࢆయᖹ均࠺࠸3.5

 ࠋࡓࢀࡽ

 

講学ཷ࡚࠸ࡘ中ᅜㄒϪࠖࠕࡧࡼ中ᅜㄒϨࠖおࠕ

ࢇࠊᐇしࢆࢺ࣮ࢣン授業ホ౯ࡿࡼ⏕

の㡯目おࡑ࡚࠸のホ౯ᖹ均ࡀ学ᖹ均おࡧࡼ学

部ᖹ均ࢆ㉸ࠋࡓ࠸࡚࠼特ࠕࠊあなࠊࡣࡓయ

し࡚ࡇの授業満㊊し࡚ࡲ࠸すかࠖ࠺࠸㡯目

ࡀ⪅๓ࠊࡣ࡚࠸ࡘ ࡀ⪅ᚋࠊ4.6 満Ⅼࡶࢀࡎ࠸）4.9

 ࠋࡓࢀࡽᚓࡀホ౯࠸高ࡾかなࡶࢀࡎ࠸（5.0

 

㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯 

ࠝ♫人ᑐ㇟の講₇ࠞ 

（㸯）ྎ‴の㐨教の⌧≧㐨教♩࡚࠸ࡘ 

 

 

 

 

 

 

（㸰）ዉⰋ学ᅬ大学බ㛤講ᗙࠕ⋤ᑎ⏫ࡿ࣮ࡾカࣞࢵ

 講₇ࡿࡅお2019年度➨3ᅇࠖࢪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ࠝᒎぴのゎㄝの⩻ヂࠞ 

（㸯）ࠕ㐨教ಙ௮ᩥ特ᒎࠖのゎㄝの᪥本ㄒヂ 

 

 

 

 

 

ࠝᾏእ研ಟの⏬ࠞ 

（㸯）ྎࠕ‴研ಟࠖࣉロ࣒ࣛࢢのᥦ⏬ 

 

 

 

 

ᖹᡂ27年9᭶11

᪥ 

 

 

 

 

 

令和元年 6᭶ 29

᪥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ28年11᭶5᪥

㹼ᖹᡂ29年2᭶19

᪥ 

 

 

 

 

令和元年5᭶29

᪥㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

 

 

 

大㜰᪥中友ዲ༠のᨭのୗ࡛タ❧ࡽࡃࠕࡓࢀࡉし

の智恵㸸㐨教ぶしࡴ のࠖ➨3ᅇྜおࠊ࡚࠸ᙜ

のせㄳࡾࡼ一⯡ྥࡓࡗ⾜ࡅ講₇ࠊࡎࡲࠋ中ᅜ

㐨教のṔ史࡚࠸ࡘゐ࡛ࡇࡿࢀ㐨教࠸ࡣかな

㐨教ಙࡿかな࠸ᅾ⌧ࡣ࡛‴ྎࠊᚋࡓ教か⤂介し᐀ࡿ

௮ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀか♩ࢆ中ᚰㄝ明しࠋࡓ 

 

ዉⰋ学ᅬ大学ࡀ⋤ᑎ⏫ᥦᦠし࡚ẖ年⾜ࡿ࠸࡚ࡗ

බ㛤講ᗙࠕ⋤ᑎ⏫ࡿ࣮ࡾカࣞࠖࢪࢵの 2019年度

➨ 3ᅇお࡚࠸講師ྎࠕࠊࡵົࢆ‴のᡶ࠸の

し࡚ྎ‴༡部࡛࡚テ࣮マ࠺࠸ࠖ ࡾ⚍

の࡚࠸ࡘࡾ⚍࠺࠸㔁⋥ࡿࢀࢃ⾜ࡵࡓ࠺ᡶࢆ

講₇ࡿࢀࢃ⾜ࡀࡾ⚍ࠊࡎࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆᘁ࡚࠸ࡘ

ㄝ明しࠊᘁ࡛⾜ࠎ✀ࢀࢃのάື࡚࠸ࡘㄝ明しࡓ

ᚋࠊ⋤㔁࠸ࡣかな࡛ࡾ⚍ࡿあࡑࠊࡾの中ᚰな

な㐨࠺ࡼのࠊ࡛⚄な࠺ࡼのࡣ⚄࠺࠸√⋥ࡿ

教おࡧࡼẸ間ಙ௮の♩ࡸάືࡿࢀࢃ⾜ࡀのかࠊ

┿ࡸᫎീ࡚࠸⏝ࢆゎㄝしࠋࡓ 

 

 

ྎ༡ᕷᩥᒁദྎࡾࡼ‴ྎ༡ᕷ㒯ᡂຌᩥ≀㤋

㐨ἲⴙ㇟ؐ㐨教ಙ௮ᩥ特ᒎࠕ࡚ ࡛ࡇࡑࠊࢀࢃ⾜ࡀࠖ

⏝ᮤࡓࢀࡉ㇏ᴅ教授ࡿࡼ中ᅜㄒのゎㄝᩥࢆす

࡚᪥本ㄒ⩻ヂしࡑࠊの⤖ᯝࠊ᪥本ㄒࡿࡼゎㄝᩥ

 ࠋࡓࢀࡉ⏝し࡚

 

 

ዉⰋ学ᅬ大学の学⏕ྥࡅのྎࠕ‴研ಟࠖྠࢆ大学学

㛗ᥦしࠊࢁࡇࡓ学㛗のᨭᣢࢆᚓࠊ目ୗࠊ学㛗

ᨭのୗࠊ松井典夫教授ඹྠ࡛ࣉロ࣒ࣛࢢࢆ

⏬し࡚ࠋࡿ࠸本研ಟࠊࡣㄒ学（中ᅜㄒ）⩦ᚓ㔜ࡁ

╔㌟ࢆし࡚ᚲせな㈨㉁教師ࠊࡃなࡣの࡛ࡃ⨨ࢆ

ᚑ᮶のᾏእ研ಟࠊࡾお࡚࠸⨨ࢆࡁ㔜Ⅼ࠺࠸ࡿࡅ

ࠋࡿணᐃ࡛あࡿすのࡶࡿなࡇࡃࡁ大ࡀෆᐜࡣ

す࡛ࡅཷධࢀඛೃ⿵࡛あྠࠊࡾ大学のᥦᦠᰯ࡛あ

࡚࠼ఏ࡚࠸ࡘのⅬࡇゼၥし࡚ࢆᒊ東⛉ᢏ大学ࡿ

おࠊࡾᢎࢆᚓ࡚おࠋࡿ࠸⌧ᅾྠࠊ大学のᨭࡶᚓ

なࣉࠊࡽࡀロࢆ࣒ࣛࢢ⏬し࡚ࠋࡿ࠸ 

 

人間－457



ࠝ㹄㹂研ಟおࡿࡅሗ࿌ࠞ 

（㸯）ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部㹄㹂研ಟおࡿࡅ

ሗ࿌ 

ࠝ␃学⏕のᣦᑟࠞ 

（㸯）ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉特ู

⫈講⏕のㄢ㢟研究ᣦᑟ 

ᖹᡂ30年8᭶3᪥ 

ᖹᡂ29年6᭶ 

㹼ᖹᡂ31年2᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部ᖹᡂ㸱㸮年度➨㸰ᅇ㹄

㹂研ಟおࠊ࡚࠸講⩏ᆺの授業ࢡテࣈ

学⏕の授業ෆᐜ⌮ゎࡣ࡛ᆺの授業ࢢンࢽ࣮ࣛ

松井典夫おࠊ࡚࠸ࡘかࡿࢀࡽぢࡀな┦㐪࠺ࡼの

୧ࡀ岡村季光ࠋࡓࡗ⾜ࢆඹྠ࡛ሗ࿌岡村季光ࡧࡼ

ࡗ⾜授業の᭱ᚋྛࠊᐇしᐇ㝿ࢆの授業ࣉࢱ

࠸ࡿẚ㍑すࢆの⤖ᯝࢺᑠテス࠺ၥࢆ授業ෆᐜࡓ

ࠊㄪᰝの⤖ᯝࠋࡓሗ࿌しࢆの⤖ᯝࡑࠊ᪉ἲ࡛ㄪᰝし࠺

講⩏ᆺの授業ࢡテࢽ࣮ࣛࣈンࢢᆺの授

業ࡣ࡛学⏕の⌮ゎ度大ᕪࡣぢࢀࡽな࠺࠸࠸

⤖ㄽ㐩すࢡࠊࡶࡿテࢽ࣮ࣛࣈンࢆࢢຠ

ᯝⓗࠊࡣ࠺⾜あࡿ⛬度の知㆑の⩦ᚓࡀᚲせ࡛あ

ࠋࡓᥦゝしࡿ

ᖹᡂ29年度ࡣ⸽ᕞ⛉ᢏ大学かࡽ᮶ࡓ特ู⫈講⏕㸯

ྡのࠕ᪥本ㄯᩥ࡚ࠗ̿࠸ࡘክ༑ኪ࠘ࢆ中ᚰ

東᪉ᢏࡧࡼおࠊテ࣮マのㄢ㢟研究のసᡂ࠺࠸ࠖ̿

⾡学㝔かࡽ᮶ࡓ特ู⫈講⏕㸯ྡのࠕிᴟኟᙪసရか

ࠖࡿぢ࠸❚ࢆステ࣮ࣜᑠㄝのⓎᒎ࣑中᪥୧ᅜのࡽ

ᖹࠊࡓࡲࠋࡓᣦᑟしࢆテ࣮マのㄢ㢟研究のసᡂ࠺࠸

ᡂ30年度ࠊࡣ⸽ᕞ⛉ᢏ大学かࡽ᮶ࡓ特ู⫈講⏕㸯

ྡのࠕ中᪥⚙᐀ᑎ㝔のẚ㍑ࠖ࠺࠸テ࣮マのㄢ㢟研

究のసᡂࢆᣦᑟしࠋࡓ 

㸳 ࡑの 

ࠝ⛉目ᢸᙜᐇ績ࠞ 

（㸯）㛵西大学おࡿࡅ中ᅜᛮ史㛵すࡿ講⩏

（㸰）㛵西大学おࡿࡅ⌧௦の東ࢪの᐀教ᩥ

㛵すࡿ講⩏ 

ᖹᡂ20年4᭶1᪥

㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

ᖹᡂ20年4᭶1᪥

㹼ᖹᡂ23年9᭶ 

20᪥・ᖹᡂ26年4

᭶1᪥㹼ᖹᡂ30年

3᭶20᪥ 

㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉の㠀ᖖ講師し࡚ࠊ

ᖹᡂ20年4᭶㹼ᖹᡂ22年3᭶ࠕ中ᅜ学講⩏a,bࠖࠊࢆ

ᖹᡂ22年4᭶㹼ᖹᡂ23年3᭶ᩥࢪࠕ研究1,2ࠖ

,中ᅜᛮᩥㄽ1ࠕ࡚ࡅかᖹᡂ23年4᭶㹼⌧ᅾࠊࢆ

ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⩏講ࡿ㛵す中ᅜᛮ史ࠊᢸᙜしࢆ2ࠖ

の中ᅜᛮ࡛ࡲ明௦ࡽඛ⛙かࠊࡶ࡚࠸おの⛉目ࢀࡎ࠸

・᐀教࡚࠸ࡘ൲教・教・㐨教の୕教ࢆᇶ㍈㏻

史ⓗ講⩏し࡚ࠊࡀࡿ࠸ᛮ・᐀教のࡳなࡑࡎࡽの⫼

ᬒあࡿ♫ⓗᩥⓗ㇟ࡶ࡚࠸ࡘㄝ明すࡿな

し࡚ཷࠊ講⏕ࡀ⌮ゎしࡸすࡃな࠺ࡼࡿᕤ夫し࡚ࠋࡿ࠸ 

㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉の㠀ᖖ講師し࡚ࠊᖹ

ᡂ20年4᭶㹼ᖹᡂ23年9᭶ࠕ東ὒẚ㍑ᩥㄽ （ࠖ学

ᮇのࡳ㛤講⛉目）ࠊࢆᖹᡂ26年4᭶㹼ᖹᡂ28年3᭶ࠕ⌧

௦ࢪ᪥本1,2ࠖࠊࢆᖹᡂ28年4᭶㹼ᖹᡂ30年3᭶

௦Ϩ,ϩ⌧のఏ⤫ᩥࢪࠕ しࠊᢸᙜしࠖࢆ

࡚⌧௦の東ࢪの᐀教ᩥ㛵すࡿ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

本人ࡀ⌧ᆅㄪᰝ࡚ࡗ⾜ࢆ㞟しࡓ⏬ീ・ᫎീ㈨ᩱࢆ⏝

ࠊしཱྀ࡚ྲࡾࡓࡏぢࢆ⏬ᫎࡿࢃ㛵講⩏のテ࣮マࡾࡓ࠸

講⏕の⯆ࢆႏ㉳࡛࠺ࡼࡿࡁᕤ夫しࠋࡓ授業お࡚࠸

⏝ࡀീ・ᫎീ㈨ᩱ⏬ࠊࡣ࣮ࣃ࣮࣌ンࣙࢩࢡࣜ࠺⾜

 ࠋࡓࢀࡽከᩘぢࡀの㡪࠸すࡸࡾศか࡚࠸࡚ࢀࡽ࠸

人間－458



（㸱）㏆␥大学おึࡿࡅ⣭中ᅜㄒ㛵すࡿ講⩏

（㸲）㛵西大学おࡿࡅ中ᅜ学ᑓಟ3年次⏕ᑐすࡿ

₇⩦⛉目

（㸳）㏆␥大学おࡿࡅ中⣭中ᅜㄒ㛵すࡿ講⩏

（㸴）㏆␥大学おࡿࡅ中ᅜㄒヰ㛵すࡿ講⩏

ᖹᡂ21年4᭶1᪥

㹼ᖹᡂ28年9᭶ 

15᪥ 

ᖹᡂ22年4᭶1᪥

㹼ᖹᡂ24年9᭶ 

20᪥ 

ᖹᡂ22年4᭶1᪥

㹼ᖹᡂ28年3᭶ 

31᪥ 

ᖹᡂ23年4᭶1᪥

㹼ᖹᡂ28年9᭶ 

15᪥ 

㏆␥大学⤒῭学部ᅜ㝿⤒῭学⛉の㠀ᖖ講師し

࡚ᑓ㛛⛉目ࠕᇶ♏中ᅜㄒϨ,ϩ （ࠖᖹᡂ21年4᭶㹼ᖹᡂ）

Ⴀ学部・ἲ学部・⌮ᕤ学部教㣴・ᇶ♏教育部㛛⤒ࠊࢆ

㠀ᖖ講師し࡚እᅜㄒ⛉目ࠕ中ᅜㄒ⥲ྜ1,2 （ࠖ⤒Ⴀ

学部㸸ᖹᡂ22年4᭶㹼ᖹᡂ23年3᭶ࠊἲ学部㸸ᖹᡂ24年

4᭶㹼⌧ᅾࠊ⌮ᕤ学部㸸ᖹᡂ28年4᭶㹼⌧ᅾ）ࢆᢸᙜしࠊ

大学1年次⏕ᑐし࡚ึ⣭中ᅜㄒࢆ講⩏しࡃ⪺ࠋࡓ・ヰ

す・ㄞࡴ・書ࡓࡗ࠸ࡃ⬟ຊࣛࣂࢆンスࡃࡼ㌟ࡅ

࠸⏝ࢆ教ᮦࢢンࢽスࣜࡎࡽなࡳ教⛉書のࠊ࠺ࡼࡿࢀࡽ

ᕤ夫しࢆ᪉ࡵ授業の㐍なࡿすࡾࡓࡏࡉࢆᑐヰࠊࡾࡓ

 ࠋࡓ

㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉の㠀ᖖ講師し࡚ࠊ

ᖹᡂ22年4᭶㹼ᖹᡂ24年3᭶ࠕ中ᅜ学₇⩦ࠖ（㏻年）

3࣑ࠖࢮ中ᅜ学ᑓಟࠕᖹᡂ24年4᭶㹼ᖹᡂ24年9᭶ࠊࢆ

（学ᮇのࡳᢸᙜ）ࢆᢸᙜしࠊ中ᅜ学ᑓಟ3年次の学⏕

ࡶࡿ࠼教ࢆᚲせなሗ・知㆑➹ᑐし࡚༞ㄽᇳ

㎡書のࠊ⣴の᪉᳨⫣ᩥࠋࡓࡏࢃ㣴ࢆᚲせな⬟ຊࠊ

ᘬࡁ᪉ࠊ中ᅜᛮ・᐀教㛵すࡿᇶ♏知㆑ࢆ講⩏し࡚

༞ㄽᇳ➹ᚲせな知㆑ࢆ㌟ࡑࠊࡏࡉࡅのᚋࠊ₎ᩥ

ㄞゎ࡚ࡗ⾜ࢆ༞ㄽᇳ➹ᚲせなᩥ⊩ㄞゎຊࢆ㣴ࠊࡏࢃ

᭱ᚋㄽᩥの書ࡁ᪉࡚࠸ࡘ講⩏し࡚かཷࡽ講⏕の

㛵ᚰあࡿテ࣮マ࡚࠸ࡘⓎ⾲ࠊࡏࡉయ࡛ウㄽࡿࡏࡉ

 ࠋࡓࡏࡉႏ㉳ࢆၥ㢟ព㆑࡛ࡇ

㏆␥大学⏕≀⌮ᕤ学部教㣴・ᇶ♏教育部㛛㠀ᖖ講

師し࡚ᖹᡂ22年4᭶㹼ᖹᡂ23年3᭶ࠕ中ᅜㄒᛂ⏝

Ϩ,ϩ ᕤ学部教㣴・ᇶ♏教育部㛛㠀ᖖ講師⌮ࠊࠖࢆ

し࡚ᖹᡂ23年4᭶㹼ᖹᡂ24年3᭶ࠕ中ᅜㄒ⥲ྜ3,4ࠖ

ࠊᩥࢆ ⱁ学部ᇶ♏教育部㛛㠀ᖖ講師し࡚ᖹᡂ23年

4᭶㹼ᖹᡂ28年3᭶ࠕ中ᅜㄒ⥲ྜC,Dࠖࢆᢸᙜし2ࠊ年

次௨ୖの学⏕ᑐし࡚中⣭中ᅜㄒࢆ講⩏しࠋࡓ⏕≀⌮

ᕤ学部ࡣ中ᅜㄒヰ㛵すࡿ授業ࡀなࠕࠊࡵࡓ࠸中

ᅜㄒᛂ⏝Ϩ,ϩ࡛ࠖ ࡓࡗ࠸ࡃ書・ࡴヰす・ㄞ・ࡃ⪺ࡣ

⬟ຊࣛࣂࢆンスࡃࡼ㌟ࠊ࠺ࡼࡿࢀࡽࡅ教⛉書のࡳ

なࣜࡎࡽスࢽンࢢ教ᮦࠊࡾࡓ࠸⏝ࢆᑐヰࡾࡓࡏࡉࢆす

中ᅜࠕูࡣの学部ࠊࡀࡓࡗ⾜ࢆ授業ࡓࡗ࠸ࡿ

ㄒࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥン 授ࡿ㛵す中ᅜㄒヰ࠺࠸ࠖ

業ࡀᏑᅾすࠕࠊࡵࡓࡿ中ᅜㄒ⥲ྜ3,4 おࠖࠕࡧࡼ中ᅜㄒ

⥲ྜC,D࡛ࠖ Ⅼ↔ຊのྥୖ⬟ࡓࡗ࠸ࡃ書・ࡴㄞࠊࡣ

ࡗ⾜ࢆ授業ࡓし中ᚰࢆၥ㢟⩦₇教⛉書ࠊࡾ⤠ࢆ

 ࠋࡓ

㏆␥大学⤒῭学部ᅜ㝿⤒῭学⛉の㠀ᖖ講師し

࡚እᅜㄒ⛉目ࠕ中ᅜㄒࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥン1,2 ᢸࠖࢆ

ᙜしࠊ中ᅜㄒヰ㛵すࡿ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ中ᅜㄒの

ᇶ本ᩥἲの☜ㄆ࡚ࡗ⾜ࢆかࡑࠊࡽのᩥἲ㡯ࢆヰ

のୖ࡛のࡿ࠸⏝࠺ࡼか講⩏すࡿなࠎ✀ࠊの⾲

教ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆな授業࠺ࡼࡿな⬟ྍࡀ⌧

⛉書のࡳなࣜࡎࡽスࢽンࢢ教ᮦࡿ࠸⏝ࢆなࠕࠊヰすࠖ

࠺ࡼࡃ㌟ࡶ᪉㠃の⬟ຊ࠺࠸ࠖࡃ⪺ࠕࡃな࡛ࡅࡔ

ᕤ夫しࠋࡓ 

人間－459



（㸵）㛵西大学おࡿࡅ₎Ꮠㄽ・₎ᩥ講ㄞ㛵すࡿ講

⩏ 

（㸶）ዉⰋ┴❧་⛉大学おึࡿࡅ⣭中ᅜㄒの講⩏

（㸷）ዉⰋ教育大学おึࡿࡅ⣭中ᅜㄒの講⩏ 

（㸯㸮）ⰼᅬ大学おࡿࡅ₎ᩥ学㛵すࡿ講⩏ 

（㸯㸯）ⰼᅬ大学おࡿࡅ中ᅜᩥ学史㛵すࡿ講⩏ 

（㸯㸰）ዉⰋ学ᅬ大学おࡿࡅ₎ᩥ学㛵すࡿ講⩏

ᖹᡂ24年4᭶1᪥

㹼ᖹᡂ26年3᭶3

1᪥ 

ᖹᡂ24年4᭶1᪥

㹼ᖹᡂ28年3᭶ 

31᪥ 

ᖹᡂ24年4᭶1᪥

㹼ᖹᡂ28年9᭶ 

30᪥ 

ᖹᡂ26年4᭶1᪥

㹼ᖹᡂ30年3᭶ 

20᪥ 

ᖹᡂ26年4᭶1᪥

㹼ᖹᡂ30年3᭶ 

20᪥ 

ᖹᡂ28年4᭶1᪥

㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

㛵西大学ᩥ学部⥲ྜ人ᩥ学⛉の㠀ᖖ講師し࡚ࠊ

ᖹᡂ24年4᭶㹼ᖹᡂ26年3᭶ࠕ₎Ꮠ・₎ᩥㄽ1,2 ࠖࢆ

ᢸᙜしࠋࡓ本⛉目࡛ࢆᩥ₍ࠊึ᭱ࠊࡣᵓᡂすࡿ₎Ꮠ

のṔ史ࡸኚ㑄࡚࠸ࡘ講⩏し࡚ᚋࠊ₎ᩥのసရの講ㄞ

訓➨次࡚ࡵጞࡽの₎ᩥのㄞゎかࡁ訓Ⅼࠋࡓࡗ⾜ࢆ

Ⅼのな࠸₎ᩥのㄞゎ⛣⾜すࡿなࠊ↓⌮なࡃ高度

な₎ᩥのㄞゎ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀᕤ夫しࠋࡓ 

ዉⰋ┴❧་⛉大学་学部┳ㆤ学⛉㠀ᖖ講師し࡚

中ᅜㄒࠕ ᑐし࡚ึ⣭中ᅜㄒ⏕大学1年次ࠊᢸᙜしࠖࢆ

ࢆຊ⬟ࡓࡗ࠸ࡃ書・ࡴヰす・ㄞ・ࡃ⪺ࠋࡓ講⩏しࢆ

ࡎࡽなࡳ教⛉書のࠊ࠺ࡼࡿࢀࡽࡅ㌟ࡃࡼンスࣛࣂ

ࣜスࢽンࢢ教ᮦࠊࡾࡓ࠸⏝ࢆᑐヰࡾࡓࡏࡉࢆすࡿな

授業の㐍ࡵ᪉ࢆᕤ夫しࠋࡓ 

ዉⰋ教育大学教育学部教育学⛉㠀ᖖ講師し࡚

ᑐし࡚ึ⣭中ᅜ⏕大学1年次ࠊᢸᙜしࢆ中ᅜㄒࠖࠕ

ㄒࢆ講⩏しࡃ⪺ࠋࡓ・ヰす・ㄞࡴ・書ࡓࡗ࠸ࡃ⬟ຊ

ࡽなࡳ教⛉書のࠊ࠺ࡼࡿࢀࡽࡅ㌟ࡃࡼンスࣛࣂࢆ

なࡿすࡾࡓࡏࡉࢆᑐヰࠊࡾࡓ࠸⏝ࢆ教ᮦࢢンࢽスࣜࡎ

 ࠋࡓᕤ夫しࢆ᪉ࡵ授業の㐍

ⰼᅬ大学ᩥ学部᪥本ᩥ学⛉㠀ᖖ講師し࡚ࠊᖹᡂ

26年4᭶㹼⌧ᅾかࠕ࡚ࡅ₎ᩥ学Ϩ,ϩࠖࠊࢆᖹᡂ26

年9᭶㹼ᖹᡂ27年3᭶ࠕ₎ᩥ学ᇶ♏ࠖ（ᚋᮇのࡳ㛤

講⛉目）ࢆᢸᙜしࠊ₎ᩥㄞゎ㛵すࡿ講⩏ࠋࡓࡗ⾜ࢆ

๓⪅おࠊࡣ࡚࠸₎ᩥἲ・ㄒἲࢆ⥙⨶ⓗゎㄝし࡚ᚋࠊ

訓Ⅼࡁの₎ᩥのసရの講ㄞࠋࡓࡗ⾜ࢆᚋ⪅お࡚࠸

➨次ࠊ㛤ጞしࡽの₎ᩥのసရのㄞゎかࡁ訓Ⅼࠊࡣ

訓Ⅼのな࠸₎ᩥのసရのㄞゎࡃ࠸࡚ࡗ⛣なࠊㄞ

ゎ中ᚰの授業ࠋࡓࡗ⾜ࢆ 

ⰼᅬ大学ᩥ学部᪥本ᩥ学⛉㠀ᖖ講師し࡚ࠕ中ᅜ

ᩥ学史Ϩ,ϩ ࢆ⩏講ࡿ㛵す中ᅜᩥ学史ࠊᢸᙜしࠖࢆ

࠸ࡘの中ᅜᩥ学のṔ史࡛ࡲ明௦ࡽඛ⛙かࠋࡓࡗ⾜

ࡘࡘࢀゐࡶసရࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࡵᐃࢆẖᅇテ࣮マࠊ࡚

㏻史ⓗᴫほしࠋࡓẖᅇࡔࡓࠊテ࣮マ࡚࠸ࡘㄝ明

Ṕ史ⓗ・♫ࡿあの⫼ᚋࡑࠊࡃなࡣ࡛ࡅࡔ࠺⾜ࢆ

ⓗ・ᩥⓗ㇟ࡶ࡚࠸ࡘゐࡑࠊࢀのసရࡸ㇟ࡀ

㉳ࡓࡗࡇ原ᅉ⤖ᯝ࠺ࡼࡃ࠸࡚࠼⪄ࡶ࡚࠸ࡘᕤ

夫しࠋࡓ 

ᖹᡂ28年4᭶㹼8᭶ࡣ࡛ࡲዉⰋ学ᅬ大学人間教育学

部人間教育学⛉㠀ᖖ講師し࡚ࠊᖹᡂ28年9᭶㹼

ᖹᡂ30年3᭶かࡣ࡚ࡅዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部

人間教育学⛉特任講師し࡚ࠊࡓࡲࠊᖹᡂ30年度4᭶

㹼⌧ᅾࡣዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉

ᑓ任講師し࡚ࠊ๓ᮇࠕ₎ᩥ学ධ㛛ࠖࠕࠊ₎ᩥ学

ϩࠖおࠕࡧࡼ₎ᩥ学特ㄽࠖࠊࢆᚋᮇࠕࡣ₎ᩥ学Ϩࠖ

おࠕࡧࡼㄒ学・ᩥ学⥲ྜ₇⩦Ϫ（₎ᩥ学）ࠖࢆᢸᙜ

し࡚ࠋࡿ࠸๓ᮇのࠕ₎ᩥ学ධ㛛 訓Ⅼࠊࡣ࡚࠸おࠖ

ࡿ㣴⏕すࢆのᇶ♏学ຊࡵࡓࡴຊ࡛ㄞ⊃ࢆᩥ₍のࡁ

ࠊ講⩏しࢆのᇶ♏㡯・ᩥἲᩥ₍ࠊし࡚目ᶆࢆࡇ

ࡵ一Ṍ㐍ࡽ学Ϩࠖかᩥ₍ࠕࠊࡣ࡚࠸お学ϩࠖᩥ₍ࠕ

࡚ᢳ㇟ⓗ・ᛮⓗෆᐜᩥࡔࢇྵࢆ章࡛ࡶయⓗㄞ

࠸㞴᫆度の高ࠊ目ᶆࢆࡇࡿࡁ࡛ࡀࡇࡿࡵ㐍ࡳ

ᩓᩥసရࡑࢆの⫼ᬒなࡶㄝ明しࡘࡘㄞゎしࡲࠊ
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（㸯㸱）ዉⰋ┴❧་⛉大学おࢪࡿࡅのᩥ㛵

すࡿ講⩏ 

（㸯㸲）ዉⰋ教育大学おࡿࡅ中ᅜᩥ学史㛵すࡿ講

⩏ 

（㸯㸳）ዉⰋ学ᅬ大学おࡿࡅ教職⪅し࡚ᚲせな⾲

⌧ຊ㛵すࡿ講⩏

（㸯㸴）㛵西学㝔大学おึࡿࡅ⣭中ᅜㄒ㛵すࡿ講

⩏ 

ᖹᡂ28年4᭶1᪥

㹼ᖹᡂ28年9᭶ 

20᪥ 

ᖹᡂ28年4᭶1᪥

㹼ᖹᡂ28年9᭶ 

30᪥・ᖹᡂ30年 

10᭶1᪥㹼ᖹᡂ 

31年3᭶31᪥ 

ᖹᡂ28年9᭶20

᪥㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

ᖹᡂ29年4᭶1᪥

㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

ྥ教ဨ᥇⏝ヨ㦂ࠊࡣ࡚࠸お学特ㄽࠖᩥ₍ࠕࠊࡓ

௬ྡなし࡛ㄞゎࡾ㏦ࢆ㞴ゎなᩥ章ࡃከࡀศ㔞ࠊ࡚ࡅ

すࡇࡿᣮᡓし࡚ࠋࡿ࠸ᚋᮇのࠕ₎ᩥ学Ϩ ࠸おࠖ

ࠊの₎ᩥのసရの講ㄞしࡁẚ㍑ⓗᖹ᫆な訓Ⅼࠊࡣ࡚

ࠖㄒ学・ᩥ学⥲ྜ₇⩦Ϫ（₎ᩥ学）ࠕ ₍ࠕࠊࡣ࡚࠸お

ᩥ学ϩ 章のㄞᩥ࠸Ⅼのなࡾ㏉ࠊ࡚ࡵ㐍ࡽࡉࡶࡾࠖࡼ

ゎࢆヨࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠸࡚ࡳの⛉目ࡶ教ဨචチྲྀᚓのࡓ

かࡁࡿ࠼教ࢆᩥ₍か࠸ࠊࡵࡓࡿの⛉目࡛あࡵ

 ࠋࡓࡗ⾜ࡶ⩏の講ࡽどⅬか࠺࠸教育ᩥ₍ࡓࡗ࠸

ዉⰋ┴❧་⛉大学་学部教㣴教育部㛛㠀ᖖ講師

し࡚ᩥࢪࠕㄽࠖ（࣮ࣜࣞ講⩏ࠊ๓ᮇのࡳ㛤講）

講⩏し࡚࠸ࡘ中⳹ᩥᅪのㅖᩥࡣ本人ࠊᢸᙜしࢆ

・ゝㄒ・㣧㣗・年中⾜⌮中⳹ᩥᅪのᆅࠋࡿ࠸࡚

⚍♭・႙ⴿのࢆࢀࡒࢀࡑテ࣮マすࡿ㸳ᅇΏࡿ授業

ࢆᆅㄪᰝ⌧ࡀ本人ࠋࡿ࠸講⩏し࡚࡚࠸おスࣛࢡ㸱ࢆ

ࡀ⏕講ཷなࡿ࠸⏝ࢆീ・ᫎീ㈨ᩱ⏬ࡓ㞟し࡚ࡗ⾜

ᑡし࡛ࡶ⯆ࢆᣢ࡚࠺ࡼࡿᕤ夫しࠋࡓ 

ዉⰋ教育大学教育学部教育学⛉㠀ᖖ講師し࡚

中ᅜᩥ学史ࠊᢸᙜしࢆ学特講ࠖ（㞟中講⩏）ᩥ₍ࠕ

の中ᅜᩥ࡛ࡲ௦⌧ࡽඛ⛙かࠋࡓࡗ⾜ࢆ⩏講ࡿ㛵す

学おࡧࡼⱁ⬟のṔ史ྍࠊ࡚࠸ࡘ⬟な㝈ࡾసရࡶ

ゐࡘࡘࢀ㏻史ⓗᴫほしࠊࡀࡓ特中ᅜのⱁ⬟のṔ

史ࠊࡣ࡚࠸ࡘ⏬ീ・ᫎീ㈨ᩱࡿ࠸⏝ࢆなしཱྀ࡚ྲࠊ

講⏕࡚ࡗศかࡸࡾすࡃ⯆ࢆᣢࡸࡕす࠸授業

な࠺ࡼࡿᕤ夫しࠋࡓ 

ᖹᡂ28年9᭶㹼ᖹᡂ30年3᭶か࡚ࡅዉⰋ学ᅬ大学

人間教育学部人間教育学⛉特任講師し࡚ࠊᖹᡂ30

年度4᭶㹼⌧ᅾࡣዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教

育学⛉ᑓ任講師し࡚ࠕࠊ教職⾲⌧ຊ₇⩦Ϩࠖおࡼ

⾲教職ࠕࠋࡿ࠸ᢸᙜし࡚ࢆ教職⾲⌧ຊ₇⩦ϩࠖࠕࡧ

⌧ຊ₇⩦Ϩ 教職ࠕࠊࡓし㇟ᑐࢆ⏕し࡚1年ࡣࠖ

⾲⌧ຊ₇⩦ϩࠖࡣし࡚2年⏕ࢆᑐ㇟しࡓ⛉目

⌧⾲章ᩥࠕ࠸しࢃࡉࡩし࡚⪅教職ࠊࡶࢀࡎ࠸ࠊ࡛

ຊࠖࢆ㌟ࡇࡿࡅࡘ║ࢆおࠋࡃテ࢟スࢺのࡳ

なࠊࡎࡽẖᅇᑠテス࠺⾜ࢆࢺなࠊ⌧௦᪥本ㄒの知㆑

ࡗ⾜ࢆ授業ࡓᕤ夫しࡃ目ᣦすࢆ㐠⏝⬟ຊのྥୖ

 ࠋࡿ࠸࡚

㛵西学㝔大学♫学部の㠀ᖖ講師し࡚እᅜㄒ

⛉目ࠕ中ᅜㄒϨ,ϩ 中ᅜㄒᮍ⩦の大ࠊᢸᙜしࠖࢆ

学1年⏕ᑐし࡚ึṌⓗな中ᅜㄒࢆ講⩏し࡚ࠋࡿ࠸

中ᅜㄒࢆẕㄒすࡿ教ဨ࡛࣌㸯ࡘのࣛࢡス授

業ࢆᢸᙜし1ࠊ㐌間ྛ㸯ࢥマࠊྜࡘࡎ ィ㸰ࢥマ授業

教⛉書ྛㄢࠊし࡚ࠊࡣ⪅ㄳ⏦ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ

おࡿࡅ᪂ฟのᩥἲ・ㄒἲ࡚࠸ࡘㄝ明すࡇ࠺࠸ࡿ

ఱࡣ࡛ୖࡪ学ࢆ中ᅜㄒࡀ᪥本人ࠊࡾᢸᙜし࡚おࢆ

᪥本ࠊࡓ࠼ࡽᤕࢆࢺン࣏࠺࠸のかࡿなၥ㢟ࡀ

人ࡔかࡿࡁ࡛ࡑࡇࡽ授業ࢆᒎ㛤し࡚ࠋࡿ࠸ 
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（㸯㸵）㛵西学㝔大学おࡿࡅ中⣭中ᅜㄒ㛵すࡿ講

⩏ 

（㸯㸶）ዉⰋ学ᅬ大学お࣮ࢼ࣑ࢮࡿࡅルᙧᘧの₇⩦

⛉目 

ᖹᡂ29年4᭶1᪥

㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

ᖹᡂ30ᖺ4᭶1᪥

㹼⌧ᅾࡿ⮳ 

㛵西学㝔大学♫学部の㠀ᖖ講師し࡚እᅜㄒ⛉

目ࠕ中ᅜㄒϪ,ϫࠖࢆᢸᙜしࠊす࡛1年間中ᅜㄒࢆ学

中⣭中ᅜࠊᑐし࡚⏕㸰年次௨ୖの学ࡿのあࡇࡔࢇ

ㄒࢆ講⩏し࡚ࠋࡿ࠸中ᅜㄒࢆẕㄒすࡿ教ဨ࡛࣌

㸯ࡘのࣛࢡス授業ࢆᢸᙜし1ࠊ㐌間ྛ㸯ࢥマࠊྜࡘࡎ

ィ㸰ࢥマ授業ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⏦ㄳ⪅ࠊࡣし࡚ࠊ教

⛉書ྛㄢおࡿࡅ᪂ฟのᩥἲ・ㄒἲ࡚࠸ࡘㄝ明すࡿ

ୖࡪ学ࢆ中ᅜㄒࡀ᪥本人ࠊࡾᢸᙜし࡚おࢆࡇ࠺࠸

ࠊࡓ࠼ࡽᤕࢆࢺン࣏࠺࠸のかࡿなၥ㢟ࡀఱࡣ࡛

᪥本人ࡔかࡿࡁ࡛ࡑࡇࡽ授業ࢆᒎ㛤し࡚ࠋࡿ࠸ 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉ᑓ任講師

ルϨ࣮ࢼ࣑ࢮ♏ᇶࠕࠊし࡚ （ࠖᖹᡂ30年4᭶㹼ᖹᡂ

31年3᭶）ࠕࠊᇶ♏࣮ࢼ࣑ࢮルϩࠖ（ᖹᡂ31年4᭶㹼

⌧ᅾ）ࠕࠊ人間教育学࣮ࢼ࣑ࢮルϨ（ᇶ♏）ࠖ（ᖹ

ᡂ30年4᭶㹼⌧ᅾ）ࠕࠊ人間教育学࣮ࢼ࣑ࢮルϩ（ᛂ

⏝） （ࠖᖹᡂ31年4᭶㹼⌧ᅾ）ࢆᢸᙜし࡚ࠕࠋࡿ࠸ᇶ

࣑ࢹカᑐし࡚⏕㸯年次ࠊࡣルϨ࡛࣮ࠖࢼ࣑ࢮ♏

ᇶࠕࠊ࠸⾜ࢆෆᐜの授業ࡓ目ᣦしࢆル⩦ᚓ࢟スࢡࢵ

ルϩ࡛࣮ࠖࢼ࣑ࢮ♏ ࣑ࢮ人間教育学ࠕ年௨㝆の⩣ࠊࡣ

す࠺ࡼࡿࡀなࡘ༞業ㄽᩥࠊ༞業研究ࡸル࣮ࠖࢼ

目ࢆୖྥ⏝ルのά࢟スࢡࢵ࣑ࢹカ高度なࡾࡼࠊࡃ

ᣦしࡓෆᐜの授業ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ人間教育学ࢼ࣑ࢮ

࣮ルϨ（ᇶ♏）࡛ࠖࠕࠊࡣᅜ㝿⌮ゎ࡚ࡅྥの中⳹

ᩥ研究ࠖ࠺࠸テ࣮マのୗࠊ㸱年次⏕ᑐし࡚ࠊ

๓ᮇࡣ知㆑ࢆᚓࡃࡿ中⳹ᅪのᩥ࡚࠸ࡘの講

タᐃしࢆテ࣮マಶูࡀ学⏕ಶ人ࡣᚋᮇࠊ࠸⾜ࢆ⩏

࡚ㄪࠊ࡚ࡵࡲࠊⓎ⾲す࠸࡚ࡗ⾜ࢆࡇ࠺࠸ࡿ

࡛ࠖルϩ（ᛂ⏝）࣮ࢼ࣑ࢮ人間教育学ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ

ࡁᘬ࡚࠸ࡘテ࣮マࡓタᐃしಶูࡀ学⏕ಶ人ࠊࡣ

㠃᥋ࡸᑵ職ヨ㦂ࠊࡶࡿࡏࡉ⾲Ⓨࡏࡉㄪࡁ⥆

 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡶᣦᑟࡿ㛵す
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  㡯 ࡿ ࡍ 㛵  ᐇ 績 ࡢ ୖ ົ ⫋

㡯 年᭶᪥ ᴫ せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ 

（㸯）博ኈ（ᩥ学） ᖹᡂ 20年 3᭶

31᪥ 
㛵西大学ᩥ博➨110ྕࠊㄽᩥ㢟目ࠕ㐨教ᩪの研究  ࠖ

㸰 特チ➼ 

なしࠋ 

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯 

ࠝඹྠ研究ᐇ績ࠞ 

（㸯）ᩥ 部⛉学┬⛉学研究㈝⿵ຓ金・ᇶ┙研究（A）ࠕ東

学㝿ⓗࡿ㛵すᒎ㛤ఏ⤫教㣴のᙧᡂࡿࡅおࢪ

研究㸸書㝔・⚾ሿ教育ࢆ中ᚰࠖཧ加 

ᖹᡂ21年4᭶㹼 

ᖹᡂ25年3᭶ 

㛵西大学・࿃ጔ㔜教授ࢆ研究௦⾲⪅し࡚ᖹᡂ

21年 4᭶㹼ᖹᡂ 25年 3᭶かᩥࡓࢀࢃ⾜࡚ࡅ部⛉

学┬⛉学研究㈝⿵ຓ金・ᇶ┙研究（A）ࠕ東ࢪ

 学㝿ⓗ研ࡿ㛵すᒎ㛤ఏ⤫教㣴のᙧᡂࡿࡅお

究㸸書㝔・⚾ሿ教育ࢆ中ᚰࠖ研究༠ຊ書し

࡚ཧ加しࠊし࡚ࠗᮒ子ㄒ㢮࠘ᕳ 89・♩භ・႙

のヂὀのసᡂᚑすࠊࡶࡿᐃᮇⓗ㛤ദ

ヂࡓసᡂしࡀ࣮ࣂン࣓ྛࠊཧ加し研究ࡓࢀࡉ

ὀの᳨ウࠋࡓࡗ⾜ࢆ本研究ㄢ㢟㛵ࡿࢃ研究業績

研究ሗ࿌書ࠊし࡚ 3（ࡶࢀࡎ࠸ඹⴭ）ࡀあ

 ࠋࡿ

（㸰）㛵西大学東西学⾡研究ᡤࠕ᪥本教研究⌜ࠖ

ཧ加 

ᖹᡂ22年4᭶㹼 

ᖹᡂ23年3᭶ 

㛵西大学・原田正ಇ教授ࢆᖿすࡿ㛵西大学東

西学⾡研究ᡤࠕ᪥本教研究⌜ࠖ㠀ᖖ研究ဨ

࡚࠸ࡘ♩し࡚ྎ‴の㐨教ࠊし࡚ཧ加し

のㄪᰝ・研究ᚑすࠊࡶࡿ研究ཧ

加し࡚ሗ࿌・ウㄽࠋࡓࡗ⾜ࢆ本研究⌜ཧ加㛵ࢃ

ඹⴭࠊし࡚研究業績ࡿ 1ࠊㄽᩥ 1本ࡀあࠋࡿ 

（㸱）᠕⩏ሿ大学東ࢪ研究ᡤおࡿࡅ高橋⏘業

⤒῭研究㈈ᅋᨭ学⾡ࣉロࠕࢺࢡ࢙ࢪ᪥本・中ᅜ・㡑ᅜ

かࡓࡳࡽᾏᇦᩥの⏕ᡂኚᐜ㸫ࠗ 東᪉ᆅ中ᾏ ࡄࡵ࠘ࢆ

 ཧ加ᇶᒙᩥのẚ㍑研究ࠖࡿ

（㸲）㛵西大学東西学⾡研究ᡤࠕ東ࢪおࡿࡅつ⠊

 ཧ加ࠖ⌜学ⱁ研究

（㸳）㛵西大学東西学⾡研究ᡤࠕ東ࢪ᐀教♩研究

 ཧ加ࠖ⌜

ᖹᡂ23年4᭶㹼 

ᖹᡂ26年3᭶ 

ᖹᡂ23年4᭶㹼 

ᖹᡂ25年3᭶ 

ᖹᡂ25年4᭶㹼 

ᖹᡂ28年8᭶・ᖹ

ᡂ29年4᭶㹼ᖹ

ᡂ31年3᭶ 

᠕⩏ሿ大学東ࢪ研究ᡤお࡚࠸᠕⩏ሿ大

学・野村ఙ一教授ࢆ研究௦⾲⪅し࡚㐍ࡓࢀࡽࡵ

高橋⏘業⤒῭研究㈈ᅋᨭ学⾡ࣉロࠕࢺࢡ࢙ࢪ᪥

本・中ᅜ・㡑ᅜかࡓࡳࡽᾏᇦᩥの⏕ᡂኚᐜ㸫

ࠗ東᪉ᆅ中ᾏ࠘ࡿࡄࡵࢆᇶᒙᩥのẚ㍑研究ࠖ

研究༠ຊ⪅し࡚ཧ⏬しࠊし࡚中ᅜおྎࡧࡼ

‴の㐨教・Ẹ間ಙ௮のㄪᰝ・研究ᚑすࡿ

᪥ࠊཧ加し研究ࡓࢀࡉ㛤ദᐃᮇⓗࠊࡶ

本・中ᅜ・㡑ᅜのᇶᒙᩥ㛵すࡿ研究ሗ࿌ࢆ⪺

し研究業績ࡿࢃ㛵本研究ㄢ㢟ࠋࡓウㄽしࠊࡁ

ඹⴭࠊ࡚ 1ࡀあࠋࡿ 

㛵西大学・㝵ᇽ善弘教授ࢆᖿすࡿ㛵西大学

東西学⾡研究ᡤࠕ東ࢪおࡿࡅつ⠊学ⱁ研

究⌜ࠖ㠀ᖖ研究ဨし࡚ཧ加しࠊし࡚中

⳹ᩥᅪ᪥本の႙ⴿ♩のẚ㍑研究ᚑすࡿ

ࡗ⾜ࢆཧ加し࡚ሗ࿌・ウㄽ研究ࠊࡶ

ㄽᩥࠊし࡚研究業績ࡿࢃ㛵本研究⌜ཧ加ࠋࡓ 1

本ࡀあࠋࡿ 

㛵西大学・原田正ಇ教授ࢆᖿすࡿ㛵西大学東

西学⾡研究ᡤࠕ東ࢪ᐀教♩研究⌜ࠖᖹᡂ

25年 4᭶㹼ᖹᡂ 28年 8᭶かࡣ࡚ࡅ㠀ᖖ研究ဨ

ᖹᡂࠊし࡚ 29年 4᭶㹼ࡣᐈဨ研究ဨし࡚ཧ加

しࠊし࡚中⳹ᩥᅪの㐨教のṚ⪅ᩆ῭♩

研究ࠊࡶࡿᚑすのㄪᰝ・研究࡚࠸ࡘ

ཧ加し࡚ሗ࿌・ウㄽࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ本研究⌜

ཧ加㛵ࡿࢃ研究業績し࡚ࠊㄽᩥ 1本ࡀあࠋࡿ 

人間－463



（㸴）᠕⩏ሿ大学東ࢪ研究ᡤおࡿࡅ高橋⏘業

⤒῭研究㈈ᅋᨭ学⾡ࣉロࠕࢺࢡ࢙ࢪ៘㟋౪㣴⚄᱁

かࡽぢྎࡿ‴人のṔ史ㄆ㆑̿Ẹ⾗史学のᵓ⠏ࡊࡵࢆ

し࡚ࠖཧ加 

 

 

 

 

 

 

 

（㸳）㛵西大学東西学⾡研究ᡤࠕ東ࢪのᛮⱁ

⾡のᩥ΅研究⌜ࠖཧ加 

 

 

 

 

 

ࠝ➇தⓗ㈨金の⋓ᚓ≧ἣࠞ 

（㸯）大␊記ᛕ᐀教史学研究ຓᡂᇶ金 

ᆅᇦⓗᕪ␗の研ࡿࢀࡽぢ༡部㐨教の♳安㔁‴ྎࠕ

究ࠖ 

 

（㸰）ᩥ 部⛉学┬⛉学研究㈝⿵ຓ金 ⱝᡭ研究（㹀）ྎࠕ

‴中部ᆅᇦのⅲ㢌㐨ኈの㐨教♩のㄪᰝ・研究 （ࠖㄢ㢟

␒ྕ 25870933） 

 

（㸱）ᩥ部⛉学┬⛉学研究㈝⿵ຓ金 研究ᡂᯝබ㛤ಁ

㐍㈝（学⾡ᅗ書） 

 ᒎ㛤̿ࠖの※ὶࡑ̿ᩪࡿࡅお㐨教‴ྎࠕ

（ㄢ㢟␒ྕ 265009） 

 

（㸲）ᩥ部⛉学┬⛉学研究㈝⿵ຓ金 ᇶ┙研究（㹁） 

 部ᆅᇦのⅲ㢌㐨ኈの㐨教♩のㄪᰝ・研究ࠖ‴ྎࠕ

（ㄢ㢟␒ྕ 17K02210 ） 

 

（㸳）高橋⏘業⤒῭研究㈈ᅋᨭ学⾡ࣉロࢺࢡ࢙ࢪ 

⾗人のṔ史ㄆ㆑̿Ẹ‴ྎࡿぢࡽ᱁か⚄៘㟋౪㣴ࠕ

史学のᵓ⠏ࡊࡵࢆし࡚ࠖ 

ᖹᡂ30年4᭶㹼 

令和2年3᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ31年㸲᭶㹼 

⌧ᅾࡿ⮳ 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ24年4᭶ 

㹼ᖹᡂ25年3᭶ 

 

 

ᖹᡂ23年度 

㹼ᖹᡂ25年度 

 

 

ᖹᡂ26年度 

 

 

 

 

ᖹᡂ29年度 

㹼令和元年度 

 

 

ᖹᡂ30年度 

㹼令和元年度 

᠕⩏ሿ大学東ࢪ研究ᡤお࡚࠸᠕⩏ሿ大

学・୕尾裕子教授ࢆ研究௦⾲⪅し࡚㐍࡚ࢀࡽࡵ

ࢺࢡ࢙ࢪロࣉ⾡高橋⏘業⤒῭研究㈈ᅋᨭ学ࡿ࠸

人のṔ史ㄆ㆑̿‴ྎࡿぢࡽ᱁か⚄៘㟋౪㣴ࠕ

Ẹ⾗史学のᵓ⠏ࡊࡵࢆし࡚ࠖ᠕⩏ሿ大学東

ࠊし࡚ཧ⏬し研究ᡤ研究ဨ（㠀ᖖ）ࢪ

し࡚ྎ‴࡛♭ࡿ࠸࡚ࢀࡽ᪥本人⚄ᑐすࡿ㐨教ᘧ

の♩ࠊ࡚࠸ࡘ中⳹⣔の⚄ᑐすࡿ㐨教ᘧの

ᚑしㄪᰝ・研究ࡽほⅬか࠺࠸の┦㐪♩

 ࠋࡓ

 

㛵西大学・中㇂ఙ⏕教授ࢆᖿすࡿ㛵西大学東

西学⾡研究ᡤࠕ東ࢪのᛮⱁ⾡のᩥ΅

研究⌜ࠖᐈဨ研究ဨし࡚ཧ加しࠊし࡚中

⳹ᅪの㐨教のṚ⪅ᩆ῭♩࡚࠸ࡘのㄪᰝ・研究

・ཧ加し࡚ሗ࿌研究ࠊࡶࡿᚑす

ウㄽࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ 

 

 

研究௦⾲⪅ 

ຓᡂ金㢠㸸300,000 

 

 

研究௦⾲⪅ 

ຓᡂ金㢠㸸2,600,000 

 

 

研究௦⾲⪅ 

ຓᡂ金㢠㸸1,100,000 

 

 

 

研究௦⾲⪅ 

ຓᡂ金㢠㸸3,510,000 

 

 

研究ศᢸ⪅ 

⋓ᚓ金㢠㸸ಶ人 700,000ࠊయ 3,000,000 

研究௦⾲⪅㸸୕尾裕子（᠕⩏ሿ大学ᩥ学部教

授） 

 

㸲 ࡑの 

ࠝㄽᩥのᘬ⏝ᐇ績ࠞ 

（㸯）ࠕ༡⮹⅂㟰ᑌ㐨ὴᨺ㉧⛉之研究 㐨教ᩪࠕࡀࠖ

の研究ࠖࢆᘬ⏝ࠋ 

  

 

 

（㸰）ࠕῐỈ㟰ᑌ㐨ቭⓗຌᚫᘧ㸸௨ΰ⋞ቭ為᰾ᚰⓗ᥈

ウࠖࠕࡀ㐨教ᩪの研究ࠖࢆᘬ⏝ࠋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ22年6᭶ 

 

 

 

 

ᖹᡂ23年年9᭶ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ጧᏲㄔࠕ༡⮹⅂㟰ᑌ㐨ὴᨺ㉧⛉之研究 （ࠖ༡⳹大Ꮵ

᐀教Ꮵ研究ᡤࠗୡ⏺᐀教Ꮵห࠘➨15ᮇ2010ࠊ年）ࠊ

172㡫おࠕࠊ࡚࠸參考ᩥ獻 のࠖ一ࡘし࡚博ኈㄽᩥ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ᘬࡀ㐨教ᩪの研究ࠖࠕ

 

ⷜ㐍㖭ࠕῐỈ㟰ᑌ㐨ቭⓗຌᚫᘧ㸸௨ΰ⋞ቭ為᰾ᚰⓗ

᥈ウࠖ（㈈ᅰἲ人ྜ㒯Ẹᩥᇶ金᭳ࠗẸ᭤⸤࠘

おὀ16ࡧࡼ239㡫㹼240㡫の本ᩥおࠊ（2011年ࠊ173ྕ

本人ࠊࢀࡉ⏝ᘬࡀ㐨教ᩪの研究ࠖࠕ博ኈㄽᩥࠊ࡚࠸

のྎ‴༡部㟋ᐆὴᢤ度ᘧ㛵すࡿ研究ࠊ࡚࠸ࡘ᪥

本のᩘྡのඛ学の研究ࢆᘬࠊࡀࡿ࠸࡛࠸⥅ࡁຌᚨ♩

中のᑓ㛛ⓗテ࣮マ᳨ࡃ῝ࡾࡼ࡚࠸ࡘウし࡚ࡿ࠸

ホࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 

 

 

 

 

 

人間－464



（㸱）ࠕ⦎ᙧ⯅㘟度㸸භᮅ㐨教⥂典␜中ⓗṚᚋಟ⦎⯅ஸ

⪅ᩆ度ࠖࠕࡀ㐨教ᩪの研究ࠖࢆᘬ⏝ࠋ 

 

 

 

 

 

 

 

（㸲）ࠕሬⅣ㰻之ᚋ㸸㐨教Ẹ中㤳㐣ᘧⓗᢃ≢⾲₇ࠖ

し࡚̿㍈ࢆሬⅣ㰻⪃̿㝣ಟ㟿の୕元ሬⅣ㰻ࠕࡀ おࠖ

⾶のࡑࡧࡼⓗ⾜為のຠ⬟お⮬ࡿࡅお㐨教ᩪࠕࡧࡼ

退࡚̿̿࠸ࡘሬⅣᩪࢆ中ᚰし࡚ࠖࢆᘬ⏝ࠋ 

 

 

 

 

 

 

 

（㸳）ࠗ ⮹༡ബ⤫㐨ቭ研究࠘ࠕࡀሬⅣ㰻⪃̿㝣ಟ㟿の

୕元ሬⅣ㰻ࢆ㍈し࡚̿ࠖおࠕࡧࡼ㐨教ᩪの研究ࠖ

 ࠋ⏝ᘬࢆ

 

 

 

 

 

 

 

 

（㸴）ࠕἲධ㐨㸸༡Ᏽ㟰ᑌബ度⛉研究ࠖࠕࡀ⮹⅂

㐨教ྜ➢❺子⛉之ᙧᡂⓗึṉ᥈ウࠖࢆᘬ⏝ࠋ 

 

 

 

 

 

 

（㸵）ࠕ⏘㞴のண㜵ࠊ⚴㝖ᢤ度㸸ྎ‴༡部Ἠᕞᆅ༊

し࡚ࢆ㐨教⛉ἲࡿࢀࡽぢ ⪅㐨教の⦚Ṛ‴ྎࠕࡀࠖ

ྎのᆅᇦⓗᕪ␗̿高雄・ᒊ東ᆅᇦࡑ♩ࡿ㛵す

༡ᆅᇦのẚ㍑ࢆ中ᚰ̿ おࠖྎࠕࡧࡼ‴㐨教の⦚Ṛ⪅

㛵すࡿ♩ࡑのᆅᇦⓗᕪ␗̿高雄・ᒊ東ᆅᇦྎ༡

ᆅᇦのẚ㍑ࢆ中ᚰࢆࠖ̿ᘬ⏝ࠋ 

ᖹᡂ24年12᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ25年5᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ25年12᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ26年12᭶ 

 

 

 

 

 

 

 

ᖹᡂ 27年 3᭶ 

 

ㅰୡ⥔ࠕ⦎ᙧ⯅㘟度㸸භᮅ㐨教⥂典␜中ⓗṚᚋಟ⦎⯅

ஸ⪅ᩆ度 （ࠖ中ኸ研究㝔Ṕ史ㄒゝ研究ᡤࠗ中ኸ研究㝔

Ṕ史ㄒゝ研究ᡤ㞟ห ➨࠘83本➨㸲ᮇ2012ࠊ年）741ࠊ㡫

の本ᩥおࠊ࡚࠸本人の⌧௦の㐨教ᘧຌᚨ♩㛵す

ẚࢆ➨高雄・ᒊ東ᆅᇦの♩の次༡ᆅᇦྎࡣ研究ࡿ

㍑す࡛ࡇࡿ␗なࡿ㐨ቭࡿࡼຌᚨ♩の┦㐪ࢆ⪃

ᐹしࡶࡓの࡛あࡿ⤂介ྠࠊࢀࡉὀ12࡛博ኈㄽᩥࠕ㐨

教ᩪの研究ࠖࡀᘬ⏝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 

ᮤ㇏ᴅࠕሬⅣ㰻之ᚋ㸸㐨教Ẹ中㤳㐣ᘧⓗᢃ≢⾲

₇ࠖ（ᮤ㇏ᴅࠊᗺ⫕⦅ࠗἀῗࠊᠲ⯅ᩆ度㸸中ᅧ

ᩥⓗᠲ書ᑃㄽ㞟 ࠊ（2013年ࠊ中ኸ研究㝔ᩥဴᡤࠊ࠘

81㡫の本ᩥおࠊ࡚࠸ሬⅣᩪࡀ次➨⾶退しࡓ原ᅉ

㏙ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏᖐの⮬ⓗ⾜為ࡑ࡚すࡣ

☜明ࢆࡇのࡑࠊ࡚࠸お㡫ὀ16ྠࠊࡾお࡚ࢀࡽ

㏙⫣ᩥࡓし࡚ࠊ学⾡ㄽᩥࠕሬⅣ㰻⪃̿㝣ಟ㟿の

୕元ሬⅣ㰻ࢆ㍈し࡚̿ࠖおࠕࡧࡼ㐨教ᩪおࡿࡅ

⮬ⓗ⾜為のຠ⬟おࡑࡧࡼの⾶退࡚̿̿࠸ࡘሬ

Ⅳᩪࢆ中ᚰし࡚ࠖࡀᘬ⏝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 

 

ὥ⍧Ⓨࠊ林㛗正ࠗ⮹༡ബ⤫㐨ቭ研究࠘（⮹༡ᕷᨻᗓ

ᩥᒁ2013ࠊ年）16ࠊ㡫のὀ10おࠊ࡚࠸༡ᮅᏵ

の㐨ኈ・㝣ಟ㟼ᩚࡀഛしᩪࡓ♩ࡀ⌧ᅾのྎ༡ᆅᇦ

のຌᚨ♩ࡶあࡿ⛬度のᙳ㡪ࢆࡇࡿ࠸࡚࠼

ሬⅣ㰻⪃̿㝣ಟ㟿ࠕ学⾡ㄽᩥࠊし࡚⫣ᩥࡓ㏙ࢆ

の୕元ሬⅣ㰻ࢆ㍈し࡚̿ࠖおࡧࡼ博ኈㄽᩥࠕ㐨教

ᩪの研究 ࠊ࡚࠸お19㡫ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ᘬࡀࠖ

博ኈㄽ 㐨教ᩪの研究ࠕᩥ 㐨教‴ྎࠕ⾲8㡫ᥖ載のࠊࠖ

ྛ教ὴの淵※お‴ྎࡧࡼおࡿࡅศ布 ࡚ࢀࡉ⏝ᘬࡀࠖ

 ࠋࡿ࠸

 

ᙇ㉸↛ࠕἲධ㐨㸸༡Ᏽ㟰ᑌബ度⛉研究ࠖ（ㅰୡ

⥔⦅ࠗ⥂典㐨教⯅ᆅ᪉᐀教࠘ࠊᨻ大ฟ∧♫2014ࠊ

年）132ࠊ㡫のὀ㸯おࠊྎ࡚࠸ ‴の㐨教♩㛵す

ࡇࡿẚ㍑すࢆ⫣௦のᩥࡿな␗ࡶ研究の中࡛ࡿ

࡛♩のኚ㑄ࡓࡗࡓࢆ研究の一ࡘし࡚ࠊᏛ⾡ㄽ

㐨教ྜ➢❺Ꮚ⛉அᙧᡂⓗึṉ᥈ウ⅂⮹ࠕᩥ ⏝ᘬࡀࠖ

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

 

ㅰ聡㍤ⴭࠊ山田明広ヂࠕ⏘㞴のண㜵ࠊ⚴㝖ᢤ

度㸸ྎ‴༡部Ἠᕞᆅ༊ぢࡿࢀࡽ㐨教⛉ἲࢆ

し࡚ （ࠖ野村ఙ一⦅ⴭࠗ東ࢪᾏᇦᩥの⏕ᡂ

し࡚の⌮ゎ̿ࠒ東᪉ᆅ中ᾏࠑᒎ㛤̿ 㢼㡪ࠊ࠘

355㡫ὀࠊ（2015年ࠊ♫ 㐨教の‴ྎࠊ࡚࠸お28

␗ᖖṚ⪅ᩆ῭㛵すࡿཧ⪃ᩥ⊩し࡚ࠊ学⾡ㄽᩥ

のᆅᇦⓗᕪࡑ♩ࡿ㛵す⪅㐨教の⦚Ṛ‴ྎࠕ

␗̿高雄・ᒊ東ᆅᇦྎ༡ᆅᇦのẚ㍑ࢆ中ᚰ

̿ࠖおྎࠕࡧࡼ‴㐨教の⦚Ṛ⪅㛵すࡿ♩ࡑ

のᆅᇦⓗᕪ␗̿高雄・ᒊ東ᆅᇦྎ༡ᆅᇦのẚ㍑

 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ᘬࡀࠖ̿中ᚰࢆ
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ ༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 
Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶ 
Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ

 Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ ᴫ      せࡣ
（ⴭ書） 
1.᪥本ྂ௦中ୡの教
東ࢪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ྎ‴㐨教おᩪࡿࡅ
 ᒎ㛤̿の※ὶࡑ̿
 
 

 
ඹⴭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༢ⴭ 
 
 
 

 
2014年 
ᖹᡂ26年3
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年 
ᖹᡂ27年2
᭶ 
 
 

 
㛵西大学ฟ∧部 
345㡫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大Ἑ書ᡣ 
 
 
 
 

 
㛵西大学東西学⾡研究ᡤの᪥本教研究⌜の

研究ᡂᯝሗ࿌ㄽᩥ㞟ࠋ東ࢪおࡿࡅ教史
の⥲ྜⓗなᵝ┦ࢆᥦ♧すࡿ書ࠋ 
（A5ุ・ 345㡫） 
⦅⪅ 原田正ಇ 
ඹⴭ⪅ 原田正ಇ・西本昌弘・㛗㇂ὒ一・山田
明広・ୖᕝ㏻夫・か 6ྡ 
 
本人ᢸᙜ部ศ ➨部➨ᅄ章ࠕ⌧௦ྎ‴の㨣᭶
㐨教のᬑ࡚̿࠸ࡘ♩Ṛ⪅ᩆ῭⦖↓ࡿࡅお
度ἲ教の│⹒┅のẚ㍑̿ （ࠖ207㡫㹼
240㡫） 
ྎ‴の㨣᭶お࡚࠸↓⦕ᩆ῭のࢃ⾜ࡵࡓ

⚍࠺࠸ࠖ┅⹒│ࠕࡧࡼᬑ度ἲࠖおࠕࡿࢀ
♭・♩ࠊࡎࡲࠊ࡚࠸ࡘ⌧ᆅㄪᰝࡾࡼᚓࡓ
ࡑ࡚࠸⏝ࢆの⌧≧ࢆ⤂介しࡑࠊのୖ࡛ࠊ
教♩おࡧࡼ㐨教♩㛵㐃の₎ᩥ㈨ᩱࢆㄞゎす
中元ࠕࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࡇࡿ ┅⹒│ࠕࠊࠖ 㣹ࠕࠊࠖ
㨣 （ࠖᨺ口）࠺࠸㛵㐃すࡿ㡯の原⩏ࢆ♧
しࡽࢀࡇࠊࡽࡉࠊの㡯のṔ史ⓗኚ㑄ࢆ㏣࠺
ࠖのᡂ┅⹒│ࠕࡧࡼᬑ度ἲࠖおࠕࠊ࡛ࡇ
 ࠋࡓしかࡽ明ࢆᒎ㛤❧
 
₎ᩥᩥ⊩のㄞゎ⌧ᆅㄪᰝࢆ᭷ᶵⓗྜࡳ⤌

⌧♩㐣ཤの㐨教ࠊ࡚࠸⏝ࢆ研究᪉ἲࡓࡏࢃ
ᅾのྎ‴の㐨教♩の୧᪉࡚࠸ࡘศᯒすࡇࡿ
か࠸࡛ࡲࡿ⮳ᅾ⌧ࡀ㐨教のᩪࠊࡾࡼ
のᩪ࠸なおྂᑐࡓࡲࠊのかࡓኚᐜし
ఏ⤫ࢀࡀಖᏑࡿ࠸࡚ࢀࡉのか♧࠺ࡑし
ࡼࡇⴭすࢆ本書ࠋࡿᡂࡾࡼ部章୕ࠋ書ࡓ
Ṕࠊࡣ㐨教♩の中ࡿࢀࡽᅾྎ‴࡛ぢ⌧ࠊࡾ
史ⓗព࡛のᩪ⌧ᅾⓗព࡛のᩪの୧᪉
 ࠋࡓしかࡽ明ࢆࡇ࠺࠸ࡿ࠸୪Ꮡし࡚ࡀ
（A5ุ・ 260㡫） 
ᖹᡂ 26年度⛉学研究㈝⿵ຓ金研究ᡂᯝබ㛤ಁ
㐍㈝ຓᡂᅗ書（㢠 1,100,000） 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ ༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ ᴫ      せࡣ

3.東ࢪᾏᇦᩥの⏕
ᡂᒎ㛤̿ࠑ東᪉ᆅ中
ᾏࠒし࡚の⌮ゎ̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඹⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年 
ᖹᡂ 27年 3
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㢼㡪♫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

᠕⩏ሿ大学東ࢪ研究ᡤの研究ࣉロ࢙ࢪ
⏕ᾏᇦᩥのࡓࡳࡽ᪥本・中ᅜ・㡑ᅜかࠕࢺࢡ
ᡂኚᐜ （ࠖ2011年度㹼2012年度）の研究ሗ࿌ 
ㄽᩥ㞟ࠋ 
（A5ุ・ 750㡫） 
⦅⪅ 野村ఙ一 
ඹⴭ⪅ 野村ఙ一・ⴥ明⏕・ㅰ聡㍤・山田明
広・㕥木正ᓫ・か 7ྡ 
 
本人ᢸᙜ部ศ ➨部➨ᅄ章ࠕ⚟ᘓἨᕞᆅᇦの
ᑎᘁ・᐀⚆ㄪᰝሗ࿌㸸⋤√おࡧࡼほ㡢ಙ௮ࢆ中
ᚰ （ࠖ359㡫㹼393㡫）ࢆ⸨野㝧ᖹඹⴭ 

2011年 12᭶ 27᪥㹼2012年 1᭶ 2᪥⚟ᘓ
Ἠᕞᆅᇦのᑎᘁࡸ᐀⚆なࢆ⌧ᆅㄪᰝしぢ⪺し
ࢀࡽᆅ࡛ぢ⌧ࡶࡿሗ࿌す࡚࠸ࡘのࡶࡓ
 ࡓ
⋤√ಙ௮ほ㡢ಙ௮の特ᚩ࡚࠸ࡘ⪃ᐹしࡶࡓ
のࠋ⚟ᘓἨᕞᆅᇦのࡘࡃ࠸かの村ⴠ࡛ࡣほ㡢ಙ
௮⋤√ಙ௮ࡀ⤖ྜし࡚ࡿ࠸かᛮࡿࢀࢃ⚍♭
⾜なおࡣ࡛‴ྎࡧࡼおࠊࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ
᩿࡚࠸おのᘁࡃከࡀ⤫㏦⋤⯪のఏࡿ࠸࡚ࢀࢃ
⤯し࡚しࢆࡇࡿ࠸࡚ࡗࡲᣦしࠋࡓ本人ࡣሗ
࿌部ศのおࡑࡼ㸵（ᢸᙜ部ศᢳฟྍ⬟）お
ᢸᙜࢆᐹ部ศの⯡（384㡫㹼390㡫）⪄ࡧࡼ
しࠋࡓ 
 
本人ᢸᙜ部ศ ➨部➨章➨භ⠇ 㮵 ኳࠕ6
ྡྷᐑおࡿࡅᬑ度ἲ次➨ࠖ（435㡫㹼445
㡫） 
2013年 8᭶ 21᪥（ᪧᬺ 7᭶ 15᪥）ྎ‴ᙲ

┴の㮵 ኳྡྷᐑお࡚࠸ᐉ⇘㐨㛗⋡ࡿ࠸ಖ
┿ቭࡾࡼᐇࡓࢀࡉ㐨教のᬑ度ἲ（↓⦕Ṛ
⪅ᩆ῭♩）のㄪᰝሗ࿌ࠋ本人ࡓࡗ⾜ࡀ⌧ᆅㄪ
ᰝお࡛ࡲࢀࡇࡧࡼのඛ⾜研究౫ᣐしࡘࡘ
ἲの次➨࡚࠸ࡘゎㄝしࠊࡓࡲࠋࡓ本ἲࡀ
一᪉࡛Ṛ⪅ᩆ῭♩࡛あࠊࡶࡿ一᪉࡛⏕
⪅ᩆ῭♩࡛ࡶあࢆࡇ࠺࠸ࡿ♧しࠋࡓ 
 

（学⾡ㄽᩥ）     

1.⮹⅂㐨教ྜ➢❺子⛉
之ᙧᡂⓗึṉ᥈ウ 
（ᰝㄞ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ྎ‴㐨教の⦚Ṛ⪅㛵
すࡿ♩ࡑのᆅᇦⓗᕪ
␗̿高雄・ᒊ東ᆅᇦྎ
༡ᆅᇦのẚ㍑ࢆ中ᚰ̿ 
 

༢ⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༢ⴭ 
 

2010年 
ᖹᡂ22年12
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011年 
ᖹᡂ23年4
᭶ 
 

ᡂ大Ṕ史Ꮵሗ（ྎ‴・
ᅜ❧ᡂຌ大学Ṕ史学
⣔）➨ 177㡫㹼ࠊ39ྕ
207㡫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東西学⾡研究ᡤ紀せ
（㛵西大学東西学⾡研
究ᡤ）➨ 44㍴109ࠊ㡫
㹼119㡫 

⌧ᅾのྎ‴㐨教のຌᚨ♩ࢆᵓᡂすࡿ⛉の
一࡛ࡘあྜࠕࡿ➢❺子⛉ࠖ㛵し࡚ࠊࡎࡲࠊ
ࡘ♩ᩥ書ࡿࢀࡉ⏝ࡧࡼᵓ㐀おのෆᐜࡑ
⫣ᩥᩥ₍㐨教♩㛵㐃のࠊ࡚࠸⥆ࠊウし᳨࡚࠸
の中かࡽ㛵㐃のあࡿ♩ࢆᢳฟしࡑࠊのෆᐜ
ᵓ㐀おࡧࡼ⏝ࡿࢀࡉ♩ᩥ書࡚࠸ࡘศᯒ
し᭱ࠊᚋࠊ中࡛ࡶ特ࡇの⛉の㛵㐃ᛶࡀ
高ุ࠸明しࡓ༡Ᏽࠗ⋤Ặ大ἲ࠘ᡤ載のࠕ❺子
ᅾのྜ➢❺子⌧ࢆのෆᐜࡑࠊࡆୖࡾྲྀࢆࠖ∭ྜ
⛉࡛⏝ࠕࡿࢀࡉ❺子➢ࠖのෆᐜ┦ẚ
㍑し⪃ᐹࢆ加ྎࠊ࡛ࡇࡿ࠼‴のྜ➢❺子⛉
 ࠋࡓのか♧しࡓし࡚ᡂ❧しか࠸ࡀ
 
⌧ᅾྎࠊ‴の高雄・ᒊ東ᆅᇦྎ༡ᆅᇦお

すなࠊ♩ࡿ㛵す⪅㐨教の⦚Ṛࡿࢀࡽぢ࡚࠸
ࡅお‴ᨺ⣴⛉のྎྎ⤠ᢳᴢᨺ⣴⛉ࡕࢃ
ࡑࡀ本人ࠋㄽᩥࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘ␗ᆅᇦⓗᕪࡿ
ࡓධᡭし࠸⾜ࢆᆅㄪᰝ⌧࡚࠸おのᆅᇦࢀࡒࢀ
₎ᩥయᩥࡿࡼᏐ㈨ᩱ⏬ീ・ᫎീ㈨ᩱ࠸⏝ࢆ
ពࠊ目ⓗࠊෆᐜࡸの♩の♩ᵓ㐀ࢀࡒࢀࡑ࡚
⩏なࢆヲ⣽ᥥしࠊࡽࡉࠊ୧⪅ࢆ┦
ẚ㍑し࡚ࠊ୧⪅の間࠸ࡣかなࡿ┦㐪ᛶࡸඹ㏻
ᛶࡀぢ࠸ࡣࡽࢀࡑࠊࢀࡽかなࡿពࢆ᭷すࡿの
か᳨ウしࠋࡓ 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠
༢ⴭ・ 
ඹⴭのู

Ⓨ⾜ཪࡣ 
Ⓨ⾲の年᭶

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ せ

3.ྎ‴㐨教のỈṚ⪅ᩆ῭
♩ࡑのᩥ書

4.㐨教⾑†♩のึṌⓗ
⪃ᐹ̿ྎ‴༡部ᆅ༊ࢆ
し࡚̿
（ᰝㄞ）

༢ⴭ 

༢ⴭ 

2012年 
ᖹᡂ24年4
᭶ 

2014年 
ᖹᡂ26年3
᭶ 

東西学⾡研究ᡤ紀せ
（㛵西大学東西学⾡研
究ᡤ）➨ 45㍴253ࠊ㡫
㹼277㡫 

㛵西大学中ᅜᩥ学紀
せ（㛵西大学中ᅜᩥ学
）➨ 113㡫㹼ࠊ35ྕ
137㡫 

ྎ‴㐨教のỈṚ⪅ᩆ῭♩࡛あࡿ㌿Ỉ⸝⛉
高雄・ᒊ東༡ᆅᇦྎࡀ本人ࠊࡎࡲࠊ࡚࠸ࡘ
ᆅᇦ࡛⌧ᆅㄪᰝ࠸⾜ࢆධᡭしࡓ₎ᩥయᩥࡿࡼ
Ꮠ㈨ᩱ⏬ീ・ᫎീ㈨ᩱྛ࡚࠸⏝ࢆᆅᇦの㌿Ỉ
⸝⛉のᵓ㐀ࡸෆᐜࠊ目ⓗࠊព⩏ࢆゎ明し࡚か
ࡘ書ᩥࡿࢀࡉ⏝ࠊࡽࡉࠊẚ㍑しࢆ⪅୧ࡽ
⬟ຠࡿかな࠸ࠊᏑᅾしࡀのࡶࡿかな࠸ࠊࡶ࡚࠸
ẚ┦ࡽᐹし࡚か⪄ࡈᆅᇦࠊかࡿ᭷すࢆ
㍑すࠊ࡛ࡇࡿ㌿Ỉ⸝⛉ࡑのᩥ書࠸ࡣかな
ぢࡀᆅᇦᕪࡿかな࠸ࡣࡽࢀࡑࠊࡾの࡛あࡶࡿ
 ࠋࡓか⪃ᐹしࡿࢀࡽ

㐨教お࡚࠸ዪᛶࡀ㞴⏘Ṛしࡓሙྜࢀࢃ⾜
ࡘ♩特ṦなṚ⪅ᩆ῭ࡿࢀࡤࠖ†⾑ࠕࡿ
㐨教ࢆṔ史ⓗኚ㑄ࡧࡼの淵※おࡑࠊࡎࡲࠊ࡚࠸
♩㛵㐃の₎ᩥᩥ⊩ࢆㄞゎす᳨࡚ࡗࡼࡇࡿ
ウしࡑࠊのᚋྎࠊ‴࡛⌧ᆅㄪᰝ࡚ࡗ⾜ࢆ㞟し
・ീ⏬ࡿ㛵す♩༡部ᆅᇦの㐨教⾑†‴ྎࡓ
ᫎീ㈨ᩱおࡧࡼ₎ᩥయᩥࡿࡼᏐ㈨ᩱ࠸⏝ࢆ
ࡽ明ࢆ┦ලయⓗᵝෆᐜなࡸの♩ᵓᡂࡑࠊ࡚
かすࠊࡽࡉࠊࡶࡿᆅᇦⓗᕪ␗ࠊ㏻ᖖ
Ṛのሙྜࡿࢀࢃ⾜ຌᚨ♩の間のᕪ␗ࠊṔ
史ⓗ⨨࡙ࡅなࢆ⪃ᐹしࡓㄽᩥࠋ 

5.ྎ‴㐨教の␗ᖖṚ⪅ᩆ
῭♩

6.ྎ‴㮵 ᆅᇦの㐨教ᘧ
ຌᚨ♩࡚࠸ࡘ
（ᰝㄞ）

7.㐨教ᐇ㊶⪅し࡚のᮤ
ⓑ̿ᮤⓑのリࢆ㏻し࡚の
⪃ᐹ̿

༢ⴭ

༢ⴭ

༢ⴭ 

2015年 
ᖹᡂ27年8
᭶ 

2016年 
ᖹᡂ28年3
᭶ 

2016年 
ᖹᡂ28年3
᭶ 

㐟学（ຮㄔฟࢪ
∧）➨ ࢆ␗ࠕ187ྕ
፹介すࡶࡿの 249㡫ࠊࠖ
㹼258㡫

㛵西大学中ᅜᩥ学紀
せ（㛵西大学中ᅜᩥ学
）➨ 297㡫㹼ࠊ37ྕ
317㡫 

奈良教育大学 国文 研
究と教育（奈良教育大
学国文学会）第 39
号、19頁～31頁

ྎ‴㐨教࡛ࠊ⦚Ṛࠊ⁒Ṛࠊ㞴⏘Ṛなの␗ᖖ
ሙྜࡓࡗなࡃஸࡀ人ࡾࡼṚᅉࡿࢀࡽࡵㄆ
ᢳᴢᨺ⣴ࠕࡿࢀࢃ⾜ ⸜㌿Ỉࠕࠊࠖ なࠖ†⾑ࠕࠊࠖ
⌧࡛‴ྎࡀ本人ࠊ࡚࠸ࡘ♩特Ṧなࡓࡗ࠸
ᆅㄪᰝ࠸⾜ࢆධᡭしࡓ₎ᩥయᩥࡿࡼᏐ㈨ᩱ
⏬ീ・ᫎീ㈨ᩱࡁ࡙ࡶ⪃ᐹしࡓㄽᩥึ᭱ࠋ
࠸ࡣ♩Ṛ⪅ᩆ῭ࡿࢀࢃ⾜㏻ᖖṚのሙྜࠊ
かなࡶࡿのか᳨ウしࡓᚋࠊ␗ᖖṚ⪅ᩆ῭♩の
ࡑࠊࡆୖࡾྲྀࢆࠖ⸜㌿Ỉࠕࠊᢳᴢᨺ⣴ࠖࠕࡕ࠺
のᐇἲࢆලయⓗᥥすࡑࠊ࡛ࡇࡿのព⩏
 ࠋࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘ⬟ຠࡸ

本人ࡀ 2013年 9᭶ 6᪥ྎ‴ᙲ┴㮵 㙠
࡚㐨教ᘧຌᚨ♩ࢆㄪᰝしࡑࡓのሗ࿌ㄽᩥࡲࠋ
♩ࡧࡼおࢱ࣮ࢹຌᚨ♩のᇶ本ࡓㄪᰝしࠊࡎ
のࣉロࢆ࣒ࣛࢢᥦ♧しࡑࠊのᚋࠊᥦ♧しࣉࡓロ
⛉ྛࡿᵓᡂすࢆ♩ຌᚨ࡚ࡗᚑの㡰࣒ࣛࢢ
ࢀࡉ⏝ࠊ⩏ពࠊຠᯝࡸのᐇ᪉ἲࡑ࡚࠸ࡘ
の⪃ᐹ࡛ࡲࡇࡇࠊᚋ᭱ࠊ㏙しླྀࢆ書なᩥࡓ
おࡧࡼ本人の࡛ࡲࢀࡇの⤒㦂ࢆ㋃ྎ࡚࠼ࡲ‴中
部ᆅᇦの㐨教ᘧຌᚨ♩の特ᚩ࡛あࡿゝࡑ࠼
 ࠋࡓᥦ♧しࢆࡇな࠺

┒၈のリの大ᐙ・ᮤⓑࡀ㐨教ಙ⪅し࡚࠸か
なࡿ㐨教ⓗᐇ㊶ࡣࢀࡑࠊ࠸⾜ࢆᙼの₎リの中࡛
ⓑの₎リᮤࠊのかࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࠺ࡼのࡣ
ᮤࠊࡎࡲࠋㄽᩥࡓᐹし⪄ࡾࡼࡇࡿศᯒすࢆ
ⓑの績࡚࠸ࡘ㏙ࢀࡑࠊかᮤࠊࡽⓑの₎リ
のศᯒࢆ㏻ᮤ࡚ࡌⓑࡀ授⡫ࠊ↢᭹㣵ࠊᏑᛮ
ࠊᥦ♧しࢆࡇࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㊶㐨教ⓗᐇࡓࡗ࠸
᭱ᚋ࡛ࡲࢀࡇࠊの⪃ᐹࢆ㋃ᮤࠊ࡚࠼ࡲⓑࡀኳ
ᐆ୕年㛗安のᐑᘐかࡽᨺ㏲࠺࠸ࡓࢀࡉᢡ
⤒㦂ࠊࡣᙼの㐨教ಙ௮のୖ࡛ࡓࡲࠊリసおࡧࡼ
人⏕のୖ࡛ࠊ大ࡁなࢽ࣮ࢱン࣏ࢢンࢺなࡿ
ฟ᮶࡛あࡓࡗ⤖ㄽࠋࡓࡅ 

人間－468



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ ༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ ᴫ      せࡣ

8.学࡛の₎ᩥ教育おࡅ
ၥ㢟Ⅼ（㸯）̿学⏕ഃࡿ
のၥ㢟Ⅼ㸸ఱࡀ学⏕の₎
ᩥㄞゎのጉࡆな࠸࡚ࡗ
 か̿ࡿ
 
 
 
 
 
 
 
9.学࡛の₎ᩥ教育おࡅ
ၥ㢟Ⅼ（㸰）̿教ဨഃࡿ
のၥ㢟Ⅼ㸸࠸かし࡚学
㌟ࢆㄞゎຊᩥ₍⏕
 か̿ࡁࡿࡏࡉࡅ
 

༢ⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༢ⴭ 
 

2016年 
ᖹᡂ28年5᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年 
ᖹᡂ28年5᭶ 
 
 

教育㹎㹐㹍（ᰴᘧ♫
㹃㹐㹎）➨ 46ᕳ 10
 14㡫㹼15㡫ࠊྕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育㹎㹐㹍（ᰴᘧ♫
㹃㹐㹎）➨ 46ᕳ 11
 14㡫㹼15㡫ࠊྕ
 

大学の授業࡛学⏕ࡀ₎ᩥ学ࢆ学⩦すࡿᙜࡓ
ࠊかࡿ࠸࡚ࡗなࡆ学⏕の⌮ゎのጉࡀఱࠊ࡚ࡗ
本人の࡛ࡲࢀࡇの大学おࡿࡅ₎ᩥ教育⤒㦂ࢆ
㋃࡚࠼ࡲ㏙ࡓㄽᩥࠋ⪃ᐹのᑐ㇟ࢆ訓Ⅼࡁの
書ࠊのሙྜࡑࠊࡾ⤠ࡳሙྜのࡿㄞゎすࢆᩥ₍
⏕学ࡀのࡿヂす⩻௦ㄒ⌧ࡽୗしᩥかࡁ
の原ᅉࡑࠊのୖ࡛ࡑࠊしࡿᅔ㞴࡛あࡶ࡚᭱ࡗ
ղࠊ知㆑の㊊ࡿᑐす⩏Ꮠࡳձ₎ᩥのㄞࡣ
₎ᩥのᩥἲᑐすࡿ⌮ゎの㊊ࠊճ᪥本ㄒのྂ
典ᩥἲᑐすࡿ⌮ゎの㊊の୕Ⅼあࡿし
 ࠋࡓࡌㄽヲ⣽࡚࠸ࡘⅬྛࠊ࡚
 
学⏕ࡀ₎ᩥ学ࢆ学⩦すࡿᙜ࡚ࡗࡓᅔ㞴ࢆぬ

知ࡿᑐす⩏Ꮠࡳし࡚ձ₎ᩥのㄞ原ᅉࡿ࠼
㆑の㊊ࠊղ₎ᩥのᩥἲᑐすࡿ⌮ゎの㊊ࠊ
ճ᪥本ㄒのྂ典ᩥἲᑐすࡿ⌮ゎの㊊の୕せ
⣲ࡿࢀࡽ࠼⪄ࡀしࠊ࡛ୖࡓ教ဨࡽࢀࡇࡣのၥ
㢟ࢆゎỴし࡚学⏕₎ᩥㄞゎຊࢆ㌟ࡏࡉࡅ
ࠊかࡁࡴ⤌ࡾྲྀ࠺ࡼのࡣ授業࡛ࡵࡓࡿ
⩦学ⓗ⥆⥅ࡏࡓᣢࢆ⯆ᩥ₍⏕学ࠊࡓࡲ
の大࡛ࡲࢀࡇ本人のࠊかࡁす࠺ࡣࡿࡏࡉ
学おࡿࡅ₎ᩥ教育⤒㦂ࢆ㋃࡚࠼ࡲ㏙ࡓㄽ
 ࠋᩥ
 

10.ྎ‴㐨教ᡴᇛ⛉
 のึṌⓗ⪃ᐹ࡚࠸ࡘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.ྎ‴㐨教ⓗᩆ济ᘛᖖ
Ṛ⪅ⓗ仪ᘧ̿̿௨ྎ༡ᆅ
༊ⓗ对缢Ṛ⪅ཬ⁒ỈṚ⪅
➼ⓗ仪ᘧ为 
（ᰝㄞࡁ） 
 

༢ⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༢ⴭ 

2017年 
ᖹᡂ29年9᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年 
ᖹᡂ30年6᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ（ዉ
Ⰻ学ᅬ大学）7➨ࠊ
㞟97ࠊ㹼109㡫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『道教学刊』（♫⛉
学ᩥ⊩ฟ∧♫）➨ 2
期274-291ࠊ頁 

ྎ‴㐨教のṚ⪅ᩆ῭♩ࢆᵓᡂすࡿᘧの一
ࢆࡇฟす࠸ᩆ᥋ⓗ┤ࡾࡼ⊹ᆅࢆஸ㨦ࠊ࡛ࡘ
目ⓗし࡚⾜ࠕࡿࢀࢃᡴᇛࠖ࠺࠸ᘧ࠸ࡘ
యᩥ₍ࡓධᡭし࠸⾜ࢆᆅㄪᰝ⌧࡛‴ྎࡀ本人ࠊ࡚
ᐹ⪄ࡁ࡙ࡶീ・ᫎീ㈨ᩱ⏬Ꮠ㈨ᩱᩥࡿࡼ
しࡓㄽᩥྎࠋ‴㐨教のࠕᡴᇛ⛉ࠖのᐇࡿࢀࡉ
᮲௳ࡸ⏝ࡿࢀࡉ⢶⣬〇のᆅ⊹のᇛࠊ⛉のෆ
ᐜࠊᵓᡂࡓࡗ࠸ᇶ♏ⓗ㡯࡚࠸ࡘ⪃ᐹࢆ加
ࡶ高雄・ᒊ東ᆅᇦののࡶ༡ᆅᇦのྎࡽࡉࠊ࠼
のࢆ┦ẚ㍑す࡛ࡇࡿᆅᇦⓗᕪ␗࠺࠸
Ⅼ᳨ࡶ࡚࠸ࡘウࢆ加ࠋࡓ࠼ 
 
ྎ‴㐨教の␗ᖖṚ⪅ᩆ῭♩ࠊ࡚࠸ࡘ⦚Ṛ

⪅ᩆ῭♩⁒ỈṚ⪅ᩆ῭♩ࢆし࡚⪃ᐹ
しࡓㄽᩥࠊࡎࡲࠋఱࡀ␗ᖖṚᙜࡿࡓかᐃ⩏࡙ࡅ
しࡓᚋྎࡀ⪅➹ࠊ༡ᆅᇦ࡛ㄪᰝしࡓ⦚Ṛ⪅ᩆ῭
♩⁒ỈṚ⪅ᩆ῭♩のࢀࡑࠊ࡚࠸⏝ࢆ
ࡑࠊㄆし☜ࢆ特ᚩなࡸの♩のᐇ᪉ἲࢀࡒ
のᚋࠊなࡽࢀࡇࡐの♩ྛࡣṚ⪅ࡓࡌ⏕ࡀ⌧ሙ
࠸ࡘࡇ࠺࠸のか࠸なࡽなࡤࢀࡅなࢃ⾜࡛
ࡸࡾྲྀࡁ⪺ࡿᑐすࡕࡓ㐨ኈࡓࡗ⾜ࢆ♩ࠊ࡚
ᙼࡀࡽᣢࡾࡼᩥ₍ࡿ࠸࡚ࡗ書かࡓࢀ⛉書お
ウ᳨࡚ࡗࡼయの➹記ᑠㄝのㄞゎなᩥ₍ࡧࡼ
しࠋࡓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

人間－469



ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ ༢ⴭ・ 
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Ⓨ⾜ཪࡣ 
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ ᴫ      せࡣ

 （のࡑ）
ࠝᅜ㝿㆟➼Ⓨ⾲ࠞ 
1. ⋞ኳୖᖇᅾ⮹⅂㐨教
ᘧ中ⓗ特ᚩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.⮹⅂㐨教⾑†ᘧ之ึ
Ṍ᥈ウ 
 
 

 
 

̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̿ 
 
 
 
 
 

 
 
2010年 
ᖹᡂ 22年 4
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011年 
ᖹᡂ 23年 6
᭶ 
 
 

 
 
An International 
Symposium:  
Divinity and 
Society: The Cult of 
Zhenwu in Imperial 
and Mordern China
（中ᅧṔ史♫᭳中ⓗ┿
Ṋᓫ♭ᅧ㝿Ꮵ㏙研ウ
᭳） 
（࣓ࣜカ・ࣛ࢞ࢺ
࣮ス大学） 
 
➨ 7ᒆᅜ㝿㐨教学⾡研
ウ 
（中ᅜ・†༡┬⾮山
⚄㱟ᑑᓅᅜ㝿大㓇ᗑ） 
 
 
 
 

 
 
㐨教の中࡛ࡶ高の⚄⨨࡙ྎࠊࢀࡽࡅ‴

㐨教おࡣ࡚࠸ᴟᅄ⪷の௦⾲し࡚特ᑛᓫ
࠸の㐨教♩中の‴ྎࠊࡀኳୖᖇ⋟ࡿ࠸࡚ࢀࡉ
かなࡿሙ㠃お࠸࡚࠸かなࡿᙧ࡛Ⓩሙすࡿかࠊ
し࡚♩✵間おࡧࡼ⛉ࡓࡗ࠸ࡘのഃ
㠃かࡽ教ὴࡈศ㢮し᳨࡚ウしࡑࠊの⤖ᯝࢆ
ኳୖᖇの特⋟ࡿࢀࡽぢ♩の㐨教‴ྎ࡚࠸⏝
ᚩ࡚࠸ࡘ⪃ᐹしࡓ中ᅜㄒࡿࡼ研究Ⓨ⾲ࠋⓎ
⾲ᣢࡕ間⣙ 20ศࠋウㄽ⣙ 30ศࠋ 
 
 
 
㐨教お࡚࠸ዪᛶࡀ㞴⏘Ṛしࡓሙྜࢀࢃ⾜

῭特ṦなṚ⪅ᩆࡿࢀࡤࠖ†⾑ࠕࡿࢀࡉࡿ
♩ࠊ࡚࠸ࡘ⌧ᅾのྎ‴࡛࠸ࡀࢀࡑࡣかなࡿ
᮲௳のࠊࢀࢃ⾜࡛ࡶලయⓗ࠸かなࡶࡿの࡛
あࡿのかࠊ本人ࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡛‴ྎࡀ⌧ᆅㄪᰝの
⤒㦂࡚࠸࡙ࡶ㏙ࠊࡽࡉࠊ㏻ᖖṚのሙྜ
ࡀ␗ᕪࡿかな࠸ࡿẚ♩ຌᚨࡿࢀࢃ⾜
ぢࡿࢀࡽのかࠊࡓࡲࠊṔ史ⓗࡣの࠺ࡼ
Ⓨ⾲間ࠋ⾲研究Ⓨࡓか⪃ᐹしࡿࢀࡽࡅ࡙⨨ 10
ศࠋウㄽなしࠋ 
 

3.ྎ‴㐨教の㞴⏘Ṛ⪅ᩆ
῭♩ࡑのᆅᇦⓗᕪ␗
̿ྎ‴㐨教のఏᢎ⣔⤫⪃
ᐹのᡭࡀかࡾし࡚̿ 
 
 
 
 
 
 
4.㐨教⾑†♩の⌧≧
༡部ᆅᇦの‴ྎ࡚̿࠸ࡘ
⾑†のຌᚨࢆし࡚̿ 
 
 
 
 
 
 
 
5.㐨ᩃ⾑†⛉ⓗึṉ᥈
ウؐ௨⮹⅂༡部ᆅ༐∔
ؐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年 
ᖹᡂ 23年 9
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
2013年 
ᖹᡂ 24年 5
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
2013年 
ᖹᡂ 24年 7
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ἑ栄一記ᛕ㈈ᅋᐤ
・次ୡ௦ᅜ㝿࣮࢛ࣇ
ୡ⏺の中の東ࠕ࣒ࣛ
ከ元ᩥ΅の̿ࢪ
ㅖ┦ࠖ 
（㛵西大学） 
 
 
 
 
東ᩥࢪ΅学
➨ 5ᅇ年次大ࠕᥥか
ୡ⏺㸸東࠸᪂しࡿࢀ
ᮍのṔ史・ᩥࢪ
᮶ࠖ 
（香 ᇛᕷ大学） 
 
 
 
 
⥂典㐨教⯅ᆅ᪉᐀教ᅧ
㝿研ウ᭳ 
（ྎ‴・ᅜ❧ᨻ治大
学） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㐨教の␗ᖖṚ⪅ᩆ῭ࡿࢀࢃ⾜࡚࠸お‴ྎ
♩のࠊࡕ࠺㞴⏘Ṛのሙྜࠖ†⾑ࠕࡿࢀࢃ⾜
ࡿࢀࡤຌᚨ࠸ࡀࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘかなࡿ᮲௳の
のࡿの࡛あࡶࡿかな࠸ලయⓗࠊࢀࢃ⾜࡛ࡶ
かྎࠊ༡ᆅᇦ高雄・ᒊ東ᆅᇦの間のᆅᇦⓗ
ᕪ␗࠺࠸ほⅬか᳨ࡽウしࠊࡽࡉࠊなࡇࡐの
ࡤࢀࡅなࢃ⾜特ูࢆ♩な␗ᖖṚ⪅ᩆ῭࠺ࡼ
なࡽな࠸のか⪃ᐹしࡓ研究Ⓨ⾲ࠋⓎ⾲間 15
ศࠊウㄽ間 10ศࠋ 
 
㐨教お࡚࠸ዪᛶࡀ㞴⏘Ṛしࡓሙྜࡿࢀࢃ⾜
特ṦなṚ⪅ᩆ῭ࡿࢀࡤࠖ†⾑ࠕࡿࢀࡉ
♩㐨教࡚࠸ࡘ※の淵ࡑࠊࡎࡲࠊ࡚࠸ࡘ♩
㛵㐃の₎ᩥᩥ⊩᳨࡚࠸⏝ࢆウしࡓᚋࠊ本人ྎࡀ
ྎࠊࡁ࡙ࡶᆅㄪᰝの⤒㦂⌧ࡓࡁ࡚ࡗ⾜࡛‴
‴༡部ᆅᇦの㐨教⾑†♩ࢆし࡚ࡑࠊのල
యⓗᵝ┦ࠊᆅᇦⓗᕪ␗ࠊ㏻ᖖṚのሙྜࢀࢃ⾜
研究ࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘの間のᕪ␗な♩ࡿ
Ⓨ⾲ࠋⓎ⾲間 15ศࠊウㄽ間 10ศࠋ 
 
ྎ‴㐨教お࡚࠸し࡚ዪᛶࡀ㞴⏘Ṛしࡓሙ
中ᅜㄒࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘຌᚨ†⾑ࡿࢀࢃ⾜ྜ
ᩥᩥ₍㐨教♩㛵㐃のࠊࡎࡲࠋ⾲研究Ⓨࡿࡼ
⊹ᆅ†⾑ࡿࢀࡉࡿࡕለࡀ⪅㞴⏘Ṛ࡚࠸⏝ࢆ⫣
ᅾのྎ⌧ࠊのᚋࡑࠊのか☜ㄆしࡶࡿかな࠸ࡣ
本人ࠊ࡚࠸ࡘຌᚨࠖ†⾑ࠕࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛‴
యのᩥ₍ࡓᚓ࠸⾜ࢆ༡部ᆅᇦ࡛⌧ᆅㄪᰝ‴ྎࡀ
ࡁ࡙ࡶീ・ᫎീ㈨ᩱ⏬ࡧࡼᏐ㈨ᩱおᩥࡿࡼ
ࠊ␗のᕪ♩一⯡のຌᚨࡸのᐇ᪉ἲࡑࡘࡘ
⏝ᩥࡿࢀࡉ書な᳨࡚࠸ࡘウしࠋࡓⓎ⾲
間 20ศࠊウㄽ間 30ศ 
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6.ྎ⅂㐨教ⓗᩆ␗ᖖṚ
⪅ⓗᘧ̿̿௨ྎ༡ᆅ༐
ⓗᑞ⦚Ṛ⪅ཬ⁒ỈṚ⪅ⓗ
ᘧ為 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.⚟ᘓ江ᆅ༐ⓗ⋤√ಙ
௮之ึṉ᥈ウ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.⮹⅂㐨教ᡴᇛ⛉之ᆅ
᪉ᛶᕪ␗——௨⮹༡ᆅ༐⯅
高雄͑ᒊ東ᆅ༐為 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.“Are There Any 

Differences in the Rites 

due to the Difference of 

the Spirits Origins of 

temples?: Comparison of 

the Rituals between 

Temples of Japanese 

Spirits and Temples of 

Chinese Spirits in 

Taiwan” 

 

̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̿ 
 

 

2016年 
ᖹᡂ 28年 7
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年 
ᖹᡂ 29年
10᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年 
ᖹᡂ30年10
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年 
令和元年7᭶ 
 

中ᅜ人Ẹ大学-⨶᱁᪁
大学㤳ᒆᅜ㝿㐨教ᩥ
๓ἢㄽቭ 
（中ᅜ・†༡┬㝧光
大㓇ᗑ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017⮹⅂⋤√ಙ௮ᩥ
ᅧ㝿Ꮵ⾡研ウ᭳ 
（ྎ‴ᩥ部ᩥ㈨
產ᒁᩥ㈨⏘ಖᏑ研究
中ᚰ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
㐨教地方文化ᅜ㝿学
⾡研ウ会 
（中ᅜ・ύ江大学） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The 2nd Annual 
Conference of the 
EASSSR（East Asian 
Society for the 
Scientific Study of 
Religion㸸東ࢪ᐀
教♫学） 
（ᾏ㐨大学） 

ྎ‴㐨教の␗ᖖṚ⪅ᩆ῭♩ࠊ࡚࠸ࡘ⦚Ṛ
⪅ᩆ῭♩⁒ỈṚ⪅ᩆ῭♩ࢆし࡚⪃ᐹ
しࡓ中ᅜㄒࡿࡼ研究Ⓨ⾲ࠊࡎࡲࠋఱࡀ␗ᖖṚ
༡ᆅᇦ࡛ྎࡀ⪅➹ࠊᚋࡓしࡅ࡙⩏かᐃࡿࡓᙜ
ㄪᰝしࡓ⦚Ṛ⪅ᩆ῭♩⁒ỈṚ⪅ᩆ῭♩の
ࢀࡒࢀࡑࠊ࡚࠸⏝ࢆの♩のᐇ᪉ἲࡸ特
ᚩなࢆ☜ㄆしࡑࠊのᚋࠊなࡽࢀࡇࡐの♩ࡣ
ྛṚ⪅ࡓࡌ⏕ࡀ⌧ሙ࡛⾜ࢃなࡤࢀࡅなࡽな࠸の
かࠊ࡚࠸ࡘࡇ࠺࠸♩ࡓࡗ⾜ࢆ㐨ኈࡕࡓ
ࠊ書⛉ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀࡽᙼࡸࡾྲྀࡁ⪺ࡿᑐす
➹記ᑠㄝな᳨࡚ࡗࡼウしࠋࡓⓎ⾲間20
ศࠊウㄽ間10ศࠋ 
 
2011年12᭶27᪥㹼2012年1᭶2᪥⚟ᘓἨᕞᆅ

ᇦのᑎᘁࡸ᐀⚆な࡚࠸ࡘ⌧ᆅㄪᰝࡓࡗ⾜ࢆ
ࡧࡼᘁお√⋥ࡕ࠺ののࡶࡓㄪᰝしの㝿ࡑࠊࡀ
⋤√ಙ௮㛵すࡶࡿのࢆᢳฟし⪃ᐹࢆ加ࡇࡿ࠼
࠺ࡑฟࡁᥥࢆᙜヱᆅᇦの⋤√ಙ௮の特ᚩࠊ࡛
ᘓἨᕞᆅᇦの⚟ࠋ⾲研究Ⓨࡿࡼ中ᅜㄒࡓし
ྜ⤖ࡀಙ௮√⋥ほ㡢ಙ௮ࡣかの村ⴠ࡛ࡘࡃ࠸
し࡚ࡿ࠸かᛮࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ♭⚍ࡿࢀࢃ
⯪⋥㏦ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜なおࡣ࡛‴ྎࡧࡼおࠊ
のఏ⤫ࡀከࡃのᘁお᩿࡚࠸⤯し࡚し࠸࡚ࡗࡲ
ウㄽ間20ࠊⓎ⾲間20ศࠋࡓᣦしࢆࡇࡿ
ศࠋ 
 
ྎ‴㐨教のṚ⪅ᩆ῭♩ࢆᵓᡂすࡿᘧの一

ࢆࡇฟす࠸ᩆ᥋ⓗ┤ࡾࡼ⊹ᆅࢆஸ㨦ࠊ࡛ࡘ
目ⓗし࡚⾜ࠕࡿࢀࢃᡴᇛࠖ࠺࠸ᘧ࠸ࡘ
ᩥ₍ࡓධᡭし࠸⾜ࢆᆅㄪᰝ⌧࡛‴ྎࡀ本人ࠊ࡚
యᩥࡿࡼᏐ㈨ᩱ⏬ീ・ᫎീ㈨ᩱࡁ࡙ࡶ
⪃ᐹしࡓ中ᅜㄒࡿࡼ研究Ⓨ⾲ྎࠋ‴㐨教の
⢶ࡿࢀࡉ⏝ࡸ௳᮲ࡿࢀࡉᡴᇛ⛉ࠖのᐇࠕ
⣬〇のᆅ⊹のᇛࠊ⛉のෆᐜࠊᵓᡂࡓࡗ࠸ᇶ
♏ⓗ㡯࡚࠸ࡘ⪃ᐹࢆ加ྎࡽࡉࠊ࠼༡ᆅᇦ
のࡶの高雄・ᒊ東ᆅᇦのࡶのࢆ┦ẚ㍑
す࡛ࡇࡿᆅᇦⓗᕪ␗࠺࠸Ⅼ᳨ࡶ࡚࠸ࡘウ
 ࠋウㄽ間30ศࠊⓎ⾲間20ศࠋࡓ࠼加ࢆ
 
ྎ‴の᪥本人⚄ࡿ♭ࢆᘁ࡛⾜ࡿࢀࢃ㐨教♩

の♩㐨教ࡿࢀࢃ⾜ᘁ࡛ࡿ♭ࢆ⚄中⳹⣔の
間ぢࡿࢀࡽᕪ␗ࠊ࡚࠸ࡘ本人࡛ࡲࢀࡇࡀ⾜
ᐹ⪄ࡘࡘࡁ࡙ࡶࢡ࣮࣡ࢻル࣮ࣇࡓࡁ࡚ࡗ
しࡓⱥㄒࡿࡼ研究Ⓨ⾲ࠋ᪥本人⚄ࡿ♭ࢆᘁ࡛
し࡚㐨教♩のࡿࢀࢃ⾜ 2018年 8᭶
ᒊ東┴ᯎᑅ東㱟ᐑ࡚ㄪᰝしࡓᬑ度ἲの
ẚ㍑すࢆ一⯡ⓗなᬑ度ἲࢀࡇࠊࡆୖࡾྲྀࢆ
ࢃ⾜ᘁ࡛ࡿ♭ࢆ⚄᪥本人ࡣ♩㐨教ࠊ࡛ࡇࡿ
࠺ࡼࢀࢃ⾜ᘁ࡛ࡿ♭ࢆ⚄中⳹⣔のࠊ࠺ࡼࢀ
ࡣ東㱟ᐑࠊࡀ࠸なࡽࢃኚࡶ࡚࠸おࢀࡎ࠸ࠊ
ᐑࡀ㐨ኈ࡛あࡿな特Ṧ࡛あࡽࡃ࠸ࠊࡵࡓࡿ
か┦㐪࠺࠸ࡓࡌ⏕ࡀ⤖ㄽ㐩しࠋࡓ᠕⩏ሿ
大学東ࢪ研究ᡤおࡿࡅ高橋⏘業⤒῭研究
㈈ᅋᨭ学⾡ࣉロࠕࢺࢡ࢙ࢪ៘㟋౪㣴⚄᱁
かࡽぢྎࡿ‴人のṔ史ㄆ㆑̿Ẹ⾗史学のᵓ⠏ࢆ
ࣉ本ࠊࡾ研究ᡂᯝの一部࡛あࡿࡼし࡚ࠖࡊࡵ
ロࢺࢡ࢙ࢪの中間ሗ࿌⨨ࡅᚓࡶࡿの࡛あ
Ⓨ⾲間ࠋࡿ 20ศࠊウㄽ間 30ศ 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ ༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ ᴫ      せࡣ

10.⮹⅂༡部㐨教ᡴᇛ⛉
之ึṉ᥈ウ——௨⮹༡ᆅ
༐⯅高雄͑ᒊ東ᆅ༐為 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019 年 
令和元年 9
月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⪁子㐨ᩥ学⾡研ウ 
（中ᅜ・安ᚯ┬ 㝧
┴） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ྎ‴㐨教のṚ⪅ᩆ῭♩ࢆᵓᡂすࡿᘧの一

ࢆࡇฟす࠸ᩆ᥋ⓗ┤ࡾࡼ⊹ᆅࢆஸ㨦ࠊ࡛ࡘ

目ⓗし࡚⾜ࠕࡿࢀࢃᡴᇛࠖ࠺࠸ᘧ࠸ࡘ

ᩥ₍ࡓධᡭし࠸⾜ࢆᆅㄪᰝ⌧࡛‴ྎࡀ本人ࠊ࡚

యᩥࡿࡼᏐ㈨ᩱ⏬ീ・ᫎീ㈨ᩱࡁ࡙ࡶ

⪃ᐹしࡓ中ᅜㄒࡿࡼ研究Ⓨ⾲ࠕࠊࡎࡲࠋᡴᇛ

⛉ࠖのᐇࡿࢀࡉ᮲௳ࡸ⏝ࡿࢀࡉ⢶⣬〇の

ᆅ⊹のᇛࡓࡗ࠸ᇶ♏ⓗ㡯᳨࡚࠸ࡘウしࠊ

次ྎࠊ༡ᆅᇦ高雄・ᒊ東ᆅᇦࢀࡒࢀࡑのᆅ

ᇦのᡴᇛ⛉のෆᐜおࡧࡼᵓᡂࢆศᯒし᭱ࠊᚋ

ᡴᇛ⛉のᆅࠊ࡛ࡇࡿẚ㍑す┦ࢆ⪅୧

ᇦⓗᕪ␗࡚࠸ࡘ⪃ᐹしࠋࡓⓎ⾲間 20ศࠊ

ウㄽ間 30ศࠋ 

 

ࠝᅜෆ学Ⓨ⾲ࠞ 
1.ྎ‴㐨教の␗ᖖṚ⪅ᩆ
῭♩࡛⏝ᩥࡿࢀࡉ書
 ࡚࠸ࡘ
 
 
 
 
 
 
 
 
2.㐨教࡛ࡣ⦚Ṛ⪅࠸ࢆか
のか̿ྎࡿし࡚ᩆ῭す
‴༡部ᆅᇦࢆし࡚̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ఏ⤫ᩥࡸ㛵すࡿ教
育かࡽᅜ㝿⌮ゎ̿₎
Ꮠ・₎ᩥ教育ࢆし࡚
̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ྎ‴㐨教ᡴᇛ⛉ࡘ
 のึṌⓗ⪃ᐹ࡚࠸
 

 
̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

̿ 
 
 

 
2011年 
ᖹᡂ 23年 3
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014年 
ᖹᡂ 26年 3 
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年 
ᖹᡂ29年2᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年 
平成29年7月 

 
᪥本中ᅜ学➨1ᅇⱝ
ᡭࢩンࠕ࣒࢘ࢪ࣏中ᅜ
学の᪂ᒁ㠃ࠖ 
（東ி大学） 
 
 
 
 
 
 
 
東ࢪ␗学➨90
ᅇ 
（ᅬ田学ᅬዪ子大
学） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
᪥本人間教育学➨2
ᅇ大 
（ዉⰋ学ᅬ大学） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㛵西大学東西学⾡研究
ᡤ➨㸶ᅇ研究 
（㛵西大学） 
 
 

 
ྎ‴㐨教の中࡛ࡶຌᚨ♩ࡀẚ㍑ⓗ┒ࢇ⾜

ᐹの⪄ࡿࡓࢆ༡部ᆅᇦの㐨教‴ྎࡿ࠸࡚ࢀࢃ
ᑐ㇟し࡚ࠊࡎࡲࠊᙜヱᆅᇦお࡚࠸␗ᖖṚࡀ
Ⓨ⏕しࡓሙྜࡿࢀࢃ⾜ຌᚨ♩ࡸ⛉目࠸ࡣ
かなࡶࡿのࡀᏑᅾすࡿかิᣲしࡑࠊのୖ࡛ࡑの
㝿⏝ࡿࢀࡉ特Ṧな♩ᩥ書࠸ࡣかなࡶࡿ
のࡀあࡑࠊࡾのෆᐜ࠸ࡣかなࡶࡿの࡛あࡿの
かྎࠊ༡ᆅᇦ高雄・ᒊ東ᆅᇦのᆅᇦᕪࡶ␃
ពしࡘࡘ⪃ᐹしࡓ研究Ⓨ⾲ࠋ๓ᑂᰝあࠋࡾⓎ
⾲間 20ศࠋウㄽ間 10ศࠋ 
 
ྎ‴㐨教の␗ᖖṚ⪅ᩆ῭♩のࠊࡕ࠺人ࡀ⦚

Ṛしࡓሙྜࡿࢀࢃ⾜特Ṧな♩࡚࠸ࡘ⪃ᐹ 
しࡓ研究Ⓨ⾲ྎࠋ༡ᆅᇦの⦚Ṛ⪅ᩆ῭♩࡛あ
῭高雄・ᒊ東ᆅᇦの⦚Ṛ⪅ᩆᢳᴢᨺ⣴ࠖࠕࡿ
♩࡛あࠕࡿ⤠ྎᨺ⣴ࠖࠊࡆୖࡾྲྀࢆ୧⪅ࢆ┦
ẚ㍑し࡚୧⪅の間ぢࡿࢀࡽ┦㐪࡚࠸ࡘ 
᳨ウすࠕࠊ࡛ࡇࡿ⤠ྎᨺ⣴ࠖࡣṚ⪅ࢆᆅ⊹
かࡽᩆ῭す࠺࠸ࡿຠ⬟ࡀあࠕࠊࡀࡿᢳᴢᨺ
⣴ࠖࡑࡣの࠺ࡼなຠ⬟ࡣなࡴࡃしࠊࢁ⦚Ṛの
原ᅉ࡛あࡿᝏ↱ࡇ࠺♺ࢆ㔜Ⅼࡀ⨨か࠸࡚ࢀ
Ⓨ⾲間ࠋࡓし♧ࢆぢゎ࠺࠸ࡿ 60ศࠊウㄽ
間 60ศࠋ 
 
教育ࠊ࡚ࡗࡼ᪥本人の中⳹ᩥᅪの人ࠎ

ᑐすࡿ⌮ゎࢆቑ㐍ࢆࡇࡁࡿࡏࡉᙇしࡓ研
究Ⓨ⾲ࠊࡎࡲࠋఏ⤫ᩥࡸ㛵すࡿ教育ᅜ㝿
⌮ゎ教育の⌧≧おࡧࡼ┦の㛵ಀᛶ࡚࠸ࡘ
ࡃከ㠀ᖖࡽ中⳹ᩥᅪかࠊのୖ࡛ࡑࠊࡾ㏉ࡾ
のほ光ᐈࡀ᪥本᮶࡚ࡶࡿ࠸㛵ࠊࡎࡽࢃ᪥
本人の中⳹ᩥᅪの人ࠎᑐすࡿ⌮ゎࡀ㊊ࡾな
ࡿあࡀ㐺ษなⅬᑐᛂࡿᑐすࡽᙼࠊࡵࡓ࠸
ࡸᪧᏐయࠊし࡚ࡑࠋࡓᣦしࢆၥ㢟Ⅼࡓࡗ࠸
ධࢆຊ教育ࡿ㛵すᩥࡸ⤫ఏࡓࡗ࠸ᩥ₍
ゎቑ⌮ࡿᑐすࠎ中⳹ᩥᅪの人ࠊ࡛ࡇࡿࢀ
大ࡘなࡿࡀの࡛ࡣな࠸かᥦゝしࠋࡓⓎ⾲
間 20ศࠊウㄽ間 10ศࠋ 
 
ྎ‴㐨教のṚ⪅ᩆ῭♩ࢆᵓᡂすࡿᘧの一

ࢆࡇฟす࠸ᩆ᥋ⓗ┤ࡾࡼ⊹ᆅࢆஸ㨦ࠊ࡛ࡘ
目ⓗし࡚⾜ࠕࡿࢀࢃᡴᇛࠖ࠺࠸ᘧ࠸ࡘ
ᩥ₍ࡓධᡭし࠸⾜ࢆᆅㄪᰝ⌧࡛‴ྎࡀ本人ࠊ࡚
యᩥࡿࡼᏐ㈨ᩱ⏬ീ・ᫎീ㈨ᩱࡁ࡙ࡶ
⪃ᐹしࡓ研究Ⓨ⾲ྎࠋ‴㐨教のࠕᡴᇛ⛉ࠖの
ᐇࡿࢀࡉ᮲௳ࡸ⏝ࡿࢀࡉ⢶⣬〇のᆅ⊹の
ᇛࠊ⛉のෆᐜࠊᵓᡂࡓࡗ࠸ᇶ♏ⓗ㡯ࡘ
高のࡶ༡ᆅᇦのྎࡽࡉࠊ࠼加ࢆᐹ⪄࡚࠸
雄・ᒊ東ᆅᇦのࡶのࢆ┦ẚ㍑す࡛ࡇࡿ
ᆅᇦⓗᕪ␗࠺࠸Ⅼ᳨ࡶ࡚࠸ࡘウࢆ加ࠋࡓ࠼
Ⓨ⾲間 20ศࠊウㄽ間 10ศࠋ 
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Ⓨ⾜ཪࡣ 
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ せ

5.ఏ⤫ᩥࡸ㛵すࡿ教
育かࡽ中⳹ᅪᑐすࡿ⌮
ゎ̿ᅜㄒ⛉・♫⛉ࢆ
中ᚰ̿

6.㐨教の⾑†ᆅ⊹ࡑの
ᩆ῭♩

̿ 2017年 
ᖹᡂ29年9᭶ 

2017年 
ᖹᡂ 29年
12᭶ 

➨ 25ᅇ᪥本ࢢロ࣮ࣂ
ル教育学ᅜ研究大

（ᅜ㝿་⒪⚟♴大学・ᑠ田
原࢟ャンࣃス）

東ࢪ␗学➨
114ᅇᐃ研究 
（ᅬ田学ᅬዪ子大
学） 

学ᰯ教育のሙ࡛中⳹ᅪᑐすࡿ⌮ゎಁࢆ㐍ࡉ
ࠋ⾲研究Ⓨࡓᙇしࢆࡇࡁ࠺⾜ࢆ教育ࡿࡏ
᪥本ࡀのほ光ᐈࡃከ㠀ᖖࡽ中⳹ᅪかࠊࡎࡲ
᪥本人の中⳹ᩥᅪࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶࡿ࠸᮶࡚
㐺ษなᑐᛂࠊࡵࡓ࠸なࡾ㊊ࡀゎ⌮ࡿᑐす
Ⅼࡀあࡓࡗ࠸ࡿၥ㢟Ⅼࢆᣦしࡑࠊのୖ࡛ࠊ
ఏ⤫ᩥࡸ㛵すࡿ教育の一⎔し࡚ᪧᏐయࡸ
ྎ‴人・香 人ࢹンテテ࣮のၥ㢟ࡘ
ᑐ中⳹ᅪࠊ࠼教⛉の間♫ࡸ⛉ᅜㄒ࡚࠸
すࡿ正し࠸⌮ゎࡘなࢆࡇࡁࡿࡆᙇし
Ⓨ⾲間ࠋࡓ 20ศࠊウㄽ 10ศࠋ 

㐨教のᩘあࡿᆅ⊹の中࡛ࠊࡶし࡚お⏘ࡼ
ࡽ࠼⪄ࡿࢀࡉ⚗ᅃࡀዪᛶのஸ㨦ࡓࡗなࡃஸࡾ
ᐹ⪄࡚࠸ࡘ♩のᩆ῭ࡑࠖ†⾑ࠕࡿ࠸࡚ࢀ
しࡓ研究Ⓨ⾲ࠊࡎࡲࠋ㐨教の⾑†ᆅ⊹࠸ࡀかな
ࡘẚ㍑し⊹教の⾑┅ᆅࠊのかࡿの࡛あࡶࡿ
ࢃ⾜࡛‴し࡚⌧ᅾのྎࠊのᚋࡑࠊᴫほしࡘ
ࡓࡿᩆ῭すࡽかࡇࡑࠊし࡚ࢆのࡶࡿ࠸࡚ࢀ
㏻ᖖṚのሙྜࠊࡾの࡛あࡶࡿかな࠸ࡣ♩のࡵ
の♩࠸ࡣかなࡿ㐪ࡀ࠸ぢࡿࢀࡽのかࡓࡲࠊ
ᆅᇦ࠸ࡾࡼかなࡿ㐪ࡀ࠸ぢࡿࢀࡽのかࡗ࠸
ࠋࡓᐹし⪄࡚࠸ࡘࡇࡓ

ࠝ⩻ヂࠞ 
1.中ᅜ᪉㎰村おࡿࡅ
Ẹ間᐀教の⯆ࡑの⟇
␎

2.書㝔̿㏆ୡ中ᅜおࡅ
教育の中ᚰࡿ

3.␗㆟のព⩏̿東ࢪ
の⌮学ᛮ₻ࢆㄽ̿ࡎ

単訳 

共訳 

༢ヂ 

2010年 
ᖹᡂ 22年 9
᭶ 

2011年 
ᖹᡂ 23年
10᭶ 

2012年 
ᖹᡂ24年3᭶ 

東ࢪのᛮ᐀教
（善ฟ∧）293ࠊ㡫
㹼318㡫 

Ἡᅬ記ᛕ❧ 50࿘
年 記ᛕㄽᩥ㞟（㛵西
大学ฟ∧部）53ࠊ㡫㹼
71㡫 

ᮒ子学㏆ୡ・㏆௦の東ࢪ
236㡫㹼ࠊ（大ฟ∧中ᚰ⮹）
288㡫 

原ⴭ⪅ Ⱳ丽⌔
原㢟 ࠕ中ᅜ᪉乡村Ẹ间᐀教ⓗኞ兴ཬ⟇

␎ࠖ 
ణ大学教授・Ⱳ㯇⌔Ặࠊࡀ㛵西大学のἑ

栄一記ᛕ㈈ᅋᐤ講ᗙࠕ᪥中㛵ಀ東ࠖࢪ
の一⎔し࡚ 2009年 11᭶ 26᪥講₇࠺⾜ࢆ
中ᅜ᪉乡村ࠕㄽᩥࡿࡼ中ᅜㄒࡓⴭしࡵࡓ
Ẹ间᐀教ⓗኞ兴ཬ⟇␎ࠖࢆ᪥本ㄒ⩻ヂしࡓ
ࢀࡉṆ⚗ࡀಙ・ಙ㏞ࠊඹ⏘ඪᨻᶒのୗࠋのࡶ
ࡼのࡀẸ間᐀教ࠊ㏆年ࠊ࡚࠸お中ᅜࡿ࠸࡚
のか♫学ⓗࡿあࡘࡘ⯆し࡚࠸⏝ࢆな᪉ἲ࠺
どⅬかࡽㄽࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌ 

原ⴭ⪅ ᮤ弘⚑ 
原㢟 ࠕ書㝔㸸㏆ୡ中ᅧ教育ⓗ中ᚰࠖ 
 ྎ‴ᅜ❧㏻大学教授・ᮤ弘⚑Ặࡀ 2010年
10 
᭶ 23᪥ࡓࢀࢃ⾜ᖹᡂ༑年度（➨ 50ᅇ）
Ἡᅬ記ᛕ講ᗙᅜ㝿ࢩンࠕ࣒࢘ࢪ࣏東ࢪのఏ
⤫教育Ἡᅬ書㝔ࠖお࡚࠸ᇶㄪሗ࿌ࡓ࠺⾜ࢆ
書㝔㸸㏆ୡ中ᅧࠕㄽᩥࡿࡼ中ᅜㄒࡓⴭしࡵ
教育ⓗ中ᚰࠖࢆ᪥本ㄒ⩻ヂしࡶࡓのࠋ 
ඹⴭ⪅ 山田明広・࿃ጔ㔜 

本人ᢸᙜ部ศ ᩥのୗヂࢆศᢸしࡵࡓࡓᢳ
ฟྍ⬟ 

原ⴭ⪅ ൲㈱ 
原㢟 ࠕ␗㆟ⓗព⩏̿̿ㄽ東வⓗ⌮Ꮵᛮ₻ࠖ 
 ྎ‴ᅜ❧⢭⳹大学教授・൲㈱Ặ2010ࡀ年9
᭶10᪥ࡓࢀࢃ⾜ᮒ子⏕ㄌ880年記ᛕᅜ㝿ࢩン
テ̿ࢪ㏆ୡ・㏆௦の東ᮒ子学ࠕ࣒࢘ࢪ࣏
ᇶㄪ࡚࠸おロ࣮チ̿ࠖࣉࡓ࠼ࡲࡩࢆࢺス࢟
ሗ࿌ࡵࡓ࠺⾜ࢆⴭしࡓ中ᅜㄒのㄽᩥࠕ␗㆟ⓗ
ព⩏̿̿ㄽ東வⓗ⌮Ꮵᛮ₻ࠖࢆ᪥本ㄒ⩻ヂ
しࠊ₎ᩥᩥ⊩かࡽのᘬ⏝ᩥࡣ࡚࠸ࡘ書ࡁୗし
荻⏕ᚂᚙ・ⱝ㙼・㜲元なࠋのࡶࡓࡵᨵᩥ
൲⪅のほࡿᙇすࢆの⌮学ࢪ東ࡓࡗ࠸
Ⅼおࡑࡧࡼの⌮ᛕ࡚࠸ࡘ⪃ᐹࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ ༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ ᴫ      せࡣ

4.ᮅ㩭・ⱝ㙼᪥本ྂ
学ὴ 
 
 
 

༢ヂ 
 
 
 

2012年 
ᖹᡂ 24年 3
᭶ 
 
 

ᮒ子学㏆ୡ・㏆௦の
東ࢪ（⮹大ฟ∧中
ᚰ）379ࠊ㡫㹼414㡫 
 
 

原ⴭ⪅ 豐 
原㢟 ࠕᮅ㩭ⱝ㙼⯅᪥本ྂᏥὴࠖ 
ᅜ❧ྎ‴大学教授・㇏Ặࡀ 2010年 9᭶

10᪥ࡓࢀࢃ⾜ᮒ子⏕ㄌ 880年記ᛕᅜ㝿ࢩン࣏
࢟テ̿ࢪ㏆ୡ・㏆௦の東ᮒ子学ࠕ࣒࢘ࢪ
スࣉࡓ࠼ࡲࡩࢆࢺロ࣮チ̿ࠖお࡚࠸ሗ࿌ࢆ
⯅ᮅ㩭ⱝ㙼ࠕ中ᅜㄒのㄽᩥࡓⴭしࡵࡓ࠺⾜
᪥本ྂᏥὴࠖࢆ᪥本ㄒ⩻ヂしࠊ₎ᩥᩥ⊩かࡽ
のᘬ⏝ᩥࡣ࡚࠸ࡘ書ࡁୗしᩥᨵࡶࡓࡵのࠋ
ᮅ㩭ᐇ学の㞟大ᡂ⪅・ⱝ㙼のⴭసࢆ㏻ࠊ࡚ࡌ
ᮅ㩭の学⪅ࡀ᪥本の㛗年Ώࡿ൲学ὶの
ᚋࠊ᪥本ྂ学ᑐし࡚࠸かなࡿホ౯ࢆୗしࡓの
か⪃ᐹࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ 
 

5.బ久間㇟山ᙇ之Ὕ 
 
 

༢ヂ 
 

2012年 
ᖹᡂ 24年 3
᭶ 
 
 

ᮒ子学㏆ୡ・㏆௦の
東ࢪ（⮹大ฟ∧中
ᚰ）415ࠊ㡫㹼446㡫 
 
 
 

原ⴭ⪅ ᙇᓰᑘ 
原㢟 ࠕబ久間㇟山⯅ᙇ之Ὕࠖ 
ᅜ❧ྎ‴師⠊大学教授・ᙇᓰᑘẶࡀ 2010年 9
᭶ 10᪥ࡓࢀࢃ⾜ᮒ子⏕ㄌ 880年記ᛕᅜ㝿ࢩ
ンࠕ࣒࢘ࢪ࣏ᮒ子学㏆ୡ・㏆௦の東̿ࢪ
テ࢟スࣉࡓ࠼ࡲࡩࢆࢺロ࣮チ̿ࠖお࡚࠸ሗ
࿌ࡵࡓ࠺⾜ࢆⴭしࡓ中ᅜㄒのㄽᩥࠕబ久間㇟
山⯅ᙇ之Ὕࠖࢆ᪥本ㄒ⩻ヂしࠊ₎ᩥᩥ⊩かࡽ
のᘬ⏝ᩥࡣ࡚࠸ࡘ書ࡁୗしᩥᨵࡶࡓࡵのࠋ
᪥本ᖥᮎのᮒ子学⪅・బ久間㇟山のᛮ中ᅜ
Ύᮎのᨻ治ᐙ・ᙇ之Ὕのᛮࢆẚ㍑すࡇࡿ
ධࡅཷࢆの間の西ὒの学ၥ᪥本中ᅜࠊࡾࡼ
ࢀࡉᐹ⪄࡚࠸ࡘ␗のㄆ知のᕪ࡚ࡗࡓᙜࡿࢀ
 ࠋࡿ࠸࡚
 

6.ᮒ⇘ࠗⓑ㮵Ὕ書㝔ᥖ
♧࠘の᪥本おࡿࡅὶఏ
おࡑࡧࡼのᙳ㡪 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.⏘㞴のண㜵ࠊ⚴㝖ᢤ
度̿ྎ‴༡部Ἠᕞᆅ༊
ࢆ㐨教⛉ἲࡿࢀࡽぢ
 し࡚̿
 

༢ヂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
単訳 

2012年 
ᖹᡂ 24年 3
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年 
ᖹᡂ 27年 3
᭶ 

ᮒ子学㏆ୡ・㏆௦の
東ࢪ（⮹大ฟ∧中
ᚰ）518ࠊ㡫㹼536㡫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東ࢪᾏᇦᩥの⏕
ᡂᒎ㛤̿ࠑ東᪉ᆅ中
ᾏࠒし࡚の⌮ゎ̿
（㢼㡪♫）299ࠊ㡫㹼
357㡫 

原ⴭ⪅ 張品端 
原㢟 「朱熹《白鹿洞书院揭示》在日本的流传
及其影响」 
 ᅜ⚟ᘓ┬Ṋዀ学㝔・中ᅜ♫⛉学㝔ဴ学研究
ᡤᏵ明⌮学研究ࢭン࣮ࢱ⛎書㛗・ᙇရ➃Ặࡀ
2010年 9᭶ 10᪥ࡓࢀࢃ⾜ᮒ子⏕ㄌ 880年記
ᛕᅜ㝿ࢩンࠕ࣒࢘ࢪ࣏ᮒ子学㏆ୡ・㏆௦の東
ロ࣮チ̿ࠖࣉࡓ࠼ࡲࡩࢆࢺス࢟テ̿ࢪ
お࣏࡚࠸スࣙࢩࢵࢭ࣮ࢱンࡵࡓ࠺⾜ࢆⴭしࡓ
中ᅜㄒのㄽᩥ「朱熹《白鹿洞书院揭示》在日本
的流传及其影响」ࢆ᪥本ㄒ⩻ヂしࠊ₎ᩥᩥ⊩
かࡽのᘬ⏝ᩥࡣ࡚࠸ࡘ書ࡁୗしᩥᨵࡶࡓࡵ
のࠋᮒ子ࡀᘓし⤒Ⴀしࡓⓑ㮵Ὕ書㝔の⢭⚄ࢆ
記しࠗࡓⓑ㮵Ὕ書㝔ᥖ♧࠘࠸ࡀか᪥本ὶఏ
しࡑࠊし࡚ᙳ㡪しࡓかࡀࡇࡓࡗ࠸⪃ᐹࢀࡉ
 ࠋࡿ࠸࡚
 
原著者 謝聰輝 
原題 「產難的預防、禳除與拔度：以南臺灣與
泉州地區所見道教科法為主」 
 台湾師範大学教授・謝聰輝氏が著した中国語
の論文を日本語に翻訳し、漢文文献や漢文体に
よる儀礼書からの引用文については書き下し文
に改めたもの。中国や台湾に伝わる女性の難産
予防に関わる種々の儀礼やまじない、宗教医療
について、主として文献を用いて詳細に分析す
るとともに、併せて、現今なお実施されている
「血湖」と呼ばれる難産関連の道教儀礼につい
て、台湾南部と泉州地区における現地調査を踏
まえて仔細に論じている。 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ ༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 ⛠Ⓨ⾲学➼のྡࡣ

ᴫ      せ 
8.⌧௦ୖᾏ㐨教のᐑやお
の⡆ႝ࡚࠸ࡘ㐨ኈࡧࡼ
な⤂介 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

༢ヂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年 
ᖹᡂ 27年 6
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東᪉᐀教（᪥本㐨教学
）➨ 127㡫ࠊ125ྕ
㹼132㡫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原ⴭ⪅ ጦ树Ⰻ 
原㢟 ࠕᙜ௦ୖᾏ㐨教宫观ࠊ㐨ኈ现≧简介ࠖ 
  2014年 11᭶ 8᪥㛤ദࡓࢀࡉ᪥本㐨教学
➨ 65ᅇ大おୖࠊ࡚࠸ᾏᕷ㐨教教
㛗・ጦᶞⰋẶࡓࢀࢃ⾜ࡾࡼ中ᅜㄒࡿࡼ講₇
の原✏ࢆ᪥本ㄒ⩻ヂしࡶࡓのᩥึ᭱ࠋ大
㠉௨㝆の中ᅜ㐨教の≧ἣ࡚࠸ࡘ⤂介すࡿ
ࡑࠊㄝ明し࡚࠸ࡘ中ᅜ㐨教の教ὴࠊࡶ
のୖ࡛ୖࠊᾏの㐨教の⌧ἣࠊ࡚࠸ࡘᐑほࠊ
ࢃのかか⾗Ẹᐑほࠊ㐨ኈの㣴ᡂ᪉ἲࠊ♩
࠸࡚ࢀࡉ介⤂ࡽഃ㠃かࡓࡗ࠸布教なࠊࡾ
 ࠋࡿ
 

ࠝ研究ሗ࿌ࠞ 
1. ࠗᮒ子ㄒ㢮࠘♩㛵ಀ
部ศヂὀ㸰 
 
 
 

 
ඹⴭ 

 
 

 
2013年 
ᖹᡂ 25年 5
᭶ 
 
 

 
⛉学研究㈝ᇶ┙研究
（A）（一⯡）ࠕ東
ఏ⤫教㣴ࡿࡅおࢪ
のᙧᡂᒎ㛤㛵すࡿ
学㝿ⓗ研究㸸書㝔・⚾
ሿ教育ࢆ中ᚰࠖ（研
究௦⾲⪅・࿃ጔ㔜） 
 
 

 
⛉学研究㈝ᇶ┙研究（A）（一⯡）ࠕ東ࢪ

学㝿ⓗࡿ㛵すᒎ㛤ఏ⤫教㣴のᙧᡂࡿࡅお
研究㸸書㝔・⚾ሿ教育ࢆ中ᚰ （ࠖ研究ㄢ㢟␒
ྕ 21242001）のᖹᡂ 21 年度の研究ᡂᯝሗ࿌
書ࠗࠋ ᮒ子ㄒ㢮 （࠘༡Ᏽ・㯪㟹ᚨ⦅ࠊ⋤ᫍ㈼Ⅼᰯ
ᶆⅬ本ࠊ⌮学ྀ書ࠊி・中⳹書ᒁ1986ࠊ年）
ࠊ࡛ୖࡓゞしᰯࢺス࢟のテࡑࠊしᗏ本ࢆ
ྂ典中ᅜㄒࡿࡼ本ᩥࢆ⌧௦ㄒヂしࡽࡉࠊヲ
⣽なヂ⪅ὀࢆࠋࡿ࠸࡚ࡅ 
⦅⪅ ࠗᮒ子ㄒ㢮࠘研究 
ඹⴭ⪅ ࿃ጔ㔜・井⃝⪔一・ⓑ井㡰・山田明
広・か 4ྡ 
 
本人ᢸᙜ部ศ ᕳ 89・♩භ・႙ࠊ➨ 7᮲（96
㡫㹼100㡫） 
 

2.ࠗᮒ子ㄒ㢮࠘♩㛵ಀ部
ศヂὀ㸱 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ࠗᮒ子ㄒ㢮࠘♩㛵ಀ部
ศヂὀ㸲 

ඹⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඹⴭ 

2011年 
ᖹᡂ 23年 1
᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 年 
平成 24年 1
月 
 

⛉学研究㈝ᇶ┙研究
（A）（一⯡）ࠕ東ࢪ
ఏ⤫教㣴のࡿࡅお
ᙧᡂᒎ㛤㛵すࡿ学
㝿ⓗ研究㸸書㝔・⚾ሿ
教育ࢆ中ᚰࠖ研究௦
⾲⪅・࿃ጔ㔜 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⛉学研究㈝ᇶ┙研究
（A）（一⯡）ࠕ東ࢪ
ఏ⤫教㣴のࡿࡅお
ᙧᡂᒎ㛤㛵すࡿ学
㝿ⓗ研究㸸書㝔・⚾ሿ
教育ࢆ中ᚰࠖ研究௦
⾲⪅・࿃ጔ㔜 

⛉学研究㈝ᇶ┙研究（A）（一⯡）ࠕ東ࢪ
学㝿ࡿ㛵すᒎ㛤ఏ⤫教㣴のᙧᡂࡿࡅお
ⓗ研究㸸書㝔・⚾ሿ教育ࢆ中ᚰࠖ（研究ㄢ㢟
␒ྕ 21242001）のᖹᡂ 22年度の研究ᡂᯝሗ࿌
書ࠗࠋᮒ子ㄒ㢮࠘（༡Ᏽ・㯪㟹ᚨ⦅ࠊ⋤ᫍ㈼Ⅼ
ᰯᶆⅬ本ࠊ⌮学ྀ書ࠊி・中⳹書ᒁ1986ࠊ
年）ࢆᗏ本しࡑࠊのテ࢟スᰯࢺゞしୖࡓ
ࡽࡉࠊ௦ㄒヂし⌧ࢆ本ᩥࡿࡼ典中ᅜㄒྂࠊ࡛
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅࢆヲ⣽なヂ⪅ὀ
⦅⪅ ࠗᮒ子ㄒ㢮࠘研究 
ඹⴭ⪅ ࿃ጔ㔜・井⃝⪔一・ⓑ井㡰・山田明
広・か 6ྡ 
 
本人ᢸᙜ部ศ ᕳ 89・♩භ・႙ࠊ➨ 8᮲㹼➨ 9
᮲（89㡫㹼92㡫） 
 
科学研究費基盤研究（A）（一般）「東アジア
における伝統教養の形成と展開に関する学際的
研究：書院・私塾教育を中心に」（研究課題番
号 21242001）の平成 23年度の研究成果報告
書。『朱子語類』（南宋・黎靖徳編、王星賢点
校標点本、理学叢書、北京・中華書局、1986
年）を底本とし、その他テキストと校訂した上
で、古典中国語による本文を現代語訳し、さら
に詳細な訳者注を付けている。 
編者 『朱子語類』研究会 
共著者 吾妻重二・井澤耕一・白井順・山田明
広・ほか 6名 
 
本人担当部分 巻 89・礼六・喪、第 10条～第
19条（77頁～85頁） 
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ⴭ書ࠊ学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ ༢ⴭ・ 
ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 
Ⓨ⾲の年᭶ 

Ⓨ⾜ᡤࠊⓎ⾲㞧ㄅ➼ཪ
 Ⓨ⾲学➼のྡ⛠ ᴫ      せࡣ

4.ྎ‴㐨教の⦚Ṛ⪅おࡼ
㛵す♩Ṛ⪅ᩆ῭⁒ࡧ
の⪃ᐹ̿ྎ༡ᆅ୕ࠊࡿ
ᇦࢆし࡚̿ 
 
 

༢ⴭ 
 

2016年 
ᖹᡂ 28年 9
᭶ 
 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ（ዉ
Ⰻ学ᅬ大学）➨ 5㞟ࠊ 
213㡫㹼219㡫 
 

ྎ‴㐨教の␗ᖖṚ⪅ᩆ῭♩ࠊ࡚࠸ࡘ⦚Ṛ
⪅ᩆ῭♩⁒ỈṚ⪅ᩆ῭♩ࢆし࡚⪃ᐹ
しࡓ研究ሗ࿌ࠊࡎࡲࠋఱࡀ␗ᖖṚᙜࡿࡓかᐃ
Ṛ⦚ࡓ༡ᆅᇦ࡛ㄪᰝしྎࡀ⪅➹ࠊᚋࡓしࡅ࡙⩏
⪅ᩆ῭♩⁒ỈṚ⪅ᩆ῭♩の࠸⏝ࢆ
☜ࢆ特ᚩなࡸの♩のᐇ᪉ἲࢀࡒࢀࡑࠊ࡚
ㄆしࡑࠊのᚋࠊなࡽࢀࡇࡐの♩ྛࡣṚ⪅ࡀ⏕
ࡇ࠺࠸のか࠸なࡽなࡤࢀࡅなࢃ⾜ሙ࡛⌧ࡓࡌ
⪺ࡿᑐすࡕࡓ㐨ኈࡓࡗ⾜ࢆ♩ࠊ࡚࠸ࡘ
記ᑠㄝな➹ࠊ書⛉ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀࡽᙼࡸࡾྲྀࡁ
 ࠋࡓウし᳨࡚ࡗࡼ
 

5.ఏ⤫ᩥࡸ㛵すࡿ教
育かࡽ中⳹ᅪᑐすࡿ⌮
ゎ̿ᅜㄒ⛉・♫⛉ࢆ
中ᚰ̿ 
 

༢ⴭ 
 

2018年 
ᖹᡂ 30年 3
᭶ 
 

ዉⰋ学ᅬ大学紀せ（ዉ
Ⰻ学ᅬ大学）➨ 8㞟ࠊ
149㡫㹼154㡫 
 

学ᰯ教育のሙ࡛中⳹ᅪᑐすࡿ⌮ゎಁࢆ㐍ࡉ
ࠋ研究ሗ࿌ࡓᙇしࢆࡇࡁ࠺⾜ࢆ教育ࡿࡏ
᪥本ࡀのほ光ᐈࡃከ㠀ᖖࡽ中⳹ᅪかࠊࡎࡲ
᪥本人の中⳹ᩥᅪࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶࡿ࠸᮶࡚
㐺ษなᑐᛂࠊࡵࡓ࠸なࡾ㊊ࡀゎ⌮ࡿᑐす
Ⅼࡀあࡓࡗ࠸ࡿၥ㢟Ⅼࢆᣦしࡑࠊのୖ࡛ࠊ
ఏ⤫ᩥࡸ㛵すࡿ教育の一⎔し࡚ᪧᏐయࡸ
ྎ‴人・香 人ࢹンテテ࣮のၥ㢟ࡘ
ᑐ中⳹ᅪࠊ࠼教⛉の間♫ࡸ⛉ᅜㄒ࡚࠸
すࡿ正し࠸⌮ゎࡘなࢆࡇࡁࡿࡆᙇし
 ࠋࡓ
 

ࠝ書ホࠞ     
1.ᚿ㈡ᕷ子ⴭ ࠒ㷊ࠑࠗ
の㛪̿中ᅧ東༡部ࠒ㨣ࠑ
Ṛ⪅のᇙⴿ⦁↓ࡿࡅお
 ࠘♭⚍
 
 

༢ⴭ 
 

2013年 
ᖹᡂ 25年 5
᭶ 
 

東᪉᐀教（᪥本㐨教学
） 
➨ 93㡫㹼99ࠊ121ྕ
㡫 
 

Ⲉᇛࣜ࢟スࢺ教大学教授・ᚿ㈡ᕷ子Ặのⴭ書
↓ࡿࡅおの㛪̿中ᅧ東༡部ࠒ㨣ࠑࠒ㷊ࠑࠗ

⦁Ṛ⪅のᇙⴿ⚍♭ （࠘㢼㡪♫2012ࠊ年）ᑐ
すࡿ書ホࠋ中ᅜ東༡部ࠊ特広東┬東部ἢᾏの
₻Ờおࡧࡼᾏ㝣㇏ᆅᇦおࡿࡅ↓⦕Ṛ⪅のᇙⴿ
Ṕࡧࡼの㷓┦おࡑࠊし㇟な研究ᑐࢆ♭⚍
史ⓗኚ㑄ࢆ明ࡽかすࢆࡇࡿ目ⓗし࡚書しࡓ
本書ࡑࠊ࡚࠸ࡘのෆᐜࢆ⡆༢⤂介しୖࡓ
ࡉࠊホし࡚࠸ࡘෆᐜࡧࡼの研究᪉ἲおࡑࠊ࡛
 ࠋࡓᣦしࢆၥ㢟Ⅼࡽ
 

ࠝ㎡書ࠞ 
1.岩Ἴୡ⏺人ྡ典 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඹⴭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013年 
ᖹᡂ 25年
12᭶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩Ἴ書ᗑ 
 3586㡫 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ୡ⏺のᅜ・ᆅᇦࠊ࡚࠸ࡘ⚄ヰ・ఏㄝୖの
人≀かࡽ⌧Ꮡ⪅ࢆ࡛ࡲ⥙⨶しࡓ⥲ྜⓗな人ྡ㎡
典ࠋ 
⦅⪅ 岩Ἴ書ᗑ㎡典⦅㞟部 
ඹⴭ⪅ 山田明広・࿃ጔ㔜・㝵ᇽ善弘・㓇
井つ史・୕ᾆᅧ雄 550ྡ 
 
本人ᢸᙜ部ศ 中ᅜの㐨教おࡧࡼẸ間ಙ௮の
⚄・⚄㛵すࡿ㡯目のࡕ࠺௨ୗの 11㡯目ࠋ 
安ᮇ⏕（145㡫）ࠊ⋤√（484㡫）ࠊ⋢ⓚ大ᖇ
（734㡫）ࠊ元ጞኳᑛ（924㡫）ࠊ㯤ึᖹ（950
㡫）୕ࠊⱴ┿ྩ（1126㡫）ࠊ東⳹ᖇྩ（1839
㡫）ࠊಖ⏕大ᖇ（2641㡫）ࠊᎎ♽（2743㡫） 
 

ࠝゎㄝ・⥲ㄝ・㞧記➼ࠞ 
1.ᒊ東の林ᚨ㐨㛗の
ฟ࠸ὶ̿ྎ‴㐨教
のあࡾ᪉ࢆ学̿ࡪ 
 
 

 
ඹⴭ 

 
2014年 
ᖹᡂ 26年 9
᭶ 

 
᪥本ྎ‴学ࢬ࣮ࣗࢽ
᪥本ྎ‴学）࣮ࢱࣞ
）➨ 13㡫㹼ࠊ26ྕ
14㡫 

 
᪥本ྎ‴学の࣮ࢱࣞࢬ࣮ࣗࢽおࡿࡅ特㞟

ฟの人࠸ᛮࠊฟのሙᡤ࠸記᠈の中のྎ‴̿ᛮࠕ
ྜࡾ知学中␃‴ྎࡀ本人ࠋ章ᩥࡓࡏᐤࠖ̿
ࡃかከࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉㄪᰝࢆ♩㐨教ࠊ࠸
の㈨ᩱࢆᥦ౪し࡚ࡃࡔࡓ࠸な㠀ᖖおୡヰ
なྎࡓࡗ‴ᒊ東┴ᅾఫの㐨ኈ・林ᚨ㐨㛗の
ฟ࡛ࡲࢀࡇ࠸のὶࠊおࡧࡼ林㐨㛗の㐨教
♩ࡸಙ௮ᑐすࡿែ度࡚࠸ࡘエ࣮ࢭࢵᙧᘧ
࡛⤂介す࠺࠸ࡿෆᐜのࡶのࠋ 
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2 年 3᭶ 31 ᪥ 

   Ặྡ  加奥 満紀子  

研   究   ศ   野 研究ෆᐜのࢻ࣮࣮࣡࢟ 

ᗂඣ教育 ᗂඣ⌮ゎ・ಖ育⪅ㄽ・ಖ育ෆᐜ⥲ㄽ 

教 育 ୖ の ⬟ ຊ  㛵 す ࡿ  㡯  

㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 教育᪉ἲのᐇ㊶   

・学ᰯホ౯ࢆ⏕かしࡓಖ育ෆᐜのᨵ善 
 

ᖹᡂ元

年 4 ᭶

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

ẖ年年度ᮎࠊ教育ホ౯ࢆಖㆤ⪅ࡸ教ဨ࡛⾜ࠊ࠸

ಖ育ㄢ⛬ࡸලయⓗなಖ育ෆᐜࡀ㐺正࡛あࡓࡗかࢆ

ホ౯しࠋࡓホ౯ᇶ࡙ࠊ࡚࠸次年度のಖ育ㄢ⛬

ಖ育ෆᐜࢆぢ┤し࡚ࠊᨵ善ࢆ㔜ࠋࡓࡗ⾜࡚ࡡ 
（大和㒆山ᕷ❧㒆山西・∦᱒西・㒆山・矢田༡

ᗂ⛶ᅬ࡛のᐇ㊶） 
 

・子ࡶ⌮ゎかࡽጞࡿࡲスࢺ࣮ࢱカ࣒ࣜࣛࣗ࢟の⦅ᡂ 

ᖹᡂ 10
年 4 ᭶

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

スࢺ࣮ࢱカ࣒ࣜࣛࣗ࢟の⦅ᡂࡣᆅᇦのᑠ学ᰯࡸ

ᑵ学๓⤌⧊のᐇែの㐪ࡸ࠸子ࡶのᐇែࢆ⌮ゎし

ྍ⬟な᪉ἲ࡛⦅ᡂすࡿᚲせࡀあࠋࡿไ度ࡸ子ࡶ

⌮ゎの㐪ࢆ࠸⌮ゎしࠊ↓⌮なࡃᐇ㊶し࡚ࠋࡓࡗ࠸ 
（大和㒆山ᕷ❧㒆山西・矢田༡・㒆山ᗂ⛶ᅬ࡛

のᐇ㊶） 
 㸰 సᡂしࡓ教⛉書㸪教ᮦ   

・教育ᐇ⩦のᡭᘬࡁ 
 大和㒆山ᕷ❧㒆山西ᗂ⛶ᅬⓎ⾜ 
 （ඹⴭ） 【ᥖ】 
 

ᖹᡂ 26
年 4 ᭶ 

ẖ年大学▷ᮇ大学かࡽ教育ᐇ⩦⏕ࢆ 5 ྡ௨ୖཷ

⛶ᗂ⏕⩦ഛしᐇ‽ࢆ子ࡁᐇ⩦のᡭᘬࠊࢀධࡅ

ᅬ教育の目ᶆᗂ⛶ᅬ教育せ㡿ᇶ࡙ࡓ࠸ಖ育ෆ

ᐜのලయⓗなጼࠊᗂඣࢆ⌮ゎすࡿどⅬ࡚࠸ࡘ

ᣦᑟしࡽࡉࠋࡓ㐌ࡸಖ育のసᡂの᪉ἲࠊࡸ

ಖ育ᚋࡾ㏉ࡾᗂඣのᐇែ࡚ࡏࢃྜಖ育ᨵ善

すࡿពࡶᣦᑟしࠋࡓ 
（大和㒆山ᕷ❧矢田༡ᗂ⛶ᅬ教育ᐇ⩦⏕ᣦᑟ

⏝） 
 

・教育ᐇ⩦のᡭᘬࡁ 
 大和㒆山ᕷ❧㒆山西ᗂ⛶ᅬⓎ⾜ 
 （ඹⴭ） 【ᥖ】 
 

ᖹᡂ 26
年 4 ᭶ 

大学▷ᮇ大学かࡽ教育ᐇ⩦⏕ࢆ 5 ྡ௨ୖཷࡅධ

ᗂ⩏ᗂ⛶ᅬ教育のព⏕⩦సᡂしᐇࢆ子ࠊࢀ

⛶ᅬ教育せ㡿ᇶ࡙ࡓ࠸ಖ育ෆᐜの 5 㡿ᇦ࠸ࡘ

࡚ලయⓗᣦᑟしࡽࡉࠋࡓ㐌ࡸಖ育のసᡂ

の᪉ἲࢆ࠸≻ࡶ明☜し࡚ᣦᑟしࠋࡓᗂඣの≧ἣ

ᗂඣのᐇែࠋࡶࡿᣦᑟすࢆどⅬࡿᢕᥱすࢆ

ᣦᑟࡶ࡚࠸ࡘពࡿసᡂすࢆಖ育࡚ࡏࢃྜ

 ࠋࡓしࢆ
（大和㒆山ᕷ❧㒆山西ᗂ⛶ᅬ教育ᐇ⩦⏕のᣦᑟ

 
 

㸱 教育ୖの⬟ຊ㛵すࡿ大学➼のホ౯   

・ዉⰋ学ᅬ大学学⏕ࡿࡼ授業ホ౯  

         ホ౯ࡿࡅおࢺ࣮ࢣン 

ᖹᡂ 30
年 1 ᭶ 
 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教育学部人間教育学⛉のᑓ㛛ࢮ

⛶ᗂࠊᑐし⏕学ࡿᑵ職すᗂ⛶ᅬࠊル࡛࣮ࢼ࣑

ᅬ教ဨồࡿࢀࡽࡵ㈨㉁⬟ຊ࡚࠸ࡘ講ヰし

ࡘ➼ᐇ㝿のㄢ㢟ࠊࡣ⏕学ࡿᑵ職すᗂ⛶ᅬࠋࡓ

4ࠊࡃ高ࡀ満㊊度࡚࠸ Ⅼ満Ⅼ 3.8 ࡛㠀ᖖ高࠸ホ౯

࡛あࠋࡓࡗ 
 
 

   
㸲 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

・ᗂ⛶ᅬ࡛の教㢌⤒㦂 
大和㒆山ᕷ❧㒆山ᗂ⛶ᅬ 
大和㒆山ᕷ❧矢田༡ᗂ⛶ᅬ 

ᖹᡂ 17
年 4 ᭶

㹼25 年

3 ᭶ 

8 年間බ❧ᗂ⛶ᅬの教㢌ࠋࡓࡵົࢆᅬ㛗ࢆ⿵బしࠊ

教育ᐇ⩦⏕のẖ年⣙ 10 人ཷࡅධࡑࠊࢀのᐇ⩦の

⏬㐠Ⴀࠋࡓࡗ⾜ࢆಖ育のྛᮇのព᭶ࠊ㐌ࠊ

ᙜ᪥なのసᡂᅬෆ研ಟࢆ年 3 ᅇᐇしࠋࡓ 
 

・ᗂ⛶ᅬのᅬ㛗⤒㦂 
大和㒆山ᕷ❧矢田༡ᗂ⛶ᅬ 
大和㒆山ᕷ❧㒆山西ᗂ⛶ᅬ 
 
 
 

ᖹᡂ 25
年 4 ᭶

㹼⌧ᅾ

ࡓ࠸

 ࡿ
 

3 年間ᅬ㛗ࠊࡵົࢆᗂ⛶ᅬ教育せ㡿➼のᨵゞཷࢆ

ࠋࡓᑾຊしの本᱁ᐇ࣒ࣛࣗ࢟カࣜࢺ࣮ࢱスࠊࡅ

教育ᐇ⩦⏕ࢆẖ年ᩘ人ཷࡅධࠊࢀಖ育ㄢ⛬ಖ育

ෆᐜの㛵㐃ࠊඣ❺⌮ゎࠊ教育බົဨのἲⓗ㑂Ᏺ

 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᣦᑟ講ヰ࡚࠸ࡘ
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㸳 ࡑの   

・ዉⰋ┴健ᗣ教育研究安部ᗂ⛶ᅬ部おࡿࡅᣦᑟ

ຓゝ 
ᑐ㇟㸸ᗂᑠ中教ㅍࠊ㣴ㆤ教ㅍ  
⣙ 50 ྡ 
 
 

ᖹᡂ 28
年 12 ᭶ 
（ ዉ Ⰻ

┴❧ 
教育研

究ᡤ） 
 

ᗂ⛶ᅬの㞵の᪥のⓏ㝆ᅬの᪉ἲࠊࡸ安⾜ືし

㑊㞴訓⦎の㝿の教師のᙺࡸ⦏㜵≢訓ࡿす࠺ࡼ

ᅛᐃ㐟ලのࡽࡉࠋࡓしࢆᣦᑟຓゝ࡚࠸ࡘ

࠸ࡘᨭࡿ⏝す安࠸ヰしあࡀᅬඣࢆ᪉࠸

࡚ᗂඣ⌮ゎのどⅬ࡛ᣦᑟຓゝしࠋࡓ 
 

・ዉⰋ┴ᗂ⛶ᅬ➼᪂つ᥇⏝研ಟ講 
ᗙཬࡧබ❧ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ 
 ᅬ᪂つ᥇⏝ಖ育教ㅍ研ಟ講ᗙࡶ
講師 
ᑐ㇟㸸᪂つ᥇⏝ಖ育教ㅍ⣙㸶㸮ྡ 

ᖹᡂ 29
年 5 ᭶ 
（ ዉ Ⰻ

┴❧ 
教育研

究ᡤ） 
 

ᗂ⛶ᅬ教育の目ᶆかࡽጞࠊࡾࡲᗂ⛶ᅬ教育せ㡿の 5
㡿ᇦࡑࠊのලయⓗなಖ育ෆᐜのᵝ子㛵㐃ࡅ

࡚子ࡶの┿➼ࢆ㏻し࡚ලయⓗㄒࡽࡉࠋࡓࡗ

大ษ࡛ୖࡿゎす⌮ࢆࡶし࡚子ᗂ⛶ᅬ教ဨ

し࠸ࡓ子ࡶ⌮ゎのどⅬࠊࡸᗂ⛶ᅬ࡛ാ࡛ୖࡃồ

࡚࠸ࡘຊ⬟ࡸ㈨㉁ࡿࢀࡽࡵ 5 Ⅼࢆヰしࠋࡓ 
 

・大和㒆山ᕷ❧㒆山༡ᗂ⛶ᅬᅬෆ研究の講師 
ᖹᡂ 30
年 10 ᭶

24 ᪥ 

研究㢟ࠕయᛶࢆ育ࡴ 㸫ࠖ子ࡶのࠕしࡸࠕࠖ࠸ࡓ

ṓඣの研究୕ࠊࡶ㸫の࡚ࡵࡘࡳࢆࠖ࠸ࡓࡳ࡚ࡗ

ಖ育ࢆཧほし୕ࠊṓඣの㐟ࡧおࡿࡅయᛶࡘ

 ࠋࡓࡵ῝ࢆ研ಟࠊ༠㆟し࡚࠸
 

・大和㒆山ᕷ❧㒆山西ᗂ⛶ᅬᅬෆ研究の講師 
ᖹᡂ 30
年 11 ᭶

6 ᪥ 

研究㢟ࠕᚰᙎࡏࡲయⓗ⏕άすࡿ子ࡵࢆࡶ

㹼ࠖの研究㢟のࡽࡀしなࡄࢆయし࡚㹼ᚰࡊ

おάື⌧⾲ࠊཧほしࢆ㸳ṓඣの研究ಖ育ࠊࡶ

研ࠊ༠㆟し࡚࠸ࡘጼࡿ࠸άືし࡚యⓗ࡚࠸

ಟࠋࡓࡵ῝ࢆ 
 

・大和㒆山ᕷ❧矢田༡ᗂ⛶ᅬ教育講₇講師ཬࡧಖ育カン

 ンスࣞࣇ

ᖹᡂ 31
年 1 ᭶

30 ᪥ 

ಖㆤ⪅ᑐ㇟₇㢟ࠕ子育࡚࡛大ษな࠸ࡘࠖࡇ

࡚講₇しࠋࡓ子ࡾྲྀࢆࡶᕳࡃ♫のኚの中࡛

の子ࡶのᵝ子かࠊࡽぶし࡚ఱࡀ大ษか࠸ࡘ

࡚⣙ 30 人のಖㆤ⪅の᪉ᥦしࠋࡓ༗ᚋྛࠊࡾࡼ

ࡓしのಖ育࡛大ษ࡚ࡅྥスの⏕άⓎ⾲ࣛࢡ

 ࠋࡓࡵ῝ࢆ研ಟࠊᥦしࢆࡇ࠸
 

・୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬᅬෆ研ಟの講師 
ᖹᡂ 31
年 2᭶ 6
᪥ 

࡚࠸ࡘ教育ⓗ⎔ቃࠖࠕࠊཧほしࢆスのಖ育ࣛࢡྛ

子ࡶのᐇែかࡽヰしྜࠊ࠸研ಟࠋࡓࡵ῝ࢆ 
 

・大和㒆山ᕷ❧㒆山༡ᗂ⛶ᅬᅬෆ研究の講師 
令 和 元

年 6 ᭶

11 ᪥ 

研究㢟ࠕయᛶࢆ育ࡴ 㸫ࠖ子ࡶのࠕしࡸࠕࠖ࠸ࡓ

ṓඣの研究ࠊࡶ㸫の࡚ࡵࡘࡳࢆࠖ࠸ࡓࡳ࡚ࡗ

ಖ育ࢆཧほしࠊṓඣの⢓ᅵ㐟ࡧおࡿࡅಖ育⪅

のຓ➼࡚࠸ࡘ༠㆟しࠊ研ಟࠋࡓࡵ῝ࢆ 
 
  

・୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬᅬෆ研ಟの講師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元

年 8 ᭶

㸷᪥ 

 

教ࠕᚲせなࡧ㐠ື㐟ࠊཧほしࢆスのಖ育ࣛࢡྛ

育ⓗ⎔ቃ࡚ࠖ࠸ࡘ子ࡶのᐇែかࡽヰしྜࠊ࠸

研ಟࠋࡓࡵ῝ࢆ 
 

 

・令和元年度ᗂ⛶ᅬ中ሀ教ㅍ➼㈨㉁ྥୖ㸸研ಟ講ᗙಖ育ᑓ

㛛研ಟの講師 
ᑐ㇟㸸中ሀ教ㅍ➼⣙ 30 ྡ 

令和元

年㸶᭶

23 ᪥

（ዉⰋ

┴❧教

育研究

ᡤ 

中᰾ⓗなᙺࢆᯝࡓすࡵࡓᚲせࡿࢀࡉ㈨㉁の

ྥୖのࠕࠊࡵࡓಖ育おࡿࡅ学ᰯホ౯ ࢪࢿマࠕࠖ

࣓ンࢺຊのྥୖ࣏࣮ࠖ࣡ࣃ࡚࠸ࡘンࢆࢺ㏻し

࡚講和しࠊ研究༠㆟࡛学ࠋࡓࡵ῝ࢆࡧ 
 

 
 
 
・大和㒆山ᕷ❧矢田༡ᗂ⛶ᅬᅬෆ研究の講師 
 

 

 

 

 

 

 

令和元

年 11 ᭶

5 ᪥ 

研究㢟ࡁ࠸ࡁ࠸ࠕ㐟ࡪ子ࡊࡵࢆࡶし࡚㹼子

ࠊࡶのࠖࡵࡓࡿࡵ高ࢆ͇࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸの͆ࡶ

୕ṓඣの研究ಖ育ࢆཧほし୕ࠊṓඣの⾲⌧㐟ࡧ

 ࠋࡓࡵ῝ࢆ研ಟࠊ༠㆟し࡚࠸ࡘ
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・大和㒆山ᕷ❧㒆山西ᗂ⛶ᅬᅬෆ研究の講師 

令和元

年 11 ᭶

12 ᪥ 

研究㢟ࠕయⓗ⏕άすࡿ子ࡊࡵࢆࡶし࡚㹼

子ࡶのෆ㠃ࡿࡳࡼࢆ㹼ࠖの研究㢟のࠊࡶ

㸱ṓඣの研究ಖ育ࢆཧほしࠊ⛅のಖ育の⾲⌧άື

༠㆟࡚࠸ࡘጼࡿ࠸άືし࡚యⓗ࡚࠸お

しࠊ研ಟࠋࡓࡵ῝ࢆ 
 

 

・令和元年度 ዉⰋᕷᐙᗞ教育講ᗙの講師 
ᑐ㇟㸸ዉⰋᕷෆᗂ⛶ᅬ・ࡶࡇᅬ・ಖ育ᅬཬࡧᑠ学ᰯ

ᅾ⡠すࡿᗂඣඣ❺のಖㆤ⪅ 

令和元

年 12 ᭶

6 ᪥（ዉ

Ⰻᕷ⏕

ᾭ学⩦

ࢱンࢭ

࣮） 
 
 

᪥ࠎの子育࡚ࢀࡇࡸかࡽの子ࡶの教育安ࢆ

ឤ࡚ࡌおࡿࢀࡽಖㆤ⪅ࡣᑡなࡃなࡑࠋ࠸の安ࢆ

和ࠊࡆࡽ⮬ಙ࡚ࡗࡶࢆ᪥ࠎの子育࡚ࢆᴦし࠸࡛ࢇ

ࢃ㏻ࢆᚰ子育࡚ࠖ㹼ᚰࡃᴦしࠕࠊ࠺ࡼࡿࡅࡔࡓ

 ࠋࡿ㹼₇㢟࡛講和す࡚ࡏ
 

・୕㒓⏫❧西部ಖ育ᅬᅬෆ研ಟの講師 

 

令和元

年 12 ᭶

13 ᪥ 

㸱ṓඣのಖ育ࢆཧほしࠕࠊ㐠ື㐟࡚࠸ࡘࠖࡧ子

 ࠋࡓࡵ῝ࢆ研ಟࠊ࠸ヰしྜࡽのᐇែかࡶ
 

 

職 ົ ୖ の ᐇ 績  㛵 す ࡿ  㡯  

 
㡯 年᭶᪥ ᴫ         せ 

㸯 ㈨᱁㸪චチ   

・ᗂ⛶ᅬ㸯✀ᬑ㏻චチ≧ 
 

和 55
年 3 ᭶ 
 

大㜰ᗓ教育ጤဨ（ 54 ᗂ一ᬑ➨ 296 ྕ） 
 

・ᑠ学ᰯ㸯✀ᬑ㏻චチ≧ 
和 55
年 3 ᭶ 

大㜰ᗓ教育ጤဨ（ 54 ᑠ一ᬑ➨ 335 ྕ） 

㸰 特チ➼   

なし   

   

㸱 ᐇົの⤒㦂ࢆ᭷す࡚࠸ࡘ⪅ࡿの特記㡯   

・ዉⰋ┴බᅜ❧ᗂ⛶ᅬ・ࡶࡇᅬᅬ㛗㛗 

ᖹᡂ 28
年 4 ᭶

㹼29 年

3 ᭶ 

㛗し࡚㛗ࢆ⿵బしࠊ᪂ࡓなᗂ⛶ᅬ教育せ

㡿のಖ育ෆᐜ࡚࠸ࡘの㏣加㡯のᚭᗏດࡵ

௦࠸⾜ࢆ᪂つ᥇⏝教ဨの研ಟのぢ┤しࠋࡓ

ᑐᛂしࡓඣ❺⌮ゎの᪉ἲࢆᥦしࠋࡓ 
 

・ዉⰋ┴බᅜ❧ᗂ⛶ᅬ・ࡶࡇᅬᅬ㛗㛗 

ᖹᡂ 29
年 4 ᭶

㹼⌧ᅾ

 ࡿ⮳

㛗し࡚ᑵ学๓ 3 タࡀධ学࡛ࡲồࡿࢀࡽࡵ

10 のຊࢆᫎしࠊᑠ学ᰯ㏦すࡿᣦᑟᢒ㘓のᅾ

 ࠋࡓᥦしࢆ᪉ࡾ
 
 

㸲 ࡑの   

・ᅜᗂඣ教育研究大ዉⰋ大ࢆጤဨ㛗し࡚㐠Ⴀ 

ᖹᡂ 28
年㸵᭶ 
（なࡽ

100 年

㤋） 

ࡁᘬࢆຊࡪ㐟࡚ࡗな㸫ክ中┿ᗂඣ教育の᪂ࠕ

ฟすಖ育ຊ㸫 のࠖテ࣮マ࡛ᅜかࡽ 1356 人のཧ加

⪅࡛㛤ദしࠋࡓᮍ᮶ࡲࡃࡓࢆしࡿࡁ⏕ࡃ子ࢆࡶ

育࡚ࠋࡓࢀࡽࡵ῝ࡀ⤎ࡵࡓࡿ 
 

・㛵西ᗂ⛶ᅬ・ࡶࡇᅬ㐃ྜ研究大ዉⰋ大ࢆᐇ⾜ጤ

ဨ㛗し࡚⏬ᐇ⾜ 

ᖹᡂ 29
年 11 ᭶ 
ࡲࡸ）

㒆山ᇛ࣍

࣮ル） 
 

ᗂඣ教育ࠖのテ࣮ࡄなࡘࢆࡕ育࡚ࡗかྥᮍ᮶ࠕ

マ࡛㛵西㸰ᗓ㸲┴かࡽ 622 人のཧ加ࢆᚓ࡚㛤ദし

ᖹᡂࠋࡓ 30 年度㠃ᐇ࡚ࡅྥのᗂ⛶ᅬ教育せ

㡿➼ࠊ࡚࠸ࡘ᭦研ಟࠋࡓࡵ῝ࢆ 
 
 

人間－479



 

 

 

 

 

研 究 業 績 ➼  㛵 す ࡿ  㡯 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

（ⴭ書） 

 
    

（学⾡ㄽᩥ）     

㸯㸬大和㒆山ᕷ教育ጤဨ

ᣦᐃ研究紀せ 
テ࣮マ 
育ࢆゝⴥのຊᗂඣᮇࠕ

 ຓのᅾࡴ
 ᪉ࠖࡾ

ඹ 
ᖹᡂ 22 年 10
᭶ 

大和㒆山ᕷ❧矢田༡

ᗂ⛶ᅬⓎ⾜ 
A㸲 
（ 8 㡫） 

ಖ育యのࢆෆᐜ࠺ྜ࠼ఏࠊࡿㄒࠊࡃ⫈

中࠺⨨࡙ࡿࡅかࠊࢆ㸳㡿ᇦのᗂඣ

のጼ࡛明☜しࢿࢹࣞࠋࡓスㄪᰝࢆ⾜

ࢇ⤌ࡾྲྀ࡚࠸ᇶ࡙ᗂඣのⓎ㐩⌮ゎࠊ࠸

⣔⤫ⓗࡶ᪉ࡾᣦᑟのᅾࡓࡌᛂⓎ㐩ࠋࡔ

㞟ᅋのಶࠊᗂඣほᐹの᪉ἲࠋࡓし♧

㛵ಀのᤊ࠼᪉ࠊಖㆤ⪅の㐃ᦠの㔜せᛶ

 ࠋࡓࡌㄽࡶ

ඹⴭ⪅㸸ⶶ田‽子ࠊ加奥満紀子᳜ࠊ田ࡺ

かࠊࡾ田ᖹ知子ࠊ㸳ྡ 

ᢸᙜ部ศ㸸ඹྠ研究ࡁࡘᢳฟྍࠊ研

究のయᵓᡂࠊᗂඣのⓎ㐩ࢹࣞࡿࡼ

ࡲの࡚ࡗ㏉ࡾࢆ研究ࠊスㄪᰝのศᯒࢿ

 ➹ᇳࢆᡂᯝ部ศࡵ

 

㸰㸬大和㒆山ᕷ教育ጤဨ

ᣦᐃ研究ᅬ研究紀せ 
テ࣮マࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࠕ

ࣙンのຊࢆ育ࠖࡴ 

ඹ 
ᖹᡂ 26 年 11
᭶ 

大和㒆山ᕷ❧西ᗂ⛶

ᅬⓎ⾜ 
A㸲∧ 
( 50 㡫） 

ᖹᡂ 26ࠊ25 年の 2 年間ཬࡪಖ育ෆᐜ

࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠋᗂඣのኚᐜのᐇ㊶記㘓

యの中࡛⥲ࡧᅬ࡛の⏕ά㸻㐟ࠊࡣンࣙࢩ

育ᡂすࡑࠊࡇࡿのࡵࡓឤయ㦂の 2㠃

ᛶࢆᤊࡓ࠼ಖ育⪅のどⅬࡀ㔜せ࡛あࡿ

ᗂඣのⓎࠊࢆ教ဨのศᯒどⅬࠊࡇ

㐩ᛂ࡚ࡌ㣴࠺ᚲせࡀあࢆࡇࡿㄽࡌ

 ࠋࡓ

ඹⴭ⪅㸸加奥満紀子ࠊෆ野和ᑑࠊ安井

典子ୖࠊ田Ⰻ美ࠊ㸵ྡ 

ᢸᙜ部ศ㸸p㸯㸫p6 研究㢟のព᪉

ἲࠊp9㸫103ࠕ ṓඣ・ᗂ⛶ᅬ大ዲࡁ・ඛ

⏕大ዲࡁ・友㐩大ዲࠖࡁp21㸫p224ࠕ ṓ

ඣࠊ⮬ศࢆᛮ࠸ฟし࡚友㐩ࡸඛ⏕一⥴

 pࠖ35̺365ࠕṓඣࠊ⮬ಙ࡚ࠖࡗࡶࢆす

のពࡑの㡫࡛ᗂඣのάືయ㦂࡚

ࠊࡅⓎ㐩ࢆ㋃ࡘࡘ࠼ࡲゎㄝしࠋࡓ 

 

㸱㸬ዉⰋ┴健ᗣ教育研究

研究紀せ 
 

ඹ ᖹᡂ 29 年 3
᭶ 

ዉⰋ┴健ᗣ教育研究

⦅㞟Ⓨ⾜ 
（ 70 㡫） 
 

学ᰯಖ健ࠊ学ᰯ安ࠊ学ᰯ⤥㣗の㛵ಀ⪅

 ࠋ健ᗣቑ㐍の研究紀せࡓし一ᇽࡀ

⦅㞟⪅㸸ዉⰋ┴健ᗣ教育研究 

ඹⴭ⪅㸸㛛口和⯆୕ࠊዲ智子ࠊቃ美✑ 

加奥満紀子ࠊ 8 ྡ 
本人ᢸᙜ部ศ（p38㸫p39 の安部の

ᗂ⛶ᅬの研究༠㆟のᣦᑟຓゝ記㘓ࠕ一人

一人ࡀ安な⏕ά 
 

人間－480



ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

㸲㸬ಖ育ෆᐜのព⩏ཬࡧ

ᚋのㄢ㢟ᒎᮃ 

̿ዉⰋ┴のᗂ⛶ᅬのᐇ㊶

 ㏻しࢆ

࡚㸫 

 

ඹ 
 

ᖹᡂ 30 年 2
᭶ 
 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教

育学部 
人間教育ࠖ➨㸯ᕳ㸰ࠕ

ྕ 
(p65ࠥ76） 
 

ಖ育ㄢ⛬のṔ史ಖ育ෆᐜのពಖ

育ෆᐜのṔ史ࢆ㏙ࡑࠋࡓのᚋࠊලయⓗ

な 5㡿ᇦの≺࠸ෆᐜࡑࠋࡶの

యᵓ㐀ࡀಖ育ෆᐜの࠺ࡼᫎし

㐃ᦠࢆㄽ⌮ᗂඣのලయⓗጼࠊかࡿ࠸࡚

ಖ育ᅬのಖ育ෆࡸᗂ⛶ᅬࠋࡓࡌㄽ࡚ࡏࡉ

ᐜࡣ⎔ቃࢆ㏻し࡚ 5㡿ᇦࢆᶓ᩿ⓗ・⥲ྜ

ⓗࠊ࠸ᢅ一人一人のⰋࡸࡉ㐣⛬ࢆホ౯

すࢆࡇࡿᣦᑟの␃ពⅬඹ♧しࠋࡓ

࠸ࡓ育ᡂし࡛ࡲᑵ学๓ࠊࡽࡉ 10 の

ຊᑠ学ᰯ教育のࡘなࢆࡾࡀᥦし

5ࠊᣦᑟの中࡛ࠊ᭦ࠋࡓ 㡿ᇦのの

ຊࢆ育ࡿ࠸࡛ࢇか教師⮬㌟ࡀព㆑ⓗ

ᵓすࡇࡿの㔜せᛶࢆㄽࠋࡓࡌ 

ඹⴭ⪅㸸加奥満紀子ࠊᅵ㇂㛗子 

ᢸᙜ部ศ㸸㹮70㹼76ዉⰋ┴のᐇ㊶部ศศ

ᯒྛ年㱋ඣのⓎ㐩ಖ育ෆᐜಖ育

ෆᐜのᚋのㄢ㢟ᒎᮃ部ศࢆ༢ⴭ 

 

㸳㸬ᗂඣ⌮ゎᇶ࡙ࡃ教師

の㛵࡚࠸ࡘࡾࢃ 
ඹ 

ᖹᡂ 30 年 2
᭶ 
 

ዉⰋ学ᅬ大学人間教

育学部ࠕ人間教育ࠖ➨

㸯ᕳ㸰ྕ 
(p53ࠥ65） 
 
 

ᗂඣ教育㸱タࡀ明☜⨨࡙ࢀࡑࠊࡁ

しᑵ学๓教育ࡀの教育・ಖ育のᇶ本ࡽ

࡚一⮴しࢆࡇࡓ㋃ࠊ࠼ࡲᗂඣ⌮ゎࢆ῝

ࢆࡇࡿ教育࡛あ࠺⾜㏻し࡚ࢆቃ⎔ࠊࡵ

☜ㄆしࠋࡓዉⰋ┴のᗂ⛶ᅬのᐇ㊶ࢆ

教師の㛵ࠊࡃᇶ࡙ᗂඣ⌮ゎࠊࡆୖࡾྲྀ

ල࡚࠸ࡘᗂඣのయⓗなάືࡾࢃ

యⓗ♧しࠋࡓ᪥ᖖのᗂ⛶ᅬ⏕ά࡛の

ࡀᗂඣయのάືࠊ中ᚰࢆ⾜ࡀ⤌ྲྀ

ᒎ㛤ࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ☜ㄆしࡑࠋࡓのୖ

㸳ࠊ㈨㉁・⬟ຊ࠸ࡓࡳ育ᗂඣᮇࠊ࡛

ṓᚋ༙࡛ࡲ育࡚ࡗし࠸ጼࠊ࡚࠸ࡘ

ᗂඣ⌮ゎᇶ࡙ࡓ࠸ホ౯㐃ື࡚ࡏࡉ

⪃ᐹࢆ加ࠋࡓ࠼ 

ⴭ⪅㸸加奥満紀子ࠊᅵ㇂㛗子 

ᢸᙜ部ศ㸸pp54㹼60ዉⰋ┴のᗂ⛶ᅬのᐇ

ࡑࢻ࣮ࢯࣆエࡿࡵ῝ࢆᗂඣ⌮ゎ㊶

 ༢ⴭࢆの┬ᐹ部ศ࡚࠸ࡘࢀ

 

㸴㸬子育࡚ᨭ࡚࠸ࡘ ༢ 令和元年㸵

᭶ 

ዉⰋ┴教育⯆⦅

㞟Ⓨ⾜ 
（㹮2㸫5） 

⮬ศ⮬㌟の㸱㸶年間のᗂ⛶ᅬ教師⏕ά

ࡑࡇᗂඣᮇࠊࢀ㞳ࡽሙか⌧ࠊ㦂し⤒ࢆ

ឤᛶࢆ㇏かാかࡇࡿࡏのᚲせᛶࢆ

ᨵࡑࠊ࠼⪄࡚ࡵのࡣࡵࡓᐙᗞ教育・ᗂ

ඣ教育のᙺࢆ③ឤしࠕࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓ子

育࡚࡛大ษしࠖࡇ࠸ࡓ㸫ᗂ⛶ᅬ࡛の

㸱㸶年ࢆ㏻し࡚⪃ࢆ̿ࡿ࠼㢟目⏕ά

ࢆのຊࡶ子ࠊࡉの大ษࡇࡿ㦂す⤒ࢆ

ఙࡤす࠺ࡵࡓす࠸ࡼࡤࢀかࢆㄽࡌ

 ࠋࡓ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人間－481



 

ⴭ書㸪学⾡ㄽᩥ➼のྡ⛠ 
༢ⴭ・ 

ඹⴭのู 

Ⓨ⾜ཪࡣ 

Ⓨ⾲の年᭶      

Ⓨ⾜ᡤ㸪Ⓨ⾲㞧ㄅ➼ 

ཪࡣⓎ⾲学➼のྡ⛠ 
ᴫ        せ 

     （のࡑ）

㸯㸬教育ᐇ⩦のᡭᘬࡁ 
 ඹ 

ᖹᡂ 26 年 4
᭶ 

大和㒆山ᕷ❧㒆山西

ᗂ⛶ᅬⓎ⾜ 
（ 10 㡫） 
 

ồࡿࢀࡽࡵᗂ⛶ᅬ教ဨࠊᗂ⛶ᅬ教育のព

ಖ育ෆࡓ࠸ᇶ࡙ᗂ⛶ᅬ教育せ㡿⩏

ᐜの 5 㡿ᇦ࡚࠸ࡘ♧しࡽࡉࠋࡓ㐌

し࡚☜明ࢆ࠸≻ࡶ᪥のసᡂ᪉ἲࡸ

ᣦᑟしࠋࡓᗂඣ⌮ゎのどⅬࢆᣦᑟしࠊᗂ

ඣのᐇែ࡚ࡏࢃྜಖ育ࢆసᡂすࡿ

ពࡶᣦᑟࢆしࡽࡉࠊホ౯᪉ἲࡑの

ά⏝ࡶ♧しࠋࡓ 
ඹⴭ⪅㸸加奥満紀子ࠊෆ野加ᑑࠊ 
安井典子ୖࠊ田Ⰻ美ࠊ㸱ྡ 
 

㸰㸬ࡓのし࠸ᗂ⛶ᅬ㸫子

学ᰯ࠺ฟ࡚ࡵึࡀࡶ

 ᗂ⛶ᅬ㸫ࡣࢀࡑ
 

༢ 
ᖹᡂ 29 年 5
᭶ 

ዉⰋ┴ᗂ⛶ᅬ㛗研

究部సᡂ 
A4 ∧ 15 㡫 

ዉⰋ┴ᗂ⛶ᅬ➼᪂つ᥇⏝研ಟ講ᗙཬࡧ

බ❧ᗂಖ 
㐃ᦠᆺㄆᐃࡶࡇᅬ᪂つ᥇⏝ಖ育教ㅍ

研ಟ講ᗙ 
のᣦᑟ㈨ᩱし࡚子ࠋᗂ⛶ᅬ教育の目

ᶆࠊᗂ 
⛶ᅬ教育せ㡿のㄝ明ࢆ 5㡿ᇦࡑࡈの

ព⩏ 
⥲ྜⓗᣦᑟすࡿᚲせᛶࢆㄽࡽࡉࠋࡓࡌ

 ㈨ࡴ育
㉁・⬟ຊの 3 5ࠊࢆのᰕࡘ 㡿ᇦ㛵㐃

 ࡌㄽ࡚ࡅ
ᑵ学๓࡛ࡲ育࡚࠸ࡓ 10 のຊ࡚࠸ࡘ

ㄝ明しࡑࠋࡓのࡵࡓ教ဨの子ࡶ⌮ゎ

ຊホ౯ຊಖ育ෆᐜのᨵ善のᚲせࡀ

あࢆࡇࡿㄽࠋࡓࡌ 
 

㸱㸬ࢀࡇかࡽのᗂ⛶ᅬ教ဨ

㈨㉁・⬟ຊࡿࢀࡽࡵồ

 ࡣ
 

༢ 
ᖹᡂ 30 年 1
᭶ 

ዉⰋ学ᅬ大学教育学

部 
A4 ∧ 8 㡫 

ᗂ⛶ᅬ教ဨᚿᮃ⪅ 20 人講ヰしࡓ㈨ᩱ

子ࠋ⎔ቃࢆ㏻し࡚教育すࡿពࠊ教師

ᗂඣࠊࡇࡿቃ࡛あ⎔ࡿ大࡛ពあ᭱ࡣ

⌮ゎの⬟ຊࢆࡵࡓࡿࡅの᪉⟇ࢀࡑࠊ

ᇶ࡙࡚࠸ಖ育ෆᐜࢆᨵ善すࡿホ౯ຊな

 ࠋࡓࡌㄽࢆ

 

人間－482



  

【ಖ健་⒪学部】 

 ࠔ⛉ㆤ学┳ࠓ

教授    

■ ᕝ野 雅㈨・・・・・1㹼59 
■ ᔱ田 ⌮博・・・・・60㹼63 
■ 中㤿 ᡂ子  ͤ

■ ᭹部 ᚊ子・・・・・64㹼78 
 
■ ᇼෆ 美由紀 

■ ୕ᾆ ᗣ௦・・・・・79㹼89 
■ Ᏺ本 ࡶ子・・・・90㹼127 
■ 𠮷𠮷村 雅ୡ・・・・・128㹼155 

 

特任教授 

■ 山口 ồ  ͤ

 

特ูᐈဨ教授 

■ Ლ間 ᩔ子・・・・・156㹼160 
■ 金 ࣖス161・・・・࣑㹼163 

 

准教授 

■ Ⱚ田 ࡺか164・・・・ࡾ㹼170 
■ 西本 美和  ͤ
■ 松ᾆ ⣧ᖹ・・・・・171㹼212 
■ 美⏑ ⚈子・・・・・213㹼222 
 

講師   

■ 井  ୖ ⴥ子・・・・・223㹼245 
■ 島 ὒ子  ͤ
■ ᑠ林 由㔛・・・・・246㹼253 
■ బ⸨ 㑳௦ 
■ 高田 子・・・・・254㹼256 
■ 本ᗉ 美香・・・・・257㹼261 
■ 吉Ỉ Ύ  ͤ

 

 

 

 

 

 

 

ຓ教 

■ 㰻⸨ ⱥ夫 

■ 高橋 ᑑዉ・・・・・262㹼266 
■ 田ሙ ┿⌮・・・・・267㹼272 
■ 西ฟ 㡰子・・・・・273㹼299 
■ 林 ᩥ子・・・・・・300㹼307 
■ 野口 ᑑ美子・・・・308㹼313 
■ 松ᒃ 典子・・・・・314㹼315 

 

ຓᡭ 

■ 井  ୖ 昌子・・・・・316㹼318 
■ ⁁口 319・・・・ࡿࡕࡳ㹼323 
■ 山ᓮ 㝣ୡ・・・・・324㹼328 

 
（※ 退職の為記載なし） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2年 3 月 31 日 

氏名 川野 雅資 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

精神看護学 看護カウンセリングの会話分析 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

ロールプレイングを用いた授業の実践 平成 20

年 4 月

～平成

25 年 3

月 

東京慈恵会医科大学医学部看護学科で精神看護学教育

にロールプレイングをもちいたコミュニケーション技

術教育を行った。後に、模擬患者をライフプラニングセ

ンターに依頼し、模擬患者によるコミュニケーション技

術教育に発展させた。 

２ 作成した教科書，教材 

精神看護学Ⅰ   精神保健学  第 5版 平成 22

年 2月 

「精神保健」を現在の視点でとらえ，今の社会状況に即

した内容に変更した。「看護師のメンタルヘルス」，「地

域精神保健活動」，「リエゾン精神看護」の内容を充実さ

せ，新しく「倫理」の章を設けた。精神保健の基本的な

考え方と，その具体的な活用を解説し，さらに臨床・社

会の場での各々のメンタルヘルスを事例を入れて解説。

看護師国家試験出題基準の項目を網羅している。全 300

頁 

編集：吉松和哉、小泉典章、川野雅資 

共著者：揚野裕紀子、天谷真奈美、雨宮洋子、荒木田美

香子、宇佐美しおり、奥山則子、勝山せつよ、川野雅資、

小泉典章、近藤浩子、立花良之、田中隆志、橋本佳美、

早川圭子、堀川直史、前田日登美、松本功、武藤隆、山

本麻美、山元直樹、吉川領一、吉松和哉

本人担当部分：本書の企画、すべての文章の校正を行っ

た。

pp.156-137 心理・社会的反応 

精神看護学Ⅱ 精神臨床看護学 第 5版 平成 22

年 2月 

精神医療の実際を目に見える様に表現し、最新の内容を

網羅し、国家試験の出題基準に対応できるように企画し

た。第Ⅱ章でし、精神を病む人の理解と対応として入院

から退院までの患者と家族の状態と看護を詳説した。全

446 頁。 

編集：川野雅資 

共著者：アリマ美乃里、石川幸代、石川純子、一ノ山隆
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  司、宇都宮智、大谷恵、岡崎祐士、小口万里、小熊朝子、

小澤浩、河岸光子、川野雅資、岸珠江、葛岡千郁子、国

生拓子、鈴木啓子、関井愛紀子、田島治、中島香澄、滑

川さやか、長谷川麻紀子、八田勘司、古谷圭吾、堀川直

史、牧岡あずさ、明神一浩、森千鶴、藪下祐一郎、山根

美智子 

本人担当部分：本書の企画、すべての文章の校正を行っ

た。 

pp.3-11 精神臨床看護の考え方 

pp.13-48 精神を病む人の理解と対応 共著:宇都宮

智、川岸光子、岸珠江、滑川さやか、古谷圭吾、藪下祐

一郎 

pp.65-70 人間関係論 

pp.86-95 日常生活援助 

pp.103-107 ロールプレイング 

pp.108-111 面接 

pp.112-115 カウンセリング 

pp.137-156 精神看護の看護過程 共著 石川幸代、石

川純子 

pp.278285 症状アセスメントとケアプラン 幻覚、妄

想の患者と看護 

pp286-288 せん妄の患者の看護 

pp401-403 <事例>幻覚・妄想の急性期 

pp.406-407 <事例>興奮状態の急性期 

pp.421-425 精神看護学の今後の展望 

 

精神看護学Ⅰ   精神保健学 第 6版 

 

平成 27

年 3月 

 

精神看護学の考え方を明確にし、新たにメンタルウェル

ネスを重要な視点に置いて、心が病むことから生きる力

が湧くことを重視して企画した。更に、精神保健医療福

祉の法制度に関して内容を豊かにした。全 332 頁編集：

吉松和哉、小泉典章、川野雅資：秋山剛、揚野裕紀子、

荒木田美香子、安藤満代、大澤栄実、大塚耕太郎、大野

美香、景山隆之、梶井文子、上別府圭子、川野雅資、久

保恭子、栗原佳代子、小泉典章、後藤雅博、近藤浩子、

清水徹男、鈴木幸子、曽谷貴子、竹島正浩、中筋美子、

野中英雄、橋本理恵子、服部希恵、半場有希子、藤田潔、

前野有佳里、松本功、武藤隆、吉松和哉本人担当部分：

本書の企画、すべての文章の校正を行った。pp.1-3 序 

精神看護学の考え方 pp70-75 第 2 章 リエゾン精神看

護 2.病気と心理社会的反応 pp.126-130 看護職員の精

神の健康 
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精神看護学Ⅱ 精神臨床保健学 第 6版 

 

平成 27

年 3月 

 

国家試験の動向を配慮し、看護過程の内容を縮小して、

最新のリカバリ志向を重視した書籍に企画した。全 378

頁 

編集：川野雅資 

共著者：石川幸代、一ノ山隆司、伊藤桂子、宇都宮智、

大西恵、岡崎祐士、小熊朝子、河岸光子、川野雅資、岸

珠江、木田ゆかり、近藤浩子、下里誠二、鈴木啓子、関

井愛紀子、夛喜多恵子、田島治、土屋朋子、富田元、鳥

山美鈴、永井翔、中島香澄、中島篤正、滑川さやか、萩

典子、藤沢希美、古谷圭吾、堀川直史、松枝美智子、森

千鶴、柳田崇姉、藪下祐一郎 

本人担当部分：本書の企画、すべての文章の校正を行っ

た。 

pp1-8 序章 精神臨床看護の考え方 

pp.9-19 第 1 章 精神看護援助の基本と技術 患者―

看護師関係 

pp.31-43 セルフケアの援助 

pp.44-53 精神看護の看護過程 

pp.54-60 生きる強さと力 

pp.106-108 第 2 章 精神疾患の理解と治療、精神科作

業療法 

pp.171-183 第4章 入院から社会生活の継続までの看

護 

pp.203-222 急性期から回復期、慢性期の看護 

pp.224-232 第 5 章 症状アセスメントとケアプラン 

幻覚、妄想の患者と看護 

pp232-235 せん妄の患者の看護 

pp251-257 引きこもり状態の患者の看護 

pp.258-267 操作をする患者の看護 

pp.353-358 精神看護学の今後の展望 

 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価   

東京慈恵会医科大学大学院 

 

平成 20

年 8月 

 

大学設置・学校法人審議会教員資格審査にて東京慈恵会

医科大学大学院医学研究科看護学専攻（修士課程）の教

授として判定可 

担当科目：「コンサルテ－ション論」「国際医療論」「地

域連携保健学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」「地域連携保健学演習Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲ」Ｍ可判定 

「看護学特別研究Ⅰ・Ⅱ」Ｍ○合判定 

 

看護－3



山陽学園大学 

 

平成 24

年 9月 

 

大学設置・学校法人審議会教員資格審査にて山陽学園大

学大学院看護学研究科精神看護学CNSコースの教授とし

て判定可 

担当科目：「看護理論」「コンサルテーション論」「国際

医療論」「精神看護学特論Ⅰ」「精神看護学特論Ⅱ」「精

神看護学特論Ⅲ」「精神看護学特論Ⅳ」「精神看護学特論

Ⅴ」「精神看護学特論Ⅵ」「精神看護学演習Ⅰ」「精神看

護学演習Ⅱ」「精神看護学演習Ⅲ」「精神看護学演習Ⅳ」

「精神看護学実習」Ｍ可判定 

「課題研究」Ｍ○合判定 

奈良学園大学 

 

平成 29

年 2月 

 

大学設置・学校法人審議会教員資格審査にて奈良学園大

学保健医療学部看護学科の教授として判定可 

担当科目：「精神看護学概論」「精神看護学援助論」「卒

業研究Ⅱ」「精神看護学実習」「統合看護学実習」 

奈良学園大学大学院（平成 30 年 4月開設） 

 

平成 29

年 4-5

月 

 

大学設置・学校法人審議会の教員組織審査において奈良

学園大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）専

任教授 「国際医療特論」「看護倫理特論」「精神看護学

特論Ⅰ（歴史・法制度）」「精神看護学特論Ⅱ（精神・身

体状態の評価）」「精神看護学特論Ⅲ（精神科治療技法）」

「精神看護学演習Ⅰ（精神科治療技法）」「精神看護学実

習  アセスメント」「看護研究特論」「コンサルテーショ

ン論」「看護理論特論」「精神看護学特論Ⅳ（精神看護理

論、援助技法）」「地域移行支援精神看護学特論」「急性

期精神看護学特論」「精神看護学演習Ⅱ（精神看護理論、

援助技法）」「精神看護専門看護師役割実習」「直接ケア

実習」「上級直接ケア実習」は M 可，「課題研究」「特別

研究」は M○合の資格有りと判定 

 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項   

1)独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 

看護研究 指導 

 

平成 18

年 6 月

から現

在 

臨床看護師の看護研究指導、看護研究発表会参加。年間

6回 

 

2)東京都立大塚病院 看護部 看護科 基礎コース

レベルⅡ「コミュニケーション」4時間 講師 

 

平成 22

年から

現在 

臨床看護師の対人関係技術をロールプレイングで学習

する。年間 2 回、3時間  

 

3)一般社団法人 上尾中央医科グループ協議会キャ

リアサポートセンター 認定看護管理者(ファース

トレベル) 講師 

 

平成23

年 7 月

から現

在 

人材育成論、15 時間、科目レポート責任者 
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4)東京都福祉保健財団公益財団法人 認定看護管理

者(ファーストレベル) 運営委員会 委員長、 講師 

 

平成24

年 6 月

から現

在 

運営委員長として、議事の運営にあたる。講義は、看護

サービス提供論 9時間とディベート演習 6時間、科目レ

ポート責任者 

 

5)独立行政法人 国立病院機構 神奈川病院 看護

研究 指導 

 

平成 24

年 6 月

から現

在 

臨床看護師の看護研究指導、看護研究発表会参加。年間

4回 

 

6)東京女子医科大学 女性医療人キャリア形成セン

ター 認定看護管理者(ファーストレベル)教育委員

会 委員長、講師 

 

平成 27

年 5 月

から現

在 

教育委員会委員長として、議事の運営にあたる。講義、

看護サービス提供論 9 時間、ディベート演習 6 時間 

 

５ その他   

1)東京慈恵会医科大学大学院 修士論文指導 

 

平成 23

年 3月 

指導論文題目『思春期青年期精神障碍者の隊員支援にお

ける看護師の判断―地域連携の視点から―』 

 

平成 24

年 3月 

指導論文題目『子どもを児童思春期精神科病院に入院さ

せた母の体験』 

 

平成 25

年 3月 

指導論文題目『精神疾患を有する性同一性障害患者の精

神科病棟入院体験の語り』 

 

平成 25

年 3月 

指導論文題目『ひきこもり支援者が語る地域連携の現

状』 

 

平成 26

年 3月 

指導論文題目『精神科デイケア利用者におけるデイケア

の意味』 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概         要 

１ 資格，免許   

１）看護師 

 

昭和 51

年 5 月

12 日 

 

厚生省 2090 号 

 

２）日本欧州共通サイコセラピー資格認定 

 

平成 17

年 12 月

1 日 

 

日本サイコセラピー学会 066 号 

 

２ 特許等   

    該当なし   

３ 実務の経験を有する者についての特記事項   

   

４ その他   
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研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（著書）     

看護学実践 -Science of 

Nursing- 在宅看護論  

 

共著 平成 20 年 4

月 

 

PILAR PRESS  

 

カリキュラム改正に伴い在宅看護論と

いう新たな領域を地域看護学とは別の

視点で作成することを意図し、在宅看護

論の最新の知識と技術が学べるコンパ

クトな教科書を企画した。全 347 頁 

監修：川野雅資 

編集：伊藤千代子 

共著者：明石悦子、伊藤千代子、黒田淳

子、小林文子、山口直美 

本人担当部分：本書の企画、編集者への

助言、最終的な文章の校正を行った。 

 

地域連携精神看護学研究 

実践 英・米・日 3 カ国

の地域精神看護 

 

共著 平成 20 年 12

月 

 

第 1 回日本地域連携精

神看護学研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

英国・米国ならびに日本における関係者

の考え方、手法の事例発表の中から、こ

の分野に携わる関係者の質の向上に資

する実践例を紹介し、地域が精神障害者

と共に成長しあう社会を形成する方法

を明する。     

編 著：川野雅資 

共著者：川野雅資、長岡和、一ノ山隆司、

村上満、舟崎起代子、上野栄一、Michael 

Galbrraith, Joann Hopkins, Mindy 

reynolds, Ramona Chinn, Michael 

coffey, Ben Hannigan, 前川早苗、岩佐

貴史、栗田弘二、中村友喜、濱幸伸、原

田雅典、薬師寺正美、明神一浩、吉田通

子、青柳繁子、宍倉正子、町田正信、萩

典子、高村光幸、横山和仁、牧岡あずさ、

揚野裕紀子、日下知子、曽谷貴子、清塚

厚子、久保田文雄、古澤圭、関井愛紀子、

石川幸代 

本人担当部分：本書の企画、すべての文

章の校正を行った。下記を単独で執筆し

た。                 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

pp.2-3 序文

pp.6-8 実践からみた地域連携精神看

護学

pp.17-26 地域連携精神看護学の実際  

pp.97-103 精神科病院における長期入

院患者対する退院支援の取り組み 

エビデンスに基づく精神

看護看護ケア関連図 

『 

共著 平成 20 年 12

月 

中央法規出版 精神科看護の臨床で出会う代表的な 15

の症状と 9 の疾患のケア、4 の治療につ

いてエビデンスに基づいて関連図を作

成した。定義と具体的な症状、成り立ち、

心理社会的反応、診断・検査、治療、看

護の観察ポイント、治療段階に基づいた

看護ケアを詳解する。全 243 頁 

編集：川野雅資 

共著者：浅沼瞳、石川幸代、石川康博、

一ノ山隆司、伊藤圭子、猪俣健一、上野

栄一、宇都宮智、大迫哲也、大迫允江、

川野雅資、北野進、小西奈美、下里誠二、

高岡裕美、高橋寛光、高間さとみ、瀧口

宗宏、田中留伊、土谷朋子、福山なおみ、

藤森里実、舟崎起代子、松本賢哉、明神

一浩、村上満、森千鶴、山田洋 

本人担当部分：本書の企画、すべての文

章の校正を行った。 

pp.2-3 はじめに 

pp.10-15 妄想 

pp.16-25 幻覚 

pp.42-49 強迫 

pp.162-167 パニック障害 

pp.115 自傷行為 

pp.115 自我防衛機制 

pp.119 機能の全体的評価尺度 

pp.235 退院支援 

pp.236 地域連携・継続ケア 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

現代看護の探求者たちー

人の思想ー 

 

共著 平成 21 年 10

月 

 

日本看護協会出版会 

 

ジーン・ワトソン博士から直接学んだこ

と、コロラド大学看護学部を訪問してそ

の資料から学んだこと、これまでの翻訳

とワトソン先生の講演の通訳を通して

学んだことをライフヒストリーと学問

の視点からまとめた。全 296 頁共著者：

小林冨美栄、樋口康子、小玉香津子、高

橋絹子、荒井蝶子、兼松百合子、千野静

香、稲田八重子、池田明子、藤枝知子、

小野寺杜紀、舟島なをみ、松木光子、井

上智子、川野雅資本人担当部分：

pp.251-281 ジーン・ワトソン Jean 

Watson-21 世紀の看護論- 

地域連携精神看護学研究 

実践 英・米・日 3 カ国

の地域精神看護 

 

共著 

 

 

 

平成 21 年 12

月 

 

世論時報社 

 

 

英国・米国ならびに日本における関係者

の考え方、手法の事例発表の中から、こ

の分野携わる関係者の質の向上に資す

る実践例を紹介し、地域が精神障害者と

共に成長しあう社会を形成する方法を

明する。全 159 頁 

編 著：川野雅資 

共著者：川野雅資、長岡和、一ノ山隆司、

村上満、舟崎起代子、上野栄一、Michael 

Galbrraith, Joann Hoppkins, Mindy 

reynolds, Ramona Chinn, Michael 

coffey, Ben Hannigan, 前川早苗、岩佐

貴史、栗田弘二、中村友喜、濱幸伸、原

田雅典、薬師寺正美、明神一浩、吉田通

子、青柳繁子、宍倉正子、町田正信、萩

典子、高村光幸、横山和仁、牧岡あずさ、

揚野裕紀子、日下知子、曽谷貴子、清塚

厚子、久保田文雄、古澤圭、関井愛紀子、

石川幸代 

本人担当部分：本書の企画、すべての文

章の校正を行った。 

pp.2-3 序文 

pp.6-8 実践からみた地域連携精神看

護学 

pp.17-26 地域連携精神看護学の実際 

pp.97-103 精神科病院における長期入

院患者対する退院支援の取り組み 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

精神看護学Ⅰ   精神保

健学第 5版 

共著 平成 22 年 2

月 

ヌーヴェルヒロカワ 「精神保健」を現在の視点でとらえ，今

の社会状況に即した内容に変更した。

「看護師のメンタルヘルス」，「地域精神

保健活動」，「リエゾン精神看護」の内容

を充実させ，新しく「倫理」の章を設け

た。精神保健の基本的な考え方と，その

具体的な活用を解説し，さらに臨床・社

会の場での各々のメンタルヘルスを事

例を入れて解説。看護師国家試験出題基

準の項目を網羅している。全 300 頁 

編集：吉松和哉、小泉典章、川野雅資 

共著者：揚野裕紀子、天谷真奈美、雨宮

洋子、荒木田美香子、宇佐美しおり、奥

山則子、勝山せつよ、川野雅資、小泉典

章、近藤浩子、立花良之、田中隆志、橋

本佳美、早川圭子、堀川直史、前田日登

美、松本功、武藤隆、山本麻美、山元直

樹、吉川領一、吉松和哉

本人担当部分：本書の企画、すべての文

章の校正を行った。

pp.156-137 心理・社会的反応

精神看護学Ⅱ 精神臨

床看護学 第 5版 

共著 平成 22 年 2

月 

ヌーヴェルヒロカワ 第 5版の改訂に伴い、精神医療の変遷に

伴う看護の実際を目に見えるように表

現し、最新の内容を網羅すること、国家

試験の出題基準を意識し、試験で出題さ

れた問題の解答が役立つように項目の

再編と内容の刷新をはかった。全 446 頁 

編集：川野雅資  

共著者：アリマ美乃里、石川幸代、石川

純子、一ノ山隆司、宇都宮智、大谷恵、

岡崎祐士、小口万里、小熊朝子、小澤浩、

河岸光子、川野雅資、岸珠江、葛岡千都

子、国生拓子、鈴木啓子、関井愛紀子、

田島治、中島香澄、滑川さやか、八田勘

司、藤田由美、古谷圭吾、堀川直史、牧

岡あずさ、明神一浩、森千鶴、藪下祐一

郎、山根美智子 

本人担当部分：本書の企画、すべての文

章の校正を行った。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

 

 

  

 

 

 

pp3-12 精神臨床看護学 精神看護の

考え方 

pp.13-48 精神を病む人の理解と対応 

pp.65-70 精神看護に用いる理論、人間

関係論 

pp.85-95 日常生活援助 

pp.103-115 活用する技法 

pp.137-156 精神看護の看護過程 

pp.278-285 幻覚、妄想の患者と看護 

pp.286-289 せん妄の患者の看護 

pp.401-404 事例 幻覚・妄想の急性期 

pp.421-426 精神看護学の今後の展望  

 

 新看護観察のキーポイ

ントシリーズ精神科Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共著 

 

 

平成 23 年 4

月 

 

 

 

 

 

 

中央法規出版 

 

 

観察のための具体的な方法、観察したこ

とが何を意味するのか、どの程度の危険

を予測できるか、そしてどう対応すべき

かといったナースにとっての実践上の

問題解決方法を掲載した。初学者がイメ

ージつきやすいように、実際の場面の写

真とイラストを多用した。全 347 頁 

編集：川野雅資  

共著者：相原則章、朝倉真奈美、阿部貴

子、一ノ山隆司、猪野美晴、今中和恵、

岩崎三津子、浦川加代子、大須賀美紀、

大谷恵、大場信子、小笠原寿枝、鬼塚愛

彦、蔭山正子、川野雅資、岸珠江、北島

謙吾、倉田みゆき、小瀬古隆、櫻井尚子、

鈴木啓子、鈴木利枝、田口敦子、土田幸

子、徳永勲、中川志穂、中村富美、中山

千代子、西川恵子、平井元子、藤野ヤヨ

イ、前川早苗、真玉珠美、村上有加利、

村松仁、望月由香、藪下祐一郎、山田巧、 

 

下記内容を記述した。pp.ⅱ-ⅲ 編集者

序文、pp.35-42 精神面、pp.140-148 

拒食、pp.149-155 拒薬、pp.296-306 

訪問看護 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

新看護観察のキーポイン

トシリーズ精神科Ⅱ 

 

共著 平成 23 年 4

月 

 

中央法規出版   

 

上記と同様の編集方針基づき、看護観察

に重点を置き、最新の知見から構成を改

変した新版。全 277 頁 

編 集：川野雅資 

共著者：朝倉真奈美、内野博子、浦川加

代子、大迫哲也、大沢美幸、大谷恵、鬼

塚愛彦、川野雅資、楠本重信、小瀬古隆、

斎藤百合枝、鈴木和代、関井愛紀子、関

根理絵、立花睦子、玉城久江、辻脇邦彦、

土谷朋子、塘祐樹、豊田美穂子、東和弘、

人見加津子、福田浩美、堀切晶子、前川

早苗、松枝美智子、松本文彦、森千鶴、

若浦さおり 

本人担当部分 

pp.ⅱ-ⅲ 編集者序文 

pp.7-13 急性期 

pp.75-85 摂食障害 

pp.264-268 インフォームド・コンセン

ト 

看護実践研究・学会発表ポ

イントＱ＆Ａ 上巻 研

究テーマの選択から学会

発表へ 

 

共著 平成 24 年 5

月 

 

日本看護協会出版会 

 

看護研究を始めて行い始めて学会発表

をする看護職者が理解しやすいように

執筆した。全 72 頁 

編集：日本看護協会 

著者：洪愛子、荒木暁子、根岸准子、梶

井文子、佐藤みつ子、川野雅資、渋谷美

香、眞弓浩子、向田明子、橋目智子、小

川有貴、佐藤智恵 

序章 利益相反について 

Q10 利 益 相 反 と は な ん で す

か?(pp.24-25)  

第 2 章 演題の採択が決まるまで 

Q21 査読者はどんなところを見ているの

ですか?(pp.41-43) 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

看護実践研究・学会発表ポ

イントＱ＆Ａ 下巻 研

究テーマの選択から学会

発表へ 

 

共著 

 

平成 24 年 5

月 

 

日本看護協会出版会 

 

始めて発表した看護研究を論文に記述

する看護職者が理解しやすいように執

筆した。全 68 頁 

編集：日本看護協会 

著者：洪愛子、荒木暁子、根岸准子、河

野あゆみ、国府浩子、小寺栄子、中村美

鈴、水戸優子、渋谷美香、梶井文子、佐

藤みつ子、川野雅資、渋谷美香、眞弓浩

子、向田明子、橋目智子、佐藤智恵 

序章 論文を書き始める前に 

Q1 自分の書いた論文は、他の人の看護実

践に役立つのでしょうか?(pp.2-3)      

Q2 査読者はどんなところをみているの

ですか?(pp.4-5)                      

Q3 過去の優秀論文はどこがよかったの

ですか?(pp.6-8) 

 

『精神症状のアセスメン

トとケアプランー32 の症

状とエビデンス集』 

 

共著 平成 24 年 11

月 

 

メヂカルフレンド社 

 

エビデンスに基づく精神看護のケアが

重要視されている。本書は、「精神障害

者のクリニカルケア 症状の特徴とケ

アプラン」の著書をエビデンスを元に看

護が展開できるように企画して新たに

作成した。全 366 頁 

編 集：川野雅資 

共著者：川野雅資、横井志保、杉原正美、

佐々木章倫、高橋寛光、山本祐子、島崎

みゆき、児野愛未、大柄昭子、樋田香織、

熊地美枝、佐々木愛、斎藤香菜香、北野

進、大嶺靖子、畑由美子、緑川綾、篠木

由美、煤賀隆宏、塩月玲奈、荒川好美、

新澤安江、竹花令子、柳田崇姉、石川博

康、西田多美子、馬場華奈巳、岩切真砂

子、高木明子、安田妙子、片山典子、拓

殖三昌、佐藤雅美、一ノ山隆司、安永薫

梨、松枝美智子、鈴木啓子、吉野淳一、

曽谷貴子、揚野裕紀子、宮野香里、伊礼

優、浅井初、平上久美子、坂田志保路  

本人担当部分：本書の企画、すべての文

章の校正を行った。 

［序論」(pp.1-5) 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

    「幻覚」（pp.6-13) 

「うつ」(pp.58-66) 

「身体化」(pp.165-171)   

 

コンサルテーションを学

ぶ 

 

単著 

 

平成 25 年 1

月 

 

クオリティケア 

 

本書は、コンサルテーションの大切な機

能は、コンサルティの人間的な潜在能力

を促進し、一人ひとりのコンサルティ

個々の中に自己回復の能力を醸成する

ことであることに主眼を置き、その内容

を 9章に構成して、コンサルテーション

の開拓者であるカプランとリピットと

リピットの原著を読み込み、又、筆者の

実線体験をもとに執筆した。全 50 頁 

 

精神看護学Ⅰ   精神保

健学 第 6版 

 

共著 

 

平成 27 年 3

月 

 

ヌーヴェルヒロカワ 

 

精神看護学の考え方を明確にし、新たに

メンタルウェルネスを重要な視点に置

いて、心が病むことから生きる力が湧く

ことを重視して企画した。更に、精神保

健医療福祉の法制度に関して内容を豊

かにした。全 332 頁 

編集：吉松和哉、小泉典章、川野雅資 

共著者：秋山剛、揚野裕紀子、荒木田美

香子、安藤満代、大澤栄実、大塚耕太郎、

大野美香、景山隆之、梶井文子、上別府

圭子、川野雅資、久保恭子、栗原佳代子、

小泉典章、後藤雅博、近藤浩子、清水徹

男、鈴木幸子、曽谷貴子、竹島正浩、中

筋美子、野中英雄、橋本理恵子、服部希

恵、半場有希子、藤田潔、前野有佳里、

松本功、武藤隆、吉松和哉 

本人担当部分：本書の企画、すべての文

章の校正を行った。 

pp.1-3 序 精神看護学の考え方 

pp70-75 第 2 章 リエゾン精神看護 

2.病気と心理社会的反応 

pp.126-130 看護職員の精神の健康 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

精神看護学Ⅱ 精神臨床

看護学 第 6 版 

 

共著 

 

平成 27 年 3

月 

 

ヌーヴェルヒロカワ 

 

国家試験の動向を配慮し、看護過程の内

容を縮小して、最新のリカバリ志向を重

視した書籍に企画した。全 378 頁 

編集：川野雅資 

共著者：石川幸代、一ノ山隆司、伊藤桂

子、宇都宮智、大西恵、岡崎祐士、小熊

朝子、河岸光子、川野雅資、岸珠江、木

田ゆかり、近藤浩子、下里誠二、鈴木啓

子、関井愛紀子、夛喜多恵子、田島治、

土屋朋子、富田元、鳥山美鈴、永井翔、

中島香澄、中島篤正、滑川さやか、萩典

子、藤沢希美、古谷圭吾、堀川直史、松

枝美智子、森千鶴、柳田崇姉、藪下祐一

郎 

本人担当部分：本書の企画、すべての文

章の校正を行った。 

pp1-8 序章 精神臨床看護の考え方 

pp.9-19 第 1 章 精神看護援助の基本

と技術 患者―看護師関係 

pp.31-43 セルフケアの援助 

pp.44-53 精神看護の看護過程 

pp.54-60 生きる強さと力 

pp.106-108 第 2 章 精神疾患の理解と

治療、精神科作業療法 

pp.171-183 第 4章 入院から社会生活

の継続までの看護 

pp.203-222 急性期から回復期、慢性期

の看護 

pp.224-232 第 5 章 症状アセスメント

とケアプラン 幻覚、妄想の患者と看護 

pp232-235 せん妄の患者の看護 

pp251-257 引きこもり状態の患者の看

護 

pp.258-267 操作をする患者の看護 

pp.353-358 精神看護学の今後の展望 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

看護学実践 -Science of 

Nursing-看護研究 

 

共著 

 

平成 27 年 3

月 

 

PILAR PRESS  

 

全 102 頁 

監修：川野雅資 

共著者：安藤満代、一ノ山隆司、伊藤桂

子、辻川真弓 看護学生のように看護研

究の初学者からある程度看護研究に精

通した看護師が参考になるように企画

した。本人担当部分：本書の企画、すべ

ての文章の校正を行った。 

P8-10 看護研究の開始 

pp.34-36 フォーカスグループインタ

ビュー 

pp.38-40 会話分析 

pp.40-44 介入研究 

pp.50-55 調査の実施 

pp.97-98 研究の倫理的配慮 利益相

反 

 

知る・活かす看護管理学 

 

共著 

 

平成 27 年 5

月 

 

PILAR PRESS  

 

看護管理学の基本が学習できる教科書

を企画した。全 181 頁  

監修：川野雅資、網野寛子 

編集：黒田美喜子 

共著者：賀沢弥貴、菊池睦、小坂智恵子、

高澤喜代美、田代麻里江、吉田愛子、細

野百合子、前田久代、山佐瞳、山田聡子 

本人担当部分：本書の企画、文章の校正

を行った 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

看護学実践 -Science of 

Nursing- 精神看護学  

 

共著 

 

平成 28 年 2

月 

 

PILAR PRESS   

 

本シリーズは、元来コンパクトな教科書

を意図していたが、網羅すべき内容が多

くなり、充分な内容を記述することに企

画方針を変更した。精神看護学の内容

は、DSM-5 を元に技術することにした。

全 259 頁  

監修・編集：川野雅資  

共著者：間雅子、揚野裕紀子、宇都宮智、

川野雅資、岸清次、北野進、坂田志保路、

高橋寛光、高間さとみ、多喜田恵子、塘

祐樹、萩典子、佐々木郁子、服部朝代、

平松悦子、本間寿博、前川早苗、松枝美

智子、松下年子、宮崎初、宮野香理、緑

川綾、安永薫梨 

担当部分：本書の企画、文章の校正を行

った。下記を単独で執筆した。 

pp.10-32 これからの精神看護学 

pp.45-47 ヒューマニスティックナー

シング 

pp.48-50 ヒューマンケアリング 

pp.50-59 看護過程 

pp.63-67 看護カウンセリング 

pp.118-120 退院を困難にしている要因 

 

コンサルテーションを学

ぶ 改訂版 

 

単著 

 

平成 29 年 2

月 

 

クオリティケア 

 

本書は、平成 25 年の初版を改訂したも

のである。初版のコンサルテーションの

大切な機能は、コンサルティの人間的な

潜在能力を促進し、一人ひとりのコンサ

ルティ個々の中に自己回復の能力を醸

成することであることに主眼を置き、そ

の内容を 9章に構成して、コンサルテー

ションの開拓者であるカプランとリピ

ットとリピットの原著を読み込み、又、

筆者の実線体験をもとに執筆した。と言

う視点に、この 4年間に実施したコンサ

ルテーションの内容を追記し、初版の表

現不足を補った。全 50 頁 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

精神看護キーワード 

 

共著 

 

平成 29 年 5

月 

 

日本看護協会出版会 

 

精神看護領域で称する用語を多職種専

門家が正確に理解し、共通言語となるた

めに頻出用語の解説をエビデンスに基

づいて記述することを企画した。用語の

抽出を行い、編者の選出・依頼をした。

すべての文章の校正を行った。又、「女

性管理職のメンタルヘルス」を除き下記

を単独で執筆した。全 239 頁 

 

pp.14-15 EE(感情表出), pp.32-33 カウ

ンセリング, pp.48-49 共感, pp.84-85

コンサルテーション, pp.96-97 自殺, 

pp.112-113 女性管理職のメンタルヘル

ス , pp.116-116 身 体 表 現 性 障 害 , 

pp.122-123 ス ー パ ー ビ ジ ョ ン , 

pp.144-145 性同一性障害, pp.148-149

せん妄, pp.158-159地域移行機能強化病

棟, pp.178-179トラウマインフォームド

ケア, pp.182-183 人間関係論(日本看護

協会出版会) 

総編集：川野雅資 

編 集：安藤満代、下里誠二、萩典子、

森千鶴 

共著者：安藤愛、安藤満代、池田智、石

川博康、伊藤桂子、大熊恵子、大平肇子、、

川野雅資、木戸芳史、熊本勝治、下里誠

二、菅原裕美、瀬戸屋希、高橋寛光、高

橋理沙、多喜田恵子、田中留伊、谷多江

子、中村裕美、萩典子、八谷美絵、益子

友恵、松枝美智子、松本敦子、水野正延、

宮崎初、森千鶴、山本智之 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（学術論文）     

うつ病患者への職場復帰

へのサイコセラピー（査読

付） 

 

共著 

 

平成 20 年 12

月 

 

日本サイコセラピー学

会 

雑誌 9巻 1号 

pp.103-106 

 

共著者：川野雅資、片山典子 

30 代半ばのメランコリー親和型うつ病

男性に、精神科医の薬物療法に併用し

て、サイコセラピーを実施した。本人担

当分：サイコセラピーの実施、資料の分

析・考察・文章の執筆を行った。 

 

幻聴のある患者に対する

心理教育的アプローチの

方法（査読付） 

 

共著 

 

平成 21 年 3

月 

 

富山大学看護学会誌 

8 巻 2号 

pp.33-40 

 

共著者：明神 一浩、一ノ山 隆司、上野 

栄一 、舟崎 起代子、川野 雅資 

本研究は、幻聴のある患者に対して、心

理教育的アプローチの介入が幻聴に苛

む患者の自己対処能力の獲得によって、

幻聴の軽減にどのように影響したかに

ついて、その効果を検証する目的で研究

を行った。本人担当分：データの分析・

考察・文章の校閲を行った。 

 

幻聴に苛む患者の自己対

処行動を支えるための心

理教育的アプローチ（査読

付） 

 

共著 

 

平成 21 年 3

月 

 

共創福祉  

4(1)1－10. 

 

一ノ山隆司、村上満、舟崎起代子、牧野

かおる、明神一浩、上野栄一、川野雅資 

本人担当分：ダータの分析・考察・文章

の校閲を行った。本研究は、統合失調の

患者が幻聴で苦しんでいることを心理

教育の手法を用いて対処行動を獲得し

た経過を分析した。 

 

地域で生活する精神障が

い者を支える家族の思い

（査読付） 

 

共著 

 

平成 22 年 1

月 

 

日本看護学会論文集 

精神看護 40 号  

pp.143-145 

 

共著者：一ノ山 隆司、村上 満、舟崎 起

代 子 、 川 野 雅 資 

地域で生活する精神障害者の家族273名

にアンケートを行い、「日頃から気にな

っていること」について自由記載しても

らい、その内容を質的帰納的に分析し

た。本人担当分：データの分析・考察・

文章の校閲を行った。 

 

精神臨床看護師が捉える

急性期看護における患者

の暴力行為の予見要因（査

読付） 

 

共著 

 

平成 22 年 7

月 

 

日本看護研究学会 

雑誌 33 巻 3号, 

pp.146 

 

明神一浩、 一ノ山隆司、 村上満、 舟

崎起代子、 上野栄一、 川野雅資 本人

担当分：資料の分析・考察・文章の校閲

を行った。精神科の臨床看護師が患者の

暴力行為を予期する時の視点を調査か

ら明らかにした。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

うつ病からの回復に当事

者の力を発揮するサイコ

セラピーの考察（査読付）

共著 平成 23 年 12

月 

日本サイコセラピー学

会 

雑誌 12(1), 

pp.69-76 

共著者：川野雅資、 片山典子、 石川純

子 本人担当部分：研究の企画、調査用

紙の作成、データ収集、データ分析、考

察、文章の執筆を行った。サイコセラピ

ーを受けているうつ病の患者がサイコ

セラピーの影響と共に自己の力を発揮

して回復していくプロセスを分析した。 

精神障害者が農村地域で

暮らす生活に関する語り

の分析（査読付） 

共著 平成 23 年 9

月 

山陽看護学研究会 

山陽看護学研究会誌 

Vol ． 2 No.1 2012

（pp.13） 

揚野裕紀子、川野雅資、曽谷貴子、福川

京子、中田涼子 本人担当分：研究の企

画、資料の分析・考察・文章の執筆を行

った。O 県の農村地域に暮らす精神障害

者にインタビューを行い、生活する上で

感じていることを明らかにし、かごの役

割を明確にした。 

会長講演 「精神科早期介

入と連携の実際と課題」

（査読付） 

単著 平成 24 年 2

月 

日本地域連携 

精神看護学研究会 

会誌 第 3巻 

pp.1-2 

事例に基づいた地域の立場からみた早

期治療における連携の実際の報告、課題

の明確化と今後の方策提案。 

タイ王国の地域連携精神

看護－タイにおける精神

保健福祉と農村部の現状

報告（査読付） 

共著 平成 24 年 2

月 

日本地域連携 

精神看護学研究会 

会誌 第 3巻 

pp.39-46 

共著者：揚野裕紀子、中田涼子、片山典

子、川野雅資、櫻井尚子、塩月玲奈、朝

倉真奈美  退院後の患者は全員が働

いていると言うタイにおける、精神科病

院、医療機関、医療従事者、精神障がい

者の生活を支える制度、法律、予算、農

村部に暮らす精神障がい者の生活から、

地域精神医療の実際を学ぶことを目的

に視察を実施。精神保健福祉と農村部の

現状を報告した。本人担当部分：研究の

企画、調査用紙の作成、データ収集、デ

ータ分析、考察、文章の執筆を行った。 

統合失調症患者の退院準

備期におけるセルフマネ

ジメント退院準備用紙の

作成から活用まで（査読

付） 

共著 平成 24 年 2

月 

日本地域連携 

精神看護学研究会 

会誌 第 3巻 

pp.47－53 

共著者：寺田祐治、一ノ山隆司、舟崎起

代子、上野栄一、川野雅資 

患者と看護師が共同で作成した退院準

備用紙を活用し、統合失調症患者の退院

準備期におけるセルフマネジメントの

維持・促進を支える援助過程で、患者の

自己および自己を取り巻く現実に関す

る認識が改善されたかを明らかにした。

本人担当部分：データ収集、データ分析、

考察、文章の校閲を行った。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

がん患者サロンに対する

患者会会員の認識と課題

（査読付） 

共著 平成 24 年 2

月 

日本地域連携 

精神看護学研究会 

会誌 第 3巻 

pp.82－87 

共著者：松浦純平、一ノ山隆司、上野栄

一、京谷和哉、植木健康、川野雅資 

自記式無記名質問紙調査を用いて、A 県

内に本拠地があるがん患者会員が考え

るサロンに対する認識および現状を明

らかにした。本人担当部分：データ収集、

データ分析、考察、文章の校閲を行った。 

長期入院患者の退院支援

に関する看護師の意識調

査－看護師へのインタビ

ュー分析からの課題－（査

読付） 

共著 平成 24 年 2

月 

日本地域連携 

精神看護学研究会 

会誌 第 3巻 

pp.94－100 

明神一浩、前川哲弥、森下憂一、一ノ山

隆司、上野栄一、川野雅資 

精神科看護歴が 10 年以上ある看護師に

インタービューを実施し、質的帰納的記

述研究を行い、長期入院患者の退院支援

において看護師が抱える課題を明らか

にした。本人担当部分：データ収集、デ

ータ分析、考察、文章の校閲を行った。 

会長講演「グローバルに学

んで、グローカルに展開す

る」（査読付） 

単著 平成 24 年 7

月 

日本地域連携 

精神看護学研究会 

会誌 第 2巻 

pp.1-4 

地域連携を推進するには、海外の状況も

見ながらグローバルな視点を持つのと

同様にその地域の特性を把握するグロ

ーカルな視点が重要であることを解説

する。 

神奈川県における児童、青

年精神医療の連携で看護

師の役割を考える（査読

付） 

共著 平成 24 年 7

月 

日本地域連携 

精神看護学研究会 

会誌 第 2巻 

pp.71-77 

編 者：川野雅資 編集協力者：片山典

子 

著 者：佐々木郁子、川野雅資、山根美

智子、久保恭子、アリマ美乃里、佐藤和

子、鈴木実、田崎千恵子、土谷朋子、寺

島和子、萩典子、一ノ山隆司、村上満 

神奈川県における児童、青年期精神医療

の実態と、連携形成に関する調査を行

い、現状を明確にした。本人担当部分：

研究の企画、調査用紙の作成、データ収

集、データ分析、考察、文章の執筆を行

った。

ストレングスモデルに基

づく職業訓練を受けた精

神障害者の心理面と必要

とされる支援（査読付） 

共著 平成 24 年 9

月 

聖マリア学院大学 

紀要 3， 

pp.55-62 

著者：安藤満代、川野雅資 本人担当部

分：データ分析、考察、文章の校閲を行

った。職業訓練を受けた精神障害者の心

理的側面でリジリエンスに影響する支

援者の役割を調査から明らかにした。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

看護が研究する意味 

 

単著 

 

平成 24 年 12

月 

 

山陽看護学研究会誌 

 2(1),  

pp.4-9 

 

看護において、感謝が研究することの意

味を真理の探索以上のものがあること

を概説した。 

 

カウンセリングの治療的

意味に関する研究 統合

失調症患者のカウンセリ

ングにおける治療関係と

認知の変容への働きかけ

（査読付） 

 

共著 

 

平成 25 年 2

月 

 

精神看護における 

ディスコース分析 

研究会誌 第 1 巻 

pp.22-31   

 

伊藤佳子、川野雅資 

カウンセリングの場面を録音・録画し、

クライアントの非合理的信念の変容は、

セラピストのどのような介入によって

促進されているのかを明らかにし、継続

するカウンセリングの中でセラピスト

とクライアントの間にはどのような相

互作用があるのか考察を行った。本人担

当部分：研究の企画、データ収集、デー

タ分析、考察、文章の執筆の校閲を行っ

た。         

統合失聴症患者の会話分

析－妄想に対する治療的

かかわりに焦点を当てて

－第1報 会話レベルによ

る分析（査読付） 

 

共著 

 

平成 25 年 2

月 

 

精神看護における 

ディスコース分析 

研究会誌 第 1 巻 

pp.32-39   

 

揚野裕紀子、曽谷貴子、日下知子、川野

雅資 

研究は、専門教育を受けた看護師が行っ

ている妄想に対する看護場面面接を、

「会話レベル」を用いて分析を行い、精

神障がいをもつ患者にとって、どのよう

なカウンセリング技法が有効であるの

か考察を行った。本人担当部分：研究の

企画、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。       

 

統合失調症患者の会話分

析－妄想に対応する治療

的かかわりに焦点を当て

て－第2報 対人間圧力と

フレーム対応による分析

（査読付） 

 

共著 

 

平成 25 年 2

月 

 

精神看護における 

ディスコース分析 

研究会誌 第 1 巻 

pp.40-45   

 

曽谷貴子、日下知子、揚野裕紀子、川野

雅資 

専門教育を受けた看護師が行っている

妄想に対する看護場面面接を、ジェーム

ズ・F・T・ブーゲンダール：「サイコセ

ラピストの意識的対話の影響を示す『対

人閒の圧力』と問題の焦点化を目指す

『フレーム（構図）の対応』を用いて分

析・解釈を行った。本人担当部分：研究

の企画、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。       
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

統合失調症患者との看護

面接の場面の分析 

－スピリチュアリティに

焦点をあてて－（査読付） 

 

共著 

 

平成 25 年 2

月 

 

精神看護における 

ディスコース分析 

研究会誌 第 1 巻 

 pp.46-56 

 

安藤満代、川野雅資 

精神看護の専門教育を受けた看護師が

行っている看護面接において、どのよう

なスピリチュアリティ向上に関する内

容があるのかを明らかにするために、村

田のスピリチュアル・カウンセリングシ

ートを用いて分析・考察を行った。本人

担当部分：研究の企画、データ収集、デ

ータ分析、考察、文章の執筆の校閲を行

った。         

 

慢性期統合失調症者の地

域生活を支える看護カウ

ンセリング技術（査読付） 

 

共著 

 

平成 25 年 2

月 

 

精神看護における 

ディスコース分析 

研究会誌 第 1 巻 

  pp.57-68  

 

片山典子、一ノ山隆司、川野雅資 

専門教育を受けた看護師と慢性統合失

調症のクライアントの間におこる会話

場面を、環境要因も含めて分析を行い、

看護師が用いているカウンセリング技

術を明らかにした。  本人担当部分：

研究の企画、データ収集、データ分析、

考察、文章の執筆の校閲を行った。   

 

精神障害者が地域で生活

するためのソーシャルキ

ャピタルと支援（査読付） 

 

共著 

 

平成 25 年 4

月 

 

インターナショナル 

Nursing Care Research 

 

著者：安藤満代、川野雅資、廣瀬真也 

統合失調症の患者が地域で生活してい

くための阻害要因と促進要因が何かを

探索するために5名の患者にインタビュ

ー調査を行った結果をまとめた。本人担

当部分：データ分析、考察、文章の校閲

を行った。 

精神看護学実習を通した

精神障害者に対する対人

違和感とイメージの肯定

的変化（査読付） 

 

共著 

 

平成 25 年 4

月 

 

インターナショナル 

Nursing Care Research, 

12, 

pp.115-124. 

 

安藤満代、川野雅資 

学生のスティグマが患者と触れること

で減少することが予想された。その結

果、患者への対人違和感が肯定的に変化

していた。本人担当部分：データ分析、

考察、文章の校閲を行った。 

 

職業訓練を受けた精神障

害者の自己効力感、自尊感

情と首尾一貫性（査読付） 

 

共著 

 

平成 25 年 4

月 

 

インターナショナル 

Nursing Care Research 

12 

pp.75-83 

 

著者：安藤満代、川野雅資 

精神障害者でありながら職業訓練校で

訓練を受けている方の自己効力感、自尊

感情と SOC の関連について調べ、正の相

関があることを示した。本人担当部分：

データ分析、考察、文章の校閲を行った。 
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著書，学術論文等の名称 

単著・ 

共著の別 
発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

アルコール依存症の回復

を促進するために設立し

たグループ「酒害者回復ク

ラブ」の取り組みから見た

今後のアルコール依存症

者地域支援の検討（査読

付） 

共著 

 

平成 25 年 10

月 

 

アディクション看護  

10(1)  

pp.73-74 

 

伊藤佳子、川野雅資 、大谷一義  

本人担当部分：研究の企画、調査用紙の

作成、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆を行った。  

 

『うつ病を体験した人の

サイコセラピー―心理社

会的な職場復帰プロセス

の視点から―』（査読付） 

 

共著 

 

平成 25 年 12

月 

 

日本サイコセラピー学

会 

学会誌第 14 巻 1号  

pp.107‐113 

 

片山典子、川野雅資 

本研究では、「職場復帰リハビリテーシ

ョン」を受けた事例を通し、心理社会的

な職場復帰のプロセスを記述すること

を目的とした。分析の結果、うつ病によ

り長期休業した労働者A氏の心理社会的

な職場復帰プロセスとして、【違和感を

気づきながらも社会人として頑張る】

【休職の焦りと安堵に浸る】【治療の苦

痛と期待】【職場復帰に向けて模索する】

【現実と直面する】【病気体験の意味づ

けをする】【現実の中で再適応する】と

いう 7つのカテゴリと、27 のサブカテゴ

リが抽出された。 

本人担当部分：研究の企画、調査用紙の

作成、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆を行った。  

身体表現性障害のクライ

アントに対する初回サイ

コセラピーの手法に関す

る検討（査読付） 

 

共著 

 

平成 25 年 12

月 

 

日本サイコセラピー学

会 

学会誌第 14 巻 1号  

pp.114‐120 

 

川野雅資、緑川綾、佐々木章倫 

本人担当部分：研究の企画、調査用紙の

作成、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆を行った。  

 

講会長演 

ディスコース研究から見

えてくるもの 

 

単著 

 

平成 26 年 1

月 

 

精神看護における 

ディスコース分析 

研究会誌 第 2 巻 

pp.1-3   

 

妄想に支配されているクライアントへ

のサイコセラピー、気分障害（うつ病）

のクライアントが徐々に仕事復帰する

段階のカウンセリングについて RIAS を

用いて、セラピストのカウンセリング技

術の考察を行った。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

うつ病および統合失調症

患者と看護師の会話の

RIAS による分析（査読付） 

 

共著 

 

平成 26 年 1

月 

 

精神看護における 

ディスコース分析 

研究会誌 第 2 巻  

pp.25-32   

 

野呂幾久子 川野雅資 

3 つの実際のカウンセリング場面の会話

を RIAS で分析し、その結果からコミュ

ニケーションの特徴について考察する

ことを試みた。本人担当部分：研究の企

画、データ収集、データ分析、考察、文

章の執筆を行った。  

 

テキストマイニングによ

るカンセラーとクライエ

ントの会話の特徴（査読

付） 

 

共著 

 

平成 26 年 1

月 

 

精神看護における 

ディスコース分析 

研究会誌 第 2 巻 

pp.33-49   

 

上野栄一、川野雅資 

カウンセリングの場面についてカウン

セラーとクライアントの会話内容をテ

キストマイニングを用いて分析し、会話

の特徴を明らかにするとともに、クライ

アントとカウンセラーの会話をテキス

トマイニングで分析することの妥当性

の検証を行った。本人担当部分：研究の

企画、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。       

 

カウンセリングにおける

コミュニケーション技術

の構造と手法  気分障

害患者の認知バイアスへ

の介入場面の分析（査読

付） 

 

共著 

 

平成 26 年 1

月 

 

精神看護における 

ディスコース分析 

研究会誌 第 2 巻 

pp.50-59   

 

伊藤桂子、川野雅資  

看護師と気分障害をもつクライアント

との会話を分析し、看護師が用いるコミ

ュニケーション技術の構造と手法の考

察を行った。本人担当部分：研究の企画、

データ収集、データ分析、考察、文章の

執筆の校閲を行った。         

 

妄想のあるクライエント

との看護面接場面の会話

分析 

―『対人間圧力』の典型的

反応レベル 32 スキルを用

いた分析―（査読付） 

 

共著 

 

平成 26 年 1

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 2巻 pp.60-67   

 

曽谷貴子、日下知子 揚野裕紀子、 川

野雅資 

専門教育を受けた看護師が、妄想のある

クライアントとの面接場面において、意

識的対話の影響を示す『対人閒の圧力』

の典型的な反応レベル 32 スキルを、ど

のように用いて会話を行っているのか、

会話分析を行い『対人間圧力』として影

響の度合いと会話パターンを明らかに

した。本人担当部分：研究の企画、デー

タ収集、データ分析、考察、文章の執筆

の校閲を行った。         
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

統合失調症をもつ患者に

対する看護カウンセリン

グにおけるスピリチュア

ルケア（査読付） 

 

共著 

 

平成 26 年 1

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 2巻 

pp.68-73   

 

安藤満代、川野雅資 

統合失調症をもつ患者に対する看護カ

ウンセリング場面をスクリプト表記し、

村田のスピリチュアリティ・カンファレ

ンス・サマリーシートを部分的に利用し

分析を行い、看護カウンセリングにおけ

るスピリチュアルアケについて検討を

行った。本人担当部分：研究の企画、デ

ータ収集、データ分析、考察、文章の執

筆の校閲を行った。         

妄想のある慢性期統合失

調症者の地域生活を支え

る看護カウンセリング技

術―ジェファンソンの記

号システムによる検証―

（査読付） 

 

共著 

 

平成 26 年 1

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 2巻 

pp.74-84 

 

片山典子、川野雅資 

地域で生活している妄想のある統合失

調症者と看護師の対話場面を、ジェファ

ンソンの記号システムに基づきデータ

とし、会話分析から統合失調症者の妄想

に対して看護師が用いているカウンセ

リング技術を抽出した。本人担当部分：

研究の企画、データ収集、データ分析、

考察、文章の執筆の校閲を行った。   

ひきこもり青年との看護

面接場面の分析―行動療

法的アプローチに焦点を

当てて―（査読付） 

 

共著 

 

平成 26 年 1

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 2巻 

pp.85-93   

 

柳田崇姉、川野雅資 

ひきこもりの青年と専門教育を受けた

看護師の看護面接場面の会話分析を行

い、看護師がどのような行動療法的アプ

ローチ技術を用いているのかを明らか

にし、自尊感情の回復援助に効果的なケ

アについて考察を行った。本人担当部

分：研究の企画、データ収集、データ分

析、考察、文章の執筆の校閲を行った。 

統合失調症患者との看護

面接場面の分析―ューマ

ニスティック看護論を用

いて―（査読付） 

 

共著 

 

平成 26 年 1

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 2巻 

pp.94-101   

 

佐々木郁子、川野雅資 

ヒューマニスティック看護論の概念図

化し、著書より「人間」「看護」「看護師」

キーワードとして、センテンスを抜き出

し、カテゴリに分類し、統合失調症患者

との看護面接場面でクライアントが看

護師に自分の否定的な気持ちを率直に

伝えていた場面を抜き出し、分析・考察

を行った。本人担当部分：研究の企画、
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

    

データ収集、データ分析、考察、文章の

執筆の校閲を行った。         

 

米国コロラド州デンバー

における精神看護学の研

修報告 : ジーン・ワトソ

ン博士の特別セミナー(査

読付) 

 

共著 

 

平成 26 年 3

月 

 

山陽看護学研究会誌 

4(1) 

pp.24-29 

 

川野雅資、揚野裕紀子、井田裕子、緑川

綾、植木健康、佐々木章倫  

本人担当部分：研究の企画、データ収集、

データ分析、考察、文章の執筆を行った。 

 

農村地域で暮らす統合失

調症患者への支援の検

討 : 地域生活継続の促進

要因と阻害要因の視点か

ら（査読付） 

 

共著 

 

平成 27 年 10

月 

 

新潟大学保健学雑誌 

12(1) 

pp.1-9, 20 

 

関井愛紀子、飯田亘、五十嵐正徳、川野

雅資  

本人担当部分：研究の企画、データ分

析・考察・文章の執筆の校閲を行った。

N 県の農村地域に暮らす精神障害者にイ

ンタビューを行い、生活を継続していく

要因と困難になる要因に分けて分析し

た。          

 

会長講演 

妄想状態にある統合失調

症患者に対する熟練看護

師の対話技法の一考察 

 

単著 

 

平成 27 年 12

月 

 

精神看護におけるディ

スース分析研究会誌 

第 3巻 

pp.1-4 

 

熟練看護師と妄想のある統合失調症患

者との面接 6 場面の会話内容を、ボラン

ニーの記述から全体を量的に整理する

とともに、ある特定の妄想場面につい

て、話題、発話の回数、話題の始まり方、

コミュニケーションのレベルについて

分析を行った。 

 

精神看護面接における看

護師の発話機能、技法、意

図の関係ー統合失調症患

者の面接を対象としたパ

イロット研究ー（査読付） 

 

共著 

 

平成 27 年 12

月 

 

精神看護におけるディ

スース分析研究会誌 

第 3巻 

pp.13-26 

 

野呂幾久子、川野雅資、伊藤桂子、片山

典子、佐々木郁子 

熟練した精神看護師と統合失調症患者

との面接場面を、RIAS を用いて、看護師

の会話の意図、技法、発話機能の関係に

ついて考察を行い、効果的な精神看護面

接の会話構造を明らかにした。 

本人担当部分：研究の企画、データ収集、

データ分析、考察、文章の執筆を行った。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

気分障害患者の自殺念慮

への介入におけるカウン

セリングの手法と構造（査

読付） 

 

共著 

 

平成 27 年 12

月 

 

精神看護におけるディ

スース分析研究会誌 

第 3巻 

pp.27-38 

 

伊藤佳子、川野雅資 

カウンセラーと気分障害患者との会話

を分析し、気分障害患者の自殺念慮への

介入におけるカウンセリング技法の手

法と構造を明確化した。 

本人担当部分：研究の企画、データ収集、

データ分析、考察、文章の執筆の校閲を

行った。         

 

妄想のある慢性期統合失

調症患者への看護カウン

セリング技術ー「言いか

え」における自己修復・他

者修復の関連ー（査読付） 

 

共著 

 

平成 27 年 12

月 

 

精神看護におけるディ

スース分析研究会誌 

第 3巻 

pp.39-46 

 

片山典子、川野雅資 

地域で生活している妄想のある慢性統

合失調症者と専門教育を受けた看護師

の対話場面をデータとして会話分析を

行い、看護師が用いるカウンセリング技

術を明らかにした。本人担当部分：研究

の企画、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。       

 

統合失調症患者との看護

面接場面の分析ヒューマ

ニスティックナーシング

を用いてー看護師と患者

の「間」についての一考察

ー（査読付） 

 

共著 

 

平成 27 年 12

月 

 

精神看護におけるディ

スース分析研究会誌 

第 3巻 

pp.47-56 

 

佐々木郁子、川野雅資 

看護面接場面における「間」の存在につ

いて、人間的看護論を用いて会話分析

し、人間的看護論の実践について考察を

行った。本人担当部分：研究の企画、デ

ータ収集、データ分析、考察、文章の執

筆の校閲を行った。         

統合失調症患者とうつ病

患者の看護面における会

話分析の比較ー看護師の

対人間圧力 32 スキルの活

用比較ー（査読付） 

 

共著 

 

平成 27 年 12

月 

 

精神看護におけるディ

スース分析研究会誌 

第 3巻 

pp.57-66 

 

曽谷貴子、日下知子、揚野裕紀子、川野

雅資 

妄想のある統合失調症患者とうつ病の

回復期にある患者との看護面接におけ

る会話を比較し、対人間圧力 32 スキル

の活用状況の特徴を明らかにした。 本

人担当部分：研究の企画、データ収集、

データ分析、考察、文章の執筆の校閲を

行った。         
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

うつ病患者の看護面接場

面の会話分析ークライア

ントの反応からみたセラ

ピストの技法の活用ー（査

読付） 

 

共著 

 

平成 27 年 12

月 

 

精神看護におけるディ

スース分析研究会誌 

第 3巻 

pp.67-76 

 

曽谷貴子、日下知子、揚野裕紀子、川野

雅資 

看護カウンセリングにおけるクライア

ントの会話パターンの特徴を把握し、セ

ラピストのコミュニケーション技法の

活用について考察を行った。 

 

気分障害をもつ患者と看

護師との会話分析ーロイ

適応看護モデルを用いて

ー（査読付） 

 

共著 

 

平成 27 年 12

月 

 

精神看護におけるディ

スース分析研究会誌 

第 3巻 

pp.77-86 

 

安藤満代、川野雅資、日高艶子 

気分障害（うつ病）をもったクライアン

トとの看護カウンセリングの中で、ロイ

適応看護モデルに基づいてどのような

ケアが行われているのか分析・考察を行

った。本人担当部分：データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。       

 

テキストマイニグを用い

たセラピストとクライア

ントの会話分析（査読付） 

 

共著 

 

平成 27 年 12

月 

 

精神看護におけるディ

スース分析研究会誌 

第 3巻 

pp.87-94 

 

松浦純平、川野雅資 

統合失調症患者のクライアントとカウ

ンセリング時のセラピストの発語内容

についてテキストマイニグを用いて分

析し、高度実践看護技術の構造化につな

げる基礎研究の一助として、カウンセリ

ング時の特徴を明らかにすることに主

眼に置いた。本人担当部分：研究の企画、

データ収集、データ分析、考察、文章の

執筆の校閲を行った。         

 

わが国の地域在住統合失

調症者における自己管理

の概念構造に関する文献

学的研究（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 3

月 

 

梅花女子大学看護保健

学部紀要  

 

山元恵子、藪脇健司、川野雅資 

統合失調症者が地域で生活することを

可能とする自己管理の概念構造を明確

にした結果，6 つの要素「病名告知を受

け，症状悪化の兆候を自分で察知し，治

療に参加する」，「治療と疾病・服薬・心

理教育を受け，主体的に服薬を継続す

る」，「これからの生き方を明らかにする

ために自分らしさを保持する」，「自分ら

しい生活をするために，自らを統制し，

周囲の環境に適応する 」，「互恵的な関
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

    

係を保つために，ストレス・悲観的な感

情に対処する」，「生活の枠組みを作り，

自信をもって生活することで自分の価

値を実感する」が抽出できた。本人担当

部分：研究の企画の助言、データ分析、

考察、文章の執筆の校閲を行った。 

         

70 Response and results 

to ethical problems by 

psychiatric nurses in 

Japan(日本の精神科看護

の倫理的葛藤に対する反

応と結果)（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 4

月 

 

Archives of 

Psychiatric 

Nursing(30)2016 

527-530 

 

Michiyo Ando, Masashi Kawano 

（130 名の日本人の精神看護師に自由回

答の調査を行い、質的研究方法で分析し

た。その結果「行動しないし変化しない」

「誤りを指摘して傷つく」などの 7つの

カテゴリが抽出された。） 

本人担当部分:研究計画の共同作成、調

査対象の抽出、依頼、論文の校正。 

 

会長講演 

 「会話のもとになるも

の」 

 

単著 

 

平成 28 年 5

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 4巻 

pp.1-2 

 

 

うつ病患者のカウンセリ

ングー回復期と増悪期の

比較ー（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 5

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 4巻 

pp.13-20 

 

野呂幾久子、川野雅資 

うつ病患者のカウンセリング 2 場面の

RIAS を分析を行った。看護師のコミュニ

ケーションの特徴として、増悪期の方が

「情緒的会話」が少なく、「業務的会話」

「患者教育」が多いこと。患者のコミュ

ニケーションの特徴として、増悪期の方

が「社会情緒的会話」が少なく、「業務

的会話」「接続語」が多いこと、「社会的

会話」および「信頼関係の発話」が少な

いことが明らかになった。本人担当部

分：研究の企画、データ収集、データ分

析、考察、文章の執筆を行った。     
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

ロイ看護適応モデルを用

いた自殺念慮を呈する患

者と看護師との会話分析

（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 5

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 4巻 

pp.21-28 

 

安藤満代、川野雅資 

本人担当部分：うつ病の増悪気にあるク

ライアントが自殺を考えている場面で

のカウンセラーの会話をシスター・カリ

スタ・ロイの帝王理論で分析した。研究

の企画、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。       

自殺に傾いたクライアン

トへの支援－クライアン

トとセラピストの相互関

係の中で行われる自殺予

防の関わり－（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 5

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 4巻 

pp.29-42 

 

伊藤桂子、川野雅資 

カウンセラーと自殺に傾いたクライア

ントとの会話を分析し、カウンセリング

の相互作用の中で行われる自殺予防の

手法について考察を行った。本人担当部

分：研究の企画、データ収集、データ分

析、考察、文章の執筆の校閲を行った。 

うつ状態の悪化期にある

患者との看護面接場面の

会話分析ーうつ状態の回

復期と悪化期の対人間圧

力 32 スキルの活用比較ー 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 5

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 4巻 

pp.43-50 

 

曽谷貴子、日下知子、川野雅資 

うつ状態の悪化時にある患者との看護

面接場面を会話分析することにより、症

状の悪化時にどのようにコミュニケー

ション技術を活用し、看護面接を行って

いるのかを分析・考察した。また、先行

研究のうつ病の回復期の看護面接での

対人間圧力 32 スキルとの比較を行い病

状に違いによるコミュニケーション技

術の特徴を明らかにした。本人担当部

分：研究の企画、データ収集、データ分

析、考察、文章の執筆の校閲を行った。 

テキストマイニングによ

るうつ病の患者とカウン

セラーとの会話分析（査読

付） 

 

共著 

 

平成 28 年 5

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 4巻 

pp.51-66 

 

上野栄一、川野雅資 

うつ病患者とカウンセラーの両者の会

話の特徴を明らかにすることを目的と

し、会話の中で出現する沈黙に注目し、

カウンセラーとクライアントのコミュ

ニケーションの特徴をテキストマイニ

ングソフト Studio®を用いて、単語頻度

解釈、係り受け頻度解釈、共起分析し、

考察を行った。本人担当部分：研究の企

画、データ収集、データ分析、考察、文

章の執筆の校閲を行った。        
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

テキストマイニングを用

いたうつ病患者へのカウ

ンセリング時の会話分析 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 5

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 4巻 

pp.67-74 

 

松浦純平、川野雅資 

カウンセリングを定期的に受けている

うつ病患者と看護師との会話内容から

逐語録を作成し、計量テキスト分析ソフ

ト KH Coder を用いて、記述統計、階層

的クラスター解析、共起関係ネットワー

ク分類、多次元尺度法を実施。熟練セラ

ピストとうつ病患者とのカウンセリン

グ場面の会話分析から、セラピストのカ

ウンセリングにおける特徴を明らかに

した。本人担当部分：研究の企画、デー

タ収集、データ分析、考察、文章の執筆

の校閲を行った。         

看護学生の精神科患者へ

の関わりに関する研究ー

模擬患者を用いたシュミ

レーションのディスコー

ス分析（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 5

月 

 

精神看護におけるディ

スコース分析研究会誌 

第 4巻 

pp.75-89 

 

山元恵子、伊藤桂子、村上茂、川野雅資 

看護学生と統合失調症模擬患者との対

話場面で、両者間で何が起こっているの

かを文脈の中で分析し、学生の内面的な

変化を促すための効果的な学生指導の

あり方を検証した。本人担当部分：研究

の企画、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。       

Relationships among 

moral distress, sense of 

coherence, and job 

satisfaction of Japanese 

psychiatric nurses.(日本

における精神看護師の倫

理的葛藤と職業満足度の

関連)（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 8

月 

 

Nursing Ethics 

ページなし 

 

Michiyo Ando ,Masashi Kawano 

精神科勤務の看護師を対象として、倫理

的悩み、首尾一貫感覚、職業満足度との

関連について調べ、職業満足度には倫理

的悩みと首尾一貫感覚の下位尺度が強

く影響していることが示された。 

本人担当部分：研究の企画、データ収集、

データ分析、考察、文章の校閲を行った。 

 

Association between 

moral Distress and job 

satisfaction of Japanese 

psychiatric nurses(日本

の精神科看護師の倫理的

葛藤と職業満足度の関連)

（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 

 

Asian/Pacific Island 

Nursing Journal 

Volume 1, Issue 2 

(2016) 

55-60 

 

Michiyo Ando ,Masashi Kawano 

上記の論文の 2次的分析として、倫理的

悩みと職業満足度の下位尺度との関連

について相関分析によって明らかにし

た。本人担当部分：研究の企画、データ

収集、データ分析、考察、文章の校閲を

行った。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

会長講演 

臨床精神看護学研究会 

 

単著 

 

平成 29 年 11

月 

 

第 2 回臨床精神看護学

研究会誌 

 

p.1 Evidence Based Practice と

Practice Based Evisence を比較しなが

ら、臨床の知を実践のモデルにする意義

を述べた。 

 

長期入院患者のアパート

への退院支援 

 

単著 

 

平成 29 年 11

月 

 

第 2 回臨床精神看護学

研究会誌 

 

p.29-30 アパートを建築し、大家さんと

病院との橋渡しをして長期入院患者4名

の退院を支援した実践を報告した。そこ

で必要なのは、丁寧なアセスメントと患

者の状態に合わせた入院中からの支援

であった。 

 

長期入院患者の退院後の

食事会を通した支援 

 

共著 

 

平成 29 年 11

月 

 

第 2 回臨床精神看護学

研究会誌 

 

p.31-33 共同研究者:柳田崇姉、川野雅

資、伊藤桂子 

長期入院患者 4 名が退院した後に毎月 1

回大家さんと病院スタッフ、ボランティ

アが集まって食事会をすることで支援

を続けた。次第に温泉旅行、クルージン

グ、ホテルのレストランでの食事会など

を取り入れて支援した実践を報告した。

支えることとささえられることが成り

立つ関係が重要であることが分かった。

本人担当部分:研究計画の立案、プログ

ラムの実施、評価、文章の校閲 

 

A2 病棟における心理教育

の工夫と効果会長講演 

臨床精神看護学研究会 

 

共著 

 

平成 29 年 11

月 

 

第 2 回臨床精神看護学

研究会（兵庫） 

 

p.60-64 共同研究者:知念史子、大西恵、

川野雅資、谷村美夏、濱岡景子、山本賢

一、前田綾奈 

入院中の長期入院患者に対して心理教

育を実践した。これまでの体験から、プ

ログラムを隔週で行い、スタッフの力量

を高めることを隔週で取り入れる、とい

う工夫を行い、その効果を検討した。本

人担当部分:研究計画の立案、プログラ

ムの実施、評価、文章の校閲 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

TIC 研修における看護師等

への意識調査ー看護実践

の土台となるものー(査読

付) 

 

共著 

 

平成 29 年 11

月 

 

第 2 回臨床精神看護学

研究会誌 

 

p.85-95 共同研究者:山元恵子、徳永薫、

山之内優子、川野雅資 

TIC の研修に参加した対象者に任意でア

ンケートを配布し、その結果を質的統合

法で分析した。その結果、全人的かかわ

り、わかる説明、神対応、患者視点のケ

ア、強制しないケア、TIC 理念の浸透と

いう 6要素が抽出れた。この事を報告し

た。本人担当部分:研究計画の助言、デ

ータ収集、文章の校閲 

 

集中治療室におけるケア

リングエレメントの探求- 

 

共著 

 

平成 21 年 1

月 

 

臨床看護 

35(7) 

pp.1097-1108 

 

患者・看護師の捉える「ケア」「こころ」

からケアリングをみつけるという視点

から執筆を行った。田中綾子、川野雅資 

 

精神臨床看護検討レポー

ト（case11） 

 

共著 

 

平成 21 年 2

月 

 

臨床看護 

36 巻 3 号 

pp.370-373 

 

共著者：掛川葉子、佐々木喜代、伊藤英

明、川野雅資 

精神科訪問看護の現状と課題を、精神科

訪問看護を利用する患者と家族を対象

に実施したアンケート調査から検討し

た。本人担当分：資料の分析・考察・文

章の執筆を行った。 

児童・思春期精神医療を支

える地域ネットワークを

考える 

 

共著 

 

平成 21 年 6

月 

 

小児看護 

32(9) 

pp.1239-1242 

 

特集 児童・思春期精神看護の臨床実

践・荻典子、佐々木郁子、川野雅資 本

人担当分：資料の分析・考察・文章の執

筆を行った。 

 

精神臨床看護検討レポー

ト(case 4) 

 

共著 

 

平成 22 年 3

月 

 

臨床看護 

35 巻 5 号 

pp.811-815 

 

共著者：一ノ山隆司、舟崎起代子、川野

雅資患者の安寧は看護師の言葉だけで

はない」ことの経験知--自己の癒し体験

をケアに生かすケアリングを検討した。

本人担当分：資の分析・考察・文章の執

筆を行った。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

精神臨床看護検討レポー

ト(case 6) 

 

共著 

 

平成 22 年 4

月 

 

臨床看護 

35 巻 9 号 

pp.1394-1399 

 

共著者：千英樹、一ノ山隆司、川野雅資 

統合失調症患者の誰にも表現すること

のできない心の叫びに対する援助;大声

で叫べる空間を提供することの検討を

した。本人担当分：資の分析・考察・文

章の執筆を行った。 

 

イギリスにおける地域精

神医療の最新動向 

 

共著 

 

平成 22 年 5

月 

 

インターナショナルナ

ーシング・レビュー  

日本看護協会出版会 

34(5) 

pp.102-107 

 

共著者：川野雅資、片山典子 本人担当

分：資料の分析・考察・文章の執筆を行

った。英国における地域精神医療の実際

を見聞して、様々な対象と状態に応じた

チームの活動の実際を紹介する。 

 

精神臨床看護検討レポー

ト(case 15) 

 

共著 

 

平成 22 年 8

月 

 

臨床看護 

36 巻 10 号 

pp.1350-1355 

 

共著者：渡辺富美子、一ノ山隆司、川野

雅資著しい視力・聴力低下をともなった

高齢のアルコール精神病患者への看護

の検討。 本人担当分：資料の分析・考

察・文章の執筆を行った。 

 

地域精神保健のための教

育と訓練 (特集 地域精神

科医療に取り組む) 

 

単著 

 

平成 22 年 9

月 

 

精神科 17(3)  

pp.291-294  

 

地域精神保健を推進するために必要な

連携を狩る看護師の教育と訓練の手法

を解説する。 

 

世界へ飛ぶ精神科看護師 

イギリスの「地域精神科看

護師」とは 

 

共著 

 

平成 23 年 5

月 

 

精神看護 14(6),  

pp.55-58, 

 

共著者：川野雅資、片山典子 本人担当

分：資料の分析・考察・文章の執筆を行

った。英国研修で学んだ地域精神看護師

の教育内容と、活動の実際を紹介する。 

 

ハワイ州における地域精

神看護 

 

共著 

 

平成 23 年 11

月 

 

月 刊 ナ ー シ ン グ 

32(10), pp.101-103, 

 

共著者：川野雅資、緑川綾 本人担当

分：資料の分析・考察・文章の執筆を行

った。ハワイ州の精神科病院・病棟であ

るクイーンズメディカルセンター、カヒ

モハラの精神看護の実際を報告する。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

ロールプレイングを用い

たコミュニケーション教

育 (特集 コミュニケーシ

ョン力を育む : 実習前に

教員としてできること) 

 

共著 

 

平成 24 年 9

月 

 

看護教育 53(10),  

pp.844-849 

 

共著者：川野雅資、石川純子 本人担当

分：教育方法の開発、実施を行い、デー

タの分析・考察・文章の執筆を行った。

学生のコミュニケーション技術向上の

ためにロールプレイングを用いた教育

を行った結果をまとめた。教室内学習と

して演習で身に付けられる技術に関し

て検討を加えた。 

 

書評 『看護学生のための

クリティカルシンキング

と書き方－基本的な考え

方と活用』 

 

単著 

 

平成 24 年 10

月 

 

看護実践の科学 

39(5)pp.84 

 

監訳者の神郡博先生の依頼を受け、看護

師の職業的 3 つの技能「クリティカルシ

ンキング、振り返ること、書くことを高

める充実した内容の書籍とした。 

 

欧米での精神看護研修

(01)ハワイ州の精神看護

の領域で活躍するCNSおよ

び APRN( 上 級 実 践 看 護

師)(その 1)Mr. Charles 

St. Louis  

単著 

 

平成 26 年 5

月 

 

看護実践の科学 39(11) 

pp.74-77  

 

ハワイ州の精神看護の領域でCNSおよび

APRN(上級実践看護師)として活躍して

いる、 Charles St. Louis （チャール

ズ・セントルイスさん）の看護実践と The 

Queen's Medical Center の児童・思春期

病棟の看護を報告した。 

欧米での精神看護研修

(02)ハワイ州の精神看護

の領域で活躍するCNSおよ

び APRN( 上 級 実 践 看 護

師 )( そ の 2)Ms. Connie 

Mitchell  

 

単著 

 

平成 26 年 10

月 

 

看護実践の科学 39(12) 

pp.70-74  

 

ハワイ州のホームレスの人のシェルタ

ーThe Institute for Family Enrichment 

(TIFFE)で施設長をしている精神科専門

看護師、Ms.Connie Mitchell（コニー・

ミッチェルさん）の看護実践と TIFFE の

取り組み、コニーさんが行っているホー

ムレスの人の診断と治療計画アセスメ

ント（ASAM PPC Dimensions:American 

Society of Addiction Medicine, 

Patient Placement Criteria を紹介し

た。 

 

欧米での精神看護研修

(03)ハワイ州の精神看護

の領域で活躍するCNSおよ

び APRN( 上 級 実 践 看 護

師 )( そ の 3)Joseph 

Giovannoni  

単著 

 

平成 26 年 11

月 

 

看護実践の科学 39(13) 

pp.56-59 

 

開業看護師として性犯罪者の治療を行

いながら、ジーンワトソン博士と共に世

界中のヒューマン・ケアリングの講演に

取り組んでいる Joseph Giovannoni （ジ

ョセフ・ジオバノーさん）博士の看護実

践を紹介した。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

精神科臨床評価マニュア

ル[2016 年版] 

 

単著 

 
平成 26 年 12

月 

 

アークメディア 

全 631 頁 

 

依頼されて「ケアとアウトカム」

（pp.585-596）について記述した。著

者：「臨床精神医学」編集委員会 医療

の質を評価する必要性と意義について

論説し、有効な評価尺度して、筆者が翻

訳した Perception of Care を紹介し、

併せて、HCI と PSI を紹介した。これら

の評価尺度の使用方法と限界を解説し

た。                 

欧米での精神看護研修

(04)ハワイ州の精神看護

の領域で活躍するCNSおよ

び APRN( 上 級 実 践 看 護

師 )( そ の 4)Mr. Wailua 

Brandman  

 

単著 

 
平成 27 年 1

月 

 

看護実践の科学 40(1) 

pp.56-60 

 

ハワイ州の精神看護の領域でナースプ

ラクティショナーとして活躍している

Mr. Wailua Brandman （ワイルワ・ブラ

ンドマンさん）が、実践以外にどのよう

なことを行っているのか、精神科でどの

ような実践を行っているのか、実践して

いることの治療的背景、技法、信念には

どのようなものがあるのかについて紹

介した。 

欧米での精神看護研修

(05)ハワイ州の精神看護

の領域で活躍するCNSおよ

び APRN( 上 級 実 践 看 護

師)(その 5)Mr. Michael 

Palazzo  

単著 平成 27 年 1

月 

 

看護実践の科学 40(2) 

pp.68-72  

 

ハワイ州の精神看護の領域でCNSおよび

APRN(上級実践看護師)として活躍して

いる、Mr. Michael Palazzo（マイケル・

パラゾさん）の開業看護師としての実

践、米国の保険支払い制度、今後の精神

看護についての考えを報告した。 

欧米での精神看護研修

(06)ハワイ州の精神看護

の領域で活躍するCNSおよ

び APRN( 上 級 実 践 看 護

師)(その 6)Ms. Christine  

 

単著 平成 27 年 2

月 

 

看護実践の科学 40(3) 

pp.66-71 

 

非営利団体の精神科病院 Kahi Mohara 

Behavioral Healh で取り組まれている

治療プログラム（急性期児童プログラ

ム・レジデンス型児童治療プログラム・

急性期成人治療プログラム・思春期部分

入院プログラム・摂食障害サービス・ECT

サービス・Ropes プログラム）、同病院で

CNSおよびAPRNとして人材開発コーデネ

ー タ ー と し て 活 躍 し て い る 、 Ms. 

Christine Mathuura（クリスティーン・

マツウラさん）の人材開発教育実践につ

いて報告した。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

欧米での精神看護研修

(07)ハワイ州の精神看護

の領域で活躍するCNSおよ

び APRN(上級 実践看護

師 )( そ の 7)Mary Jane 

Amundson  

 

単著 

 
平成 27 年 3

月 

 

看護実践の科学 

40(4) 

pp.44-47 

 

子ども、家族、地域に対して訓練、教育、

相談、治療を行い、個人、家族、地域の

質の向上及び専門家の育成に力を注い

で い る 「 The Institute for Family 

Enrichment (TIFFE)」のプログラム、同

施設の設立、運営に携わってきたハワイ

大学看護学部・精神看護学教授 Mary 

Jane Amundson（メアリー・ジェーン・

アマンソン）博士看護実践について報告

した。 

 

欧米での精神看護研修

(08)英国の精神看護 : 実

践 と 研 究  Mr. Michael 

Coffey  

 

単著 

 
平成 27 年 4

月 

 

看護実践の科学 

40(5)pp.44-48 

 

ウェールズの精神看護について、臨床の

場と教育に焦点を当てて報告した。 

Swansea University 准教授 Michael 

Coffey 博士が共同責任者として携わる

大 学 院 終 了 後 の 認 定 プ ロ グ ラ ム 

Approved Mental Health Professional

（AMHP）の教育内容、非合意入院の判断

方法の変化と AMHP 導入の背景、精神科

医および GP(家庭医）と AMHP との連携に

ついてまとめた。 

 

寄り添う看護 : 看護師の

対話力 

 

単著 

 
平成 27 年 5

月 

 

看護実践の科学 

40(5)pp62-74 

 

寄り添う看護とは、患者様と家族の気持

ちに寄り添い、さらに必要なケアを実践

することである。寄り添う看護と添えて

いない看護の違いについて、入院患者様

が体験した具体例の幾つかを紹介した。 

欧米での精神看護研修

(09)英国の精神看護 : 実

践 と 研 究 ( そ の 2)DPP 

(DProf) Program  

 

単著 

 
平成 27 年 5

月 

 

看護実践の科学 

40(6) pp.54-59 

 

英国 Swansea University の Doctor of 

Professional Practice(DPP,専門実践者

博士；通称 Dprof)課程の内容と Michael 

Coffey（マイケル・コフィ）博士が受け

持つ博士課程の大学院生について紹介

した。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

欧米での精神看護研修

(10)英国の精神看護 : 

Michael Coffey博士を招聘

して(その 1) 

 

単著 

 
平成 27 年 6

月 

 

看護実践の科学 40(8) 

pp.70-74 

 

2015 年に日本に招聘した Michael 

Coffey（マイケル・コフィ）博士の 3つ

の特別講演（有馬高原病院・東京女子医

科大学看護職キャリア支援センター・第

4 回日本地域連携精神看護研究会）の要

点 を 紹 介 し た 。 

（英国の精神看護，英国の地域精神看護

師，ケアコーデネーション，研究からみ

た地域精神保健チーム活動，研究からみ

た認定精神保健専門職） 

 

欧米での精神看護研修

(11)英国の精神看護 : 

Michael Coffey博士を招聘

して(その 2)  

 

単著 平成 27 年 7

月 

 

看護実践の科学 

40(9) pp.56-60 

 

前号に引き続き、2015 年に日本に招聘し

た Michael Coffey（マイケル・コフィ）

博士の特別講演（有馬高原病院）の要点

を紹介した。 

 

43 修(12)コロラド州で

の精神看護 Michael E. 

Galbraith 博士  

 

単著 平成 27 年 8

月 

 

看護実践の科学 

40(10) pp.40-44 

 

筆者が 10 年以上交流を続けている、コ

ロラド大学の Michael E. Galbraith 博

士から伺った、コロラド州の精神看護に

ついて紹介した。（コロラド州の精神医

療に係る人材，対人関係と現代の精神看

護，ホームレス，地域でのフォローアッ

プ） 

欧米での精神看護研修

(13)ヒューマンケアリン

グ : Dr. Jean Watson  

 

単著 

 
平成 27 年 9

月 

 

看護実践の科学 

40(11)pp.58-61 

 

コロラド大学 Jean Watson（ジーン・ワ

トソン）博士に伺った、精神看護とヒュ

ーマンケアリングのお話をワトソン博

士が話された言葉で紹介した。（ヒュー

マンケリング，個人的体験とヒューマン

ケアリング，エクササイズ） 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

欧米での精神看護研修

(14)高齢者サービスを提

供するカハラ・ヌイを訪ね

て  

 

単著 平成 27 年 10

月 

 

看護実践の科学 

40(12)pp.36-40 

 

ハワイの Kahala（カハラ）にある、

Hi'olani Care Center in Kahala Nui（ヒ

オラニアケアセンター；通称、カハラヌ

イ）で提供されている 3 つのサービス

（Assisting Living ;手助け付住居，

Memory Support; 認 知 の 支 援 ，

Comprehensive Nursing;包括的看護）に

ついて報告した。 

 

Understanding the Mind of 

Mentally Handicapped 

Persons about Returning 

from Hospital to the 

Community （精神障がい

者が病院から地域へ移行

する思いの理解） 

 

共著 

 
平成 27 年 11

月 

 

インターナショナル

nursing care research 

14(1) pp.81-88 

 

共著者:安藤満代、川野雅資、谷多江子 

本人担当部分:研究の計画、研究方法の

検討、論文の記述と監修を行った。研究

内容は、精神障がい者が病院から地域へ

移行することを看護師が支援するため

に、1）患者が大切にしていること、2）

地域への移行が意味すること、3）今後

の希望、について明らかにすることであ

った。13 名の精神障がい者が質問に対し

て回答した。「大切なこと」は，【病気の

コントロールと健康維持】，【人間関係を

良好に保つこと】，【自分を認めてくれる

人の存在】，【生活を上手くしていくため

の技術】，【人生を楽しむこと】，【自己の

成長】であった。「病院から地域に移行

することの意味」として【仕事をするこ

と】，【自宅に戻って生活をすること】，

【病院生活の継続】，【地域への移行の障

害】，【居住地に関係なし】であった。さ

らに「今後の希望」は、【病気の治癒と

健康維持】，【社会参加と就労】，【他者の

負担の軽減】，【人生を楽しむこと】，【他

者からの評価】であった。地域への移行

を促進するためには、看護師が、患者が

大切にしていること、移行への思い、今

後の希望を理解し、患者のもっている強

さを支援することが有効な一つの方法

と考えられる。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

欧米での精神看護研修

(15)カヒ・モハラで行なう

軍人の PTSD 治療の CPT  

 

単著 平成 27 年 12

月 

 

看護実践の科学 40(13) 

pp.46-52 

 

ハワイの精神科病院 Kahi Mohara 

Behavioral Healh で取り組まれている

治療方法の 1 つである CPT（認知処理方

法）について紹介した。 

 

欧米での精神看護研修

(16)Trauma Informed 

Care(トラウマ・インフォ

ームド・ケア)  

単著 平成 28 年 1

月 

 

看 護 実 践 の 科 学 

41(1)pp.52-59 

 

Sutter Health Kahi Mohara で取り組ま

れている rauma Informed Care(トラウ

マ・インフォームド・ケア) について報

告した。 

イギリスの入院精神看護

を訪ねて 

 

共著 平成 28 年 1

月 

 

看護 

67（1）pp99-103 

 

 

川野雅資、佐々木愛、川野良子  地域

精神看護の「先駆的地域」と言われるイ

ギリスでの精神看護研修・視察を、入院

精神看護に焦点を当て、精神看護におい

て重要なファクターとなる「喫煙」の事

情を加え報告した。本人担当分：資料の

分析・考察・文章の執筆を行った。 

 

欧米での精神看護研修(最

終回)欧米の精神看護研修

での学び 

 

単著 平成 28 年 2

月 

 

看 護 実 践 の 科 学  

41(2)pp.71-76 

 

海外研修での学びの最終回として、海外

から学ぶことの利点について総説した。

ポイントは、分かりやすい、気づきやす

い、臨床に応用できる、自分の研究のヒ

ントになる、模倣したくなる、取り入れ

たくなる、ことをまとめた。何回同じこ

とを聴いても、その都度理解できること

が異なるので、新鮮であった、という気

づきを報告した。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

カウンセラーの視点 

 

単著 

 

平成 28 年 2

月 

 

看護実践の科学 

41(4) 

pp. 6-12 

 

精神保健上の課題や困難を抱える児童

思春期の子どもたち（クライアント）が、

どのようなことを体験しているのか、何

を感じているのか、どのように考え、知

覚しているのかについて、看護カウンセ

リングの経験から紹介し、成長発達の視

点から検討した。また、現在わが国にあ

る児童思春期のサービス提供に係る機

能と活動についてふれた。 

 

トラウマインフォームド

ケアとは何か? 

 

単著 

 

平成 29 年 2

月 

 

精神科看護   

44 通巻 293 号  

2,2017 

 pp.004-016    

 

トラウマインフォームドケアの定義、海

外の文献、トラウマインフォームドケア

が生じた背景、トラウマインフォームド

ケアと非トラウマインフォームドケア

の対比を、これまでの研修、講演、文献

検索から理解した事をまとめた。 

 

トラウマインフォームド

ケア 

 

単著 

 

平成 29 年 6

月 

 

精神科看護 

44 通巻 297 号 6.2017 

pp025-032 

 

トラウマインフォームドケアの定義、3

つの E、4つの R、6つの原理について、

例示して詳説した。 

 

トラウマインフォームド

ケア 

 

単著 

 

平成 29 年 7

月 

 

精神科看護 

44 通巻 298 号 7.2017 

pp041-050 

 

トラウマインフォームドケアの 10 のガ

イダンスについて記述し、海外のトラウ

マインフォームドケアに係る研究報告

を紹介した。 

 

トラウマインフォームド

ケア 

 

単著 

 

平成 29 年 8

月 

 

精神科看護 

44 通巻 299 号 8.2017 

pp048-051 

 

トラウマ体験をすることで、被る侵入症

状、陰性気分、解離症状、回避症状、覚

醒症状、そして社会面の影響について詳

述した。 

 

トラウマインフォームド

ケア 

 

単著 

 

平成 29 年 9

月 

 

精神科看護 

44 通巻 300 号 9.2017 

pp042-047 

 

 

トラウマインフォームドケアとトラウ

マインフォームドでないケア(Non-TIC)

の具体例を提示し、トラウマインフォー

ムドケアに必要な感性を醸成する区題

的な方法とその反応を記述した。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（その他②）－研究報告書     

精神看護における癒しと

ケアリング効果の有効性

に関する研究 

 

― 

 

平成 20 年 11

月 

 

第 28 回日本看護科学学

会学術集会講演集 

（福岡） 

 

明神一浩、一ノ山隆司、上野栄一、 川

野雅資 

本人担当分：ケアリングの定義を提示

し、癒しとの関係性に関する考察・文章

の執筆を行った。 

 

Japanese Concept ofAmae 

日本の概念「甘え」 

 

― 

 
平成 21 年 8

月 

 

The First East West 

Nursing Conference, 

Honolulu 

 

甘え理論の看護婦－患者関係への応用。 

 

精神障がい者を支える家

族の負担 

 

― 

 
平成 21 年 11

月 

 

第 29 回日本看護科学学

会学術集会講演集  

(福岡） 

 

一ノ山隆司、舟崎起代子、明神一浩、 上

野栄一、川野雅資.pp.501 

本人担当分：共同研究者として家族が抱

える負担感の分析・考察・文章の執筆を

行った。 

 

会長講演「グローバルに学

んで、グローカルに展開す

る」 

 

― 平成 21 年 11

月 

 

第 2 回日本地域連携精

神看護学研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

会長として、地域連携に重要なグローバ

ルな視点と同時に地域の特性を把握し

たグローカルな視点の重要性を論じた。 

 

神奈川県における児童、青

年精神医療の連携で看護

師の役割を考える 

 

― 平成 21 年 12

月 

 

第 2 回日本地域連携精

神看護学研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

編 者：川野雅資 編集協力者：片山典

子 

著 者：佐々木郁子、川野雅資、山根美

智子、久保恭子、アリマ美乃里、佐藤和

子、鈴木実、田崎千恵子、土谷朋子、寺

島和子、萩典子、一ノ山隆司、村上満 

神奈川県における児童、青年期精神医療

の実態と、連携形成に関する調査を行

い、現状を明確にした。本人担当部分：

研究の企画、調査用紙の作成、データ収

集、データ分析、考察、文章の執筆を行

った。           
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

就労支援としての職業能

力開発校での訓練を受け

た精神障がい者の心理面

と必要とされる支援 

 

― 平成 21 年 12

月 

 

第 30 回日本看護科学学

会学術集会講演集 

(東京） 

 

安藤満代、長尾秀美、川野雅資.pp.280、

能力開発校を利用する精神障がい者に

調査をして、必要とされる支援を明らか

にした。本人担当分：共同研究者として

データ分析結果の検討、考察・文章の検

討を行った。 

 

精神科看護師のケアリン

グ実践に関する研究(第 2

報) 個人の内的過程に焦

点をあ 

 

― 平成 22 年 12

月 

 

第 30 回日本看護科学学

会学術集会講演集 

(東京） 

 

石川純子、川野雅資、pp.549、東京.本

人担当分：精神科で働く看護師にインタ

ビューを行い、その看護師の生育過程の

中から、現在どのようなケアリングの要

素が生まれたのかについて分析した。共

同研究者としてデータの分析・考察・文

章の検討を行った。 

 

会長講演 「精神科早期介

入と連携の実際と課題」 

 

― 平成 22 年 12

月 

 

第 3 回日本地域連携精

神看護学研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

事例に基づいた地域の立場からみた早

期治療における連携の実際の報告、課題

の明確化と今後の方策提案。 

 

タイ王国の地域連携精神

看護－タイにおける精神

保健福祉と農村部の現状

報告 

 

― 平成 22 年 12

月 

 

第 3 回日本地域連携精

神看護学研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

共著者：揚野裕紀子、中田涼子、片山典

子、川野雅資、櫻井尚子、塩月玲奈、朝

倉真奈美  退院後の患者は全員が働

いていると言うタイにおける、精神科病

院、医療機関、医療従事者、精神障がい

者の生活を支える制度、法律、予算、農

村部に暮らす精神障がい者の生活から、

地域精神医療の実際を学ぶことを目的

に視察を実施。精神保健福祉と農村部の

現状を報告した。本人担当部分：研究の

企画、調査用紙の作成、データ収集、デ

ータ分析、考察、文章の執筆を行った。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

統合失調症患者の退院準

備期におけるセルフマネ

ジメント退院準備用紙の

作成から活用まで 

 

― 

 

 

平成 22 年 12

月 

 

第 3 回日本地域連携精

神看護学研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

共著者：寺田祐治、一ノ山隆司、舟崎起

代 子 、 上 野 栄 一 、 川 野 雅 資 

患者と看護師が共同で作成した退院準

備用紙を活用し、統合失調症患者の退院

準備期におけるセルフマネジメントの

維持・促進を支える援助過程で、患者の

自己および自己を取り巻く現実に関す

る認識が改善されたかを明らかにした。

本人担当部分：データ収集、データ分析、

考察、文章の校閲を行った。 

 

がん患者サロンに対する

患者会会員の認識と課題 

 

― 平成 22 年 12

月 

 

第 3 回日本地域連携精

神看護学研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

共著者：松浦純平、一ノ山隆司、上野栄

一、京谷和哉、植木健康、川野雅資 

自記式無記名質問紙調査を用いて、A 県

内に本拠地があるがん患者会員が考え

るサロンに対する認識および現状を明

らかにした。本人担当部分：データ収集、

データ分析、考察、文章の校閲を行った。 

長期入院患者の退院支援

に関する看護師の意識調

査－看護師へのインタビ

ュー分析からの課題－ 

 

― 平成 22 年 12

月 

 

第 3 回日本地域連携精

神看護学研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

明神一浩、前川哲弥、森下憂一、一ノ山

隆司、上野栄一、川野雅資 

精神科看護歴が 10 年以上ある看護師に

インタービューを実施し、質的帰納的記

述研究を行い、長期入院患者の退院支援

において看護師が抱える課題を明らか

にした。本人担当部分：データ収集、デ

ータ分析、考察、文章の校閲を行った。 

 

カウンセリングの治療的

意味に関する研究 統合

失調症患者のカウンセリ

ングにおける治療関係と

認知の変容への働きかけ 

 

― 平成 22 年 12

月 

 

第 1 回精神看護ディス

コース研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

伊藤佳子、川野雅資 

カウンセリングの場面を録音・録画し、

クライアントの非合理的信念の変容は、

セラピストのどのような介入によって

促進されているのかを明らかにし、継続

するカウンセリングの中でセラピスト

とクライアントの間にはどのような相

互作用があるのか考察を行った。本人担

当部分：研究の企画、データ収集、デー

タ分析、考察、文章の執筆の校閲を行っ

た。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

統合失聴症患者の会話分

析－妄想に対する治療的

かかわりに焦点を当てて

－第1報 会話レベルによ

る分析 

 

― 平成 24 年 3

月 

 

第 1 回精神看護ディス

コース研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

揚野裕紀子、曽谷貴子、日下知子、川野

雅資 

研究は、専門教育を受けた看護師が行っ

ている妄想に対する看護場面面接を、

「会話レベル」を用いて分析を行い、精

神障がいをもつ患者にとって、どのよう

なカウンセリング技法が有効であるの

か考察を行った。本人担当部分：研究の

企画、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。 

 

統合失調症患者の会話分

析－妄想に対応する治療

的かかわりに焦点を当て

て－第2報 対人間圧力と

フレーム対応による分析 

 

― 平成 24 年 3

月 

 

第 1 回精神看護ディス

コース研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

曽谷貴子、日下知子、揚野裕紀子、川野

雅資 

専門教育を受けた看護師が行っている

妄想に対する看護場面面接を、ジェーム

ズ・F・T・ブーゲンダール：「サイコセ

ラピストの意識的対話の影響を示す『対

人閒の圧力』と問題の焦点化を目指す

『フレーム（構図）の対応』を用いて分

析・解釈を行った。本人担当部分：研究

の企画、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。       

 

統合失調症患者との看護

面接の場面の分析 

－スピリチュアリティに

焦点をあてて－ 

 

― 平成 24 年 3

月 

 

第 1 回精神看護ディス

コース研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

安藤満代、川野雅資 

精神看護の専門教育を受けた看護師が

行っている看護面接において、どのよう

なスピリチュアリティ向上に関する内

容があるのかを明らかにするために、村

田のスピリチュアル・カウンセリングシ

ートを用いて分析・考察を行った。本人

担当部分：研究の企画、データ収集、デ

ータ分析、考察、文章の執筆の校閲を行

った。         
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

慢性期統合失調症者の地

域生活を支える看護カウ

ンセリング技術 

 

― 平成 24 年 3

月 

 

第 1 回精神看護ディス

コース研究会 

東京慈恵会医科大学 

（東京） 

 

片山典子、一ノ山隆司、川野雅資 

専門教育を受けた看護師と慢性統合失

調症のクライアントの間におこる会話

場面を、環境要因も含めて分析を行い、

看護師が用いているカウンセリング技

術を明らかにした。  本人担当部分：

研究の企画、データ収集、データ分析、

考察、文章の執筆の校閲を行った。   

 

看護の視点から見た性同

一性障害の文献検討 

 

― 平成 24 年 3

月 

 

第 38 回日本看護研究学

会学術集会 

（宜野湾） 

 

佐々木愛、川野雅資 性同一性障害の人

が入院時に体験する様々な感情に関す

る文献を調査した。本人担当分：研究計

画の助言、データ分析、考察の助言、文

章の校閲を行った。 

 

夫婦の語りからみたうつ

病による休職から職場復

帰までの支えとなった事

柄 

 

― 平成 24 年 7

月 

 

第 44 回日本看護学会 

精神看護学術集会 

（群馬） 

 

塩月玲奈、川野雅資 うつ病患者の夫婦

療法を実践した記録か、発症から社会復

帰までの経過を分析した。本人担当分：

研究計画の立案、データ分析、考察を行

い、文章の校閲を行った。 

 

講会長演 

ディスコース研究から見

えてくるもの 

 

― 平成 25 年 9

月 

 

第 2 回精神看護ディス

コース研究会 

山陽学園大学 

（岡山）    

 

妄想に支配されているクライアントへ

のサイコセラピー、気分障害（うつ病）

のクライアントが徐々に仕事復帰する

段階のセラピストのカウンセリング技

術の考察を行った。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

うつ病および統合失調症

患者と看護師の会話の

RIAS による分析 

 

― 平成 25 年 9

月 

 

第 2 回精神看護ディス

コース研究会 

山陽学園大学 

（岡山）    

 

野呂幾久子、川野雅資 

3 つの実際のカウンセリング場面の会話

を RIAS で分析し、その結果からコミュ

ニケーションの特徴について考察する

ことを試みた。本人担当部分：研究の企

画、データ収集、データ分析、考察、文

章の執筆を行った。  

 

テキストマイニングによ

るカンセラーとクライエ

ントの会話の特徴 

 

― 平成 25 年 9

月 

 

第 2 回精神看護ディス

コース研究会 

山陽学園大学 

（岡山）    

 

上野栄一、川野雅資 

カウンセリングの場面についてカウン

セラーとクライアントの会話内容をテ

キストマイニングを用いて分析し、会話

の特徴を明らかにするとともに、クライ

アントとカウンセラーの会話をテキス

トマイニングで分析することの妥当性

の検証を行った。本人担当部分：研究の

企画、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。       

 

カウンセリングにおける

コミュニケーション技術

の構造と手法  気分障

害患者の認知バイアスへ

の介入場面の分析 

 

― 平成 25 年 9

月 

 

第 2 回精神看護ディス

コース研究会 

山陽学園大学 

（岡山）    

 

伊藤桂子、川野雅資 

看護師と気分障害をもつクライアント

との会話を分析し、看護師が用いるコミ

ュニケーション技術の構造と手法の考

察を行った。本人担当部分：研究の企画、

データ収集、データ分析、考察、文章の

執筆の校閲を行った。         

 

妄想のあるクライエント

との看護面接場面の会話

分析 

―『対人間圧力』の典型的

反応レベル 32 スキルを用

いた分析― 

 

― 平成 25 年 9

月 

 

第 2 回精神看護ディス

コース研究会 

山陽学園大学 

（岡山）    

 

クライアントとの面接場面において、意

識的対話の影響を示す『対人閒の圧力』

の典型的な反応レベル 32 スキルを、ど

のように用いて会話を行っているのか、

会話分析を行い『対人間圧力』として影

響の度合いと会話パターンを明らかに

した。本人担当部分：研究の企画、デー

タ収集、データ分析、考察、文章の執筆

の校閲を行った。         
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

統合失調症をもつ患者に

対する看護カウンセリン

グにおけるスピリチュア

ルケア 

 

― 平成 25 年 9

月 

 

第 2 回精神看護ディス

コース研究会 

山陽学園大学 

（岡山）    

 

安藤満代、川野雅資 

統合失調症をもつ患者に対する看護カ

ウンセリング場面をスクリプト表記し、

村田のスピリチュアリティ・カンファレ

ンス・サマリーシートを部分的に利用し

分析を行い、看護カウンセリングにおけ

るスピリチュアルアケについて検討を

行った。本人担当部分：研究の企画、デ

ータ収集、データ分析、考察、文章の執

筆の校閲を行った。         

 

妄想のある慢性期統合失

調症者の地域生活を支え

る看護カウンセリング技

術―ジェファンソンの記

号システムによる検証― 

 

― 平成 25 年 9

月 

 

第 2 回精神看護ディス

コース研究会 

山陽学園大学 

（岡山）    

 

片山典子、川野雅資 

地域で生活している妄想のある統合失

調症者と看護師の対話場面を、ジェファ

ンソンの記号システムに基づきデータ

とし、会話分析から統合失調症者の妄想

に対して看護師が用いているカウンセ

リング技術を抽出した。本人担当部分：

研究の企画、データ収集、データ分析、

考察、文章の執筆の校閲を行った。   

ひきこもり青年との看護

面接場面の分析―行動療

法的アプローチに焦点を

当てて― 

 

― 平成 25 年 9

月 

 

第 2 回精神看護ディス

コース研究会 

山陽学園大学 

（岡山）    

 

柳田崇姉、川野雅資 

ひきこもりの青年と専門教育を受けた

看護師の看護面接場面の会話分析を行

い、看護師がどのような行動療法的アプ

ローチ技術を用いているのかを明らか

にし、自尊感情の回復援助に効果的なケ

アについて考察を行った。本人担当部

分：研究の企画、データ収集、データ分

析、考察、文章の執筆の校閲を行った。 

 

統合失調症患者との看護

面接場面の分析―ューマ

ニスティック看護論を用

いて― 

 

― 平成 25 年 9

月 

 

第 2 回精神看護ディス

コース研究会 

山陽学園大学 

（岡山）    

 

佐 々 木 郁 子 、 川 野 雅 資 

ヒューマニスティック看護論の概念図

化し、著書より「人間」「看護」「看護師」

キーワードとして、センテンスを抜き出

し、カテゴリに分類し、統合失調症患者

との看護面接場面でクライアントが看

護師に自分の否定的な気持ちを率直に

伝えていた場面を抜き出し、分析・考察

行 本 担当部分 究 企看護－48



著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

    を行った。本人担当部分：研究の企画、

データ収集、データ分析、考察、文章の

執筆の校閲を行った。         

 

ひきこもり支援者が語る

地域連携の現状に関する

研究 

 

― 平成 25 年 9

月 

 

第 33 回日本看護科学学

会学術集会 

（大阪） 

 

柳田崇姉、川野雅資 pp.645 ひきこも

りの若者を支援する人々へのインタビ

ュー調査を行った。本人担当分：研究計

画の助言、データ分析、考察の助言、文

章の校閲を行った。 

 

ロイ看護適応モデルに基

づいたがん患者のスピリ

チュアリティのアセスメ

ント 

 

― 平成 25 年 12

月 

 

第 40 回日本看護研究学

会 

（奈良） 

 

安藤満代、川野雅資、日高艶子 本人担

当部分：データ分析、考察、文章の校閲

を行った。がん患者が体験するスピリチ

ュアリティについて、シスター・カリス

タ・ロイの適応モデルを用いて分析した

結果、どのように適応していくのかを明

らかにした。 

 

会長講演 妄想状態にあ

る統合失調症患者に対す

る熟練看護師の対話技法

の一考察 

 

― 

 
平成 26 年 8

月 

 

第 3 回精神看護ディス

コース研究会福井大学 

（福井） 

 

熟練看護師と妄想のある統合失調症患

者との面接 6 場面の会話内容を、ボラン

ニーの記述から全体を量的に整理する

とともに、ある特定の妄想場面につい

て、話題、発話の回数、話題の始まり方、

コミュニケーションのレベルについて

分析を行った。 

 

精神看護面接における看

護師の発話機能、技法、意

図の関係ー統合失調症患

者の面接を対象としたパ

イロット研究ー 

 

― 

 
平成 26 年 12

月 

 

第 3 回精神看護ディス

コース研究会 

福井大学 

（福井）   

 

野呂幾久子、川野雅資、伊藤桂子、片山 

典子、佐々木郁子 

熟練した精神看護師と統合失調症患者

との面接場面を、RIAS を用いて、看護師

の会話の意図、技法、発話機能の関係に

ついて考察を行い、効果的な精神看護面

接の会話構造を明らかにした。本人担当

部分：研究の企画、データ収集、データ

分析、考察、文章の執筆を行った。   
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

気分障害患者の自殺念慮

への介入におけるカウン

セリングの手法と構造 

 

― 平成 26 年 12

月 

 

第 3 回精神看護ディス

コース研究会 

（福井） 

福井大学   

 

伊藤佳子、川野雅資 

カウンセラーと気分障害患者との会話

を分析し、気分障害患者の自殺念慮への

介入におけるカウンセリング技法の手

法と構造を明確化した。本人担当部分：

研究の企画、データ収集、データ分析、

考察、文章の執筆の校閲を行った。   

 

妄想のある慢性期統合失

調症患者への看護カウン

セリング技術ー「言いか

え」における自己修復・他

者修復の関連ー 

 

― 平成 26 年 12

月 

 

第 3 回精神看護ディス

コース研究会 

福井大学 

（福井）   

 

片山典子、川野雅資 

地域で生活している妄想のある慢性統

合失調症者と専門教育を受けた看護師

の対話場面をデータとして会話分析を

行い、看護師が用いるカウンセリング技

術を明らかにした。本人担当部分：研究

の企画、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。       

 

統合失調症患者との看護

面接場面の分析ヒューマ

ニスティックナーシング

を用いてー看護師と患者

の「間」についての一考察

ー 

 

― 平成 26 年 12

月 

 

第 3 回精神看護ディス

コース研究会 

福井大学 

（福井）   

 

佐々木郁子、川野雅資 

看護面接場面における「間」の存在につ

いて、人間的看護論を用いて会話分析

し、人間的看護論の実践について考察を

行った。本人担当部分：研究の企画、デ

ータ収集、データ分析、考察、文章の執

筆の校閲を行った。         

 

統合失調症患者とうつ病

患者の看護面における会

話分析の比較ー看護師の

対人間圧力 32 スキルの活

用比較ー 

 

― 平成 26 年 12

月 

 

第 3 回精神看護ディス

コース研究会 

福井大学 

（福井）   

 

曽谷貴子、日下知子、揚野裕紀子、川野

雅資 

妄想のある統合失調症患者とうつ病の

回復期にある患者との看護面接におけ

る会話を比較し、対人間圧力 32 スキル

の活用状況の特徴を明らかにした。本人

担当部分：研究の企画、データ収集、デ

ータ分析、考察、文章の執筆の校閲を行

った。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

うつ病患者の看護面接場

面の会話分析ークライア

ントの反応からみたセラ

ピストの技法の活用ー 

 

― 平成 26 年 12

月 

 

第 3 回精神看護ディス

コース研究会 

福井大学 

（福井）   

 

曽谷貴子、日下知子、揚野裕紀子、川野

雅資 

看護カウンセリングにおけるクライア

ントの会話パターンの特徴を把握し、セ

ラピストのコミュニケーション技法の

活用について考察を行った。 

気分障害をもつ患者と看

護師との会話分析ーロイ

適応看護モデルを用いて

ー 

 

 

― 平成 26 年 12

月 

 

第 3 回精神看護ディス

コース研究会 

福井大学 

（福井）   

 

安藤満代、川野雅資、日高艶子 

気分障害（うつ病）をもったクライアン

トとの看護カウンセリングの中で、ロイ

適応看護モデルに基づいてどのような

ケアが行われているのか分析・考察を行

った。本人担当部分：データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。 

テキストマイニグを用い

たセラピストとクライア

ントの会話分析 

 

― 平成 26 年 12

月 

 

第 3 回精神看護ディス

コース研究会 

福井大学 

（福井）   

 

松浦純平、川野雅資 

統合失調症患者のクライアントとカウ

ンセリング時のセラピストの発語内容

についてテキストマイニグを用いて分

析し、高度実践看護技術の構造化につな

げる基礎研究の一助として、カウンセリ

ング時の特徴を明らかにすることに主

眼に置いた。本人担当部分：研究の企画、

データ収集、データ分析、考察、文章の

執筆の校閲を行った。 

 

精神看護学における会話

分析の手法と活用 

 

― 

 
平成 26 年 12

月 

 

第 25 回日本精神保健看

護学会学術集会 

（つくば） 

 

伊藤桂子、片山典子、川野雅資、野呂幾

久子、上野栄一 精神看護学領域におけ

る会話分析に関するこれまでの知見を

まとめた。本人担当分：研究計画の立案、

データ分析、考察を行い、文章の執筆を

行った。 

 

精神科看護師の倫理的悩

みと職業満足度、SOC およ

び精神健康度との関連 

 

― 平成 27 年 6

月 

 

第 35 回日本看護科学学

会学術集会 

広島国際会議場 

 

安藤満代、川野雅資 

精神科看護師の倫理的悩みと職業満足

度、SOC および精神健康度との関連を調

査した。本人担当分：共同研究者として

研究計画の立案、データ分析、考察を行

い、文章の執筆を行った。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

会 長 講 演 

「会話のもとになるもの」 

 

― 平成 27 年 12

月 

 

第 4 回精神看護ディス

コース研究会 

東京女子医科大学 

（東京）    

 

会話を形成しているのは、その会話をす

るときの意図であり、意図を実現化する

コミュニケーション技術である。更に、

意図のもとになる人間性が肝要である

ことを論じる。 

 

うつ病患者のカウンセリ

ングー回復期と増悪期の

比較ー 

 

― 平成 27 年 12

月 

 

第 4 回精神看護ディス

コース研究会 

東京女子医科大学 

（東京）    

 

野呂幾久子、川野雅資 

うつ病患者のカウンセリング 2 場面の

RIAS を分析を行った。看護師のコミュニ

ケーションの特徴として、増悪期の方が

「情緒的会話」が少なく、「業務的会話」

「患者教育」が多いこと。患者のコミュ

ニケーションの特徴として、増悪期の方

が「社会情緒的会話」が少なく、「業務

的会話」「接続語」が多いこと、「社会的

会話」および「信頼関係の発話」が少な

いことが明らかになった。本人担当部

分：研究の企画、データ収集、データ分

析、考察、文章の執筆を行った。 

ロイ看護適応モデルを用

いた自殺念慮を呈する患

者と看護師との会話分析 

 

― 平成 27 年 12

月 

 

第 4 回精神看護ディス

コース研究会 

東京女子医科大学 

（東京）    

 

安藤満代、川野雅資 本人担当部分：研

究の企画、データ収集、データ分析、考

察、文章の執筆の校閲を行った。うつ病

の増悪期にある患者へのカウンセリン

グをロイの適応モデルで分析した。 

自殺に傾いたクライアン

トへの支援－クライアン

トとセラピストの相互関

係の中で行われる自殺予

防の関わり－ 

 

― 平成 27 年 12

月 

 

第 4 回精神看護ディス

コース研究会 

東京女子医科大学 

（東京）    

 

伊藤桂子、川野雅資 

カウンセラーと自殺に傾いたクライア

ントとの会話を分析し、カウンセリング

の相互作用の中で行われる自殺予防の

手法について考察を行った。本人担当部

分：研究の企画、データ収集、データ分

析、考察、文章の執筆の校閲を行った。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

うつ状態の悪化期にある

患者との看護面接場面の

会話分析ーうつ状態の回

復期と悪化期の対人間圧

力 32 スキルの活用比較ー 

 

― 平成 27 年 12

月 

 

第 4 回精神看護ディス

コース研究会 

東京女子医科大学 

（東京）    

 

曽谷貴子、日下知子、川野雅資 

うつ状態の悪化時にある患者との看護

面接場面を会話分析することにより、症

状の悪化時にどのようにコミュニケー

ション技術を活用し、看護面接を行って

いるのかを分析・考察した。また、先行

研究のうつ病の回復期の看護面接での

対人間圧力 32 スキルとの比較を行い病

状に違いによるコミュニケーション技

術の特徴を明らかにした。本人担当部

分：研究の企画、データ収集、データ分

析、考察、文章の執筆の校閲を行った。 

 

テキストマイニングによ

るうつ病の患者とカウン

セラーとの会話分析 

 

― 平成 27 年 12

月 

 

第 4 回精神看護ディス

コース研究会 

東京女子医科大学 

（東京）    

 

上野栄一、川野雅資 

うつ病患者とカウンセラーの両者の会

話の特徴を明らかにすることを目的と

し、会話の中で出現する沈黙に注目し、

カウンセラーとクライアントのコミュ

ニケーションの特徴をテキストマイニ

ングソフト Studio®を用いて、単語頻度

解釈、係り受け頻度解釈、共起分析し、

考察を行った。本人担当部分：研究の企

画、データ収集、データ分析、考察、文

章の執筆の校閲を行った。  

 

テキストマイニングを用

いたうつ病患者へのカウ

ンセリング時の会話分析  

 

― 平成 27 年 12

月 

 

第 4 回精神看護ディス

コース研究会 

東京女子医科大学 

（東京）    

 

松浦純平、川野雅資 

カウンセリングを定期的に受けている

うつ病患者と看護師との会話内容から

逐語録を作成し、計量テキスト分析ソフ

ト KH Coder を用いて、記述統計、階層

的クラスター解析、共起関係ネットワー

ク分類、多次元尺度法を実施。熟練セラ

ピストとうつ病患者とのカウンセリン

グ場面の会話分析から、セラピストのカ

ウンセリングにおける特徴を明らかに

した。本人担当部分：研究の企画、デー

タ収集、データ分析、考察、文章の執筆

の校閲を行った。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

看護学生の精神科患者へ

の関わりに関する研究ー

模擬患者を用いたシュミ

レーションのディスコー

ス分析 

 

― 平成 27 年 12

月 

 

第 4 回精神看護ディス

コース研究会 

東京女子医科大学 

（東京）    

 

山元恵子、伊藤桂子、村上茂、川野雅資 

看護学生と統合失調症模擬患者との対

話場面で、両者間で何が起こっているの

かを文脈の中で分析し、学生の内面的な

変化を促すための効果的な学生指導の

あり方を検証した。本人担当部分：研究

の企画、データ収集、データ分析、考察、

文章の執筆の校閲を行った。 

 

How psychiatric nurses 

behave when they 

confronted ethical 

problems （精神科看護師

が倫理的問題に直面した

ときの対処） 

 

― 平成 27 年 12

月 

 

International 

Behavioral Health 

Conference  

(Hong Kong) 

 

Michiyo Ando ,Masashi Kawano 

精神科看護師が倫理的な問題に直面し

たときに、どのように自分自身をコント

ロールするかを調査研究で明らかにし

た。本人担当分：共同研究者として研究

計画の立案、データ分析、考察を行い、

文章の執筆を行った。 

 

蘇った記憶（妄想）のある

クライアントへの支援 

 

― 平成 28 年 1

月 

 

第 8 回日本「性とここ

ろ」関連問題学会学術集

会 

（東京） 

 

伊藤桂子、川野雅資 

統合失調症患者がカウンセリング場面

で語る性に係る発言を分析した。本人担

当分：研究を計画し、データ収集を主に

行った。共同研究者としてデータ分析、

考察、文章の校閲を行った。 

 

認知症を知ろう 

 

― 平成 28 年 5

月 

 

第 1 回臨床精神看護学

研究会（兵庫） 

 

北島文子、藤井ショーン、小宮智子、高

浜佑、長島愛、彦坂予友子、川野雅資 有

馬高原病院で取り組まれている認知症

の家族教室の活動内容を認知症の家族

の心理を用いて考察した。本人担当部

分：研究を計画し、データ収を主に行っ

た。共同研究者としてデータ分析、考察、

文章の校閲を行った。  
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

いかに歩くか  -精神科

作業療法での治療として

の“歩く習慣”定着への取

り組み-   

 

― 

 
平成 28 年 5

月 

 

第 1 回臨床精神看護学

研究会（兵庫） 

 

長島愛、山口裕子、越智健義、川野雅資 

先行研究で推奨された歩行「歩行の健康

増進には 1 日 8000 歩以上、中等度強度

以上の歩行を 20 分以上」の精神科臨床

応用についての臨床感、経過、定着のた

めの工夫について考察した。本人担当部

分：研究を計画し、データ収を主に行っ

た。共同研究者としてデータ分析、考察、

文章の校閲を行った。  

 

心理教育リーダー・コリー

ダーを体験して気づいた

こと 

 

― 平成 28 年 5

月 

 

第 1 回臨床精神看護学

研究会（兵庫） 

 

濱岡景子、山本賢一、谷村美夏、鳥羽法

子、川野雅資、大西恵 心理教育に係る

スタッフの問題点・課題克服を目的とし

たリーダー・コリーダー体験の結果の分

析・考察を行った。本人担当部分：研究

を計画し、データ収を主に行った。共同

研究者としてデータ分析、考察、文章の

校閲を行った。  

 

不本意な入院をした患者

の移送に関する体験と思

い-Ａ氏の語りから- 

 

― 平成 28 年 5

月 

 

第 4 回日本地域連携精

神看護学研究会 

横浜市大 

（横浜市） 

 

佐々木愛、石川純子、川野雅資 

不本意な入院をした患者にインタビュ

ーで体験を語って頂き、その体験を質的

に分析し、今後の課題を検討した。本人

担当部分：研究を計画し、データ収を主

に行った。共同研究者としてデータ分

析、考察、文章の校閲を行った。  

 

討論会「拡大する地域連

携」 

 

― 平成 27 年 5

月 

 

第 4 回日本地域連携精

神看護学研究会 

横浜市大 

（横浜市） 

 

報告者が取り組んだ地域移行支援プロ

グラムと多職種連携について考察し、地

域定着に不可欠な第三者（回復者ととも

に生活を分かち合うボランティア・慈悲

団体）の必要性を明らかにした。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

青年期統合失調症患者の

臨界期における訪問ケア

実践 

 

― 平成 27 年 12

月 

 

第 36 回日本看護科学学

会学術集会（東京国際フ

ォーラム、東京） 

 

片山典子、荒木田美香子、川野雅資 

訪問看護を実施した体験がある看護職

者に、臨界期にある統合失調症の青年期

の対象に実施した看護とその根拠を調

査した。その中から、訪問看護師が必要

とする看護技術の要素を抽出した。本人

担当部分：研究モデルの検討、調査協力

者の推薦、結果の分析、考察。 

 

会長講演 

臨床精神看護学研究会 

 

― 平成 28 年 6

月 

 

第１回臨床精神看護学

研究会（兵庫） 

 

「暗黙知と形式知」「知の三分類」「フロ

ネシス（実践的知恵）を継承する場」に

ついての会長講演をまとめた。 

 

Examination of 

Self-management 

construct validity of 

Structure for 

Community-dwelling 

People with 

Schizophrenia in Japan 

日本における待機で暮ら

す精神障害者の自己管理

能力 

― 

 

平成 29 年 3

月  

 

Asian American Pacific 

Islander Nurses 

Association's th 

Annual Conferece 

(Honolulu) 

 

Keiko Yamamoto, Masashi Kawano 我が

国のディケアを利用している地域で暮

らす163名の統合失調症患者に調査した

結果、治療、治療継続がもとにあり、そ

のうえで自己の質、環境があり、そして

しこ調整力が生まれて信頼感が増すこ

とが明らかになった。本人担当部分：調

査協力のディケアの開拓。データの考

察。        

 

A pilot study of 

developing of 

spirituality scale for 

mentally handicapped 

persons in community 

dwelling 精神障害者の

スピリチュアリティを測

定する尺度の開発に関す

るパイロット研究  

― 平成 29 年 3

月  

 

The 3rd Internationa 

Society of Caring and 

Peace Conference in 

Kurume(Fukuoka,Japan) 

 

P.128. Michiyo Ando, Masashi, Kawano, 

Eiichi Ueno 24 項目の精神障害者のスピ

リチュアリティを測定する尺度を開発

し、ディケア利用者を対象として 80 名

の調査を行い、因子分析を行った。本人

担当部分:研究計画の立案、調査対象者

の依頼、調査の実施、データ分析の考察。

論文の校閲を行った。 

 

会長講演 

臨床精神看護学研究会 

 

― 平成 29 年 5

月 

 

第 2 回臨床精神看護学

研究会（兵庫） 

 

Evidence Based Practice と Practice 

Based Evisence を比較しながら、臨床の

知を実践のモデルにする意義を述べた。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

長期入院患者のアパート

への退院支援 

 

― 平成 29 年 5

月 

 

第 2 回臨床精神看護学

研究会（兵庫） 

 

アパートを建築し、大家さんと病院との

橋渡しをして長期入院患者4名の退院を

支援した実践を報告した。そこで必要な

のは、丁寧なアセスメントと患者の状態

に合わせた入院中からの支援であった。 

 

長期入院患者の退院後の

食事会を通した支援 

 

― 平成 29 年 5

月 

 

第 2 回臨床精神看護学

研究会（兵庫） 

 

共同研究者:柳田崇姉、川野雅資、伊藤

桂子 長期入院患者4名が退院した後に

毎月 1回大家さんと病院スタッフ、ボラ

ンティアが集まって食事会をすること

で支援を続けた。次第に温泉旅行、クル

ージング、ホテルのレストランでの食事

会などを取り入れて支援した実践を報

告した。支えることとささえられること

が成り立つ関係が重要であることが分

かった。 

 

A2 病棟における心理教育

の工夫と効果会長講演 

臨床精神看護学研究会 

 

― 平成 29 年 5

月 

 

第 2 回臨床精神看護学

研究会（兵庫） 

 

共同研究者:藤原史子、大西恵、川野雅

資、谷村美夏、濱岡景子、山本賢一、前

田綾奈 入院中の長期入院患者に対し

て心理教育を実践した。これまでの体験

から、プログラムを隔週で行い、スタッ

フの力量を高めることを隔週で取り入

れる、という工夫を行い、その効果を検

討した。 

 

TIC 研修における看護師等

への意識調査ー看護実践

の土台となるものー 

 

― 平成 29 年 5

月 

 

第 2 回臨床精神看護学

研究会（兵庫） 

 

共同研究者:山元恵子、徳永薫、山之内

優子、川野雅資 TIC の研修に参加した

対象者に任意でアンケートを配布し、そ

の結果を質的統合法で分析した。その結

果、全人的かかわり、わかる説明、神対

応、患者視点のケア、強制しないケア、

TIC理念の浸透という6要素が抽出れた。

この事を報告した。 
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著書，学術論文等の名称 

単著・ 

共著の別 
発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（その他⑤）-編及び監修     

慢性期看護 : 緩和・ター

ミナルケア : 成人看護学 

 

共著 

 

平成 20 年 4

月 

 

日本放射線技師会出版

会 

 

緩和・ターミナルケアに焦点を当てた成

人看護学の最新の知識と技術が学べる

コンパクトな教科書を企画した。全 382

頁 

監修：川野雅資 

編集：伊藤まゆみ 共著者：伊藤まゆみ、

入江慎治、井原緑、秋月百合、高橋正子、

高宮有介、下條奈己、黒子幸一、中村英

子、村瀬麻樹子、近藤ふさえ、小竹久実

子、塚本友栄、佐藤満、佐田浩行、吉田

正子、平野真澄、縄田修一、荒添美紀、

山室八潮、岩崎和代、鳥原真紀子、菊池

麻由美  

本人担当部分：本書の企画、文章の校正

を行った。  

 

看護学実践 -Science of 

Nursing- 看護管理学 

 

共著 

 

平成 20 年 8

月 

 

PILAR PRESS  

 

看護看護学の最新の知識と技術が学べ

るコンパクトな教科書を企画した。全

180 頁 

監修：川野雅資 

編集：平井さよ子 

共著者：平井さよ子、賀沢弥貴、飯島佐

知子、山田聡子 

本人担当部分：本書を新たな視点で企画

し、編者に依頼し最終的な文章の校正を

行った。 

 看護学実践 -Science of 

Nursing- 小児看護学 

 

共著 

 

平成 22 年 8

月 

 

PILAR PRESS  

 

小児看護学の最新の知識と技術が学べ

るコンパクトな教科書を企画した。全

336 頁 

監修：川野雅資 

編集：中村伸枝 

共著者：荒木暁子、出野慶子、遠藤数江、

小川純子、金丸友、白畑範子、中村伸枝 

本人担当部分：本書の企画、編集者への

助言、最終的な文章の校正を行った。 

看護－58



著書，学術論文等の名称 

単著・ 

共著の別 
発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

家族看護学 (看護学実践

-Science of Nursing-) 

 

共著 

 

平成 22 年 11

月 

 

PILAR PRESS  

 

家族看護学という新しい学問領域に添

うように、そして家族看護学の最新の知

識と技術が学べるコンパクトな教科書

を企画した。全 280 頁 

監修：川野雅資 

編集：櫻井しのぶ 

共著者：安藤直美、大石ふみ子、大倉美

佳、加藤欣子、金岡緑、間裕美子、間文

彦、櫻井しのぶ、佐藤敏子、庄村雅子、

杉浦絹子、近森栄子、茅野裕美、中西唯

公、乗松貞子、旗持智恵子、三村博美、

森田惠子、丸山明美、薬師神裕子、横尾

京子、横内光子、吉田和枝       

本人担当部分：本書の企画、編集者への

助言、最終的な文章の校正を行った。 

 

老年看護学 (看護学実践

-Science of Nursing-) 

 

共著 

 

平成 22 年 12

月 

 

PILAR PRESS     

 

老年看護学の最新の知識と技術が学べ

るコンパクトな教科書を企画した。全

284 頁 

監修：川野雅資 

編集：守本とも子 

本人担当部分：本書の企画、編集者への

助言、最終的な文章の校正を行った。 

  

 看護学実践 -Science of 

Nursing- 地域看護学 

 

共著 

 

平成 24 年 4

月 

 

PILAR PRESS     地域看護学の最新の知見をもとに編集

するよう、編者に依頼し、最終原稿の監

修を行った。全 251 頁 

監修：川野雅資 

編集：豊島泰子 

著者：豊島泰子、石井栄子、彌永和美、

山下智香、山崎律子、後藤由紀、畑中純

子、山村江美子、今村桃子、新堂愉香子、

佐藤博美、福本美津子、多田羅紀子、西

地令子、鈴木みちえ、伊藤薫、井上清美、

鷲尾昌一、寺文文恵、小川正子 
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和２年３月３1 日 

氏名 嶋田理博 

研   究   分   野 研究内容のキーワード 

 天文学、科学教育 
光学赤外線天文学、恒星物理学 

自然科学教育（理科、地学、情報） 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項  

事項 年月日 概         要 

１ 教育方法の実践例   

   

   

２ 作成した教科書，教材   

   

   

３ 教育上の能力に関する大学等の評価   

   

   

４ 実務の経験を有する者についての特記事項   

   

   

５ その他   

   

   

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項  

事項 年月日 概         要 

１ 資格，免許   

学士（理学） 平成元年３月 
論文題目「Monte Carlo法による Be星輝線プロ

ファイルの計算」 

修士（理学） 平成３年３月 
論文題目「Ｂ型主系列星の線輻射圧と質量放出現

象」 

２ 特許等   

   

   

３ 実務の経験を有する者についての特記事項   

   

   

４ その他   

けいはんな科学コミュニケーション推進ネットワー

ク サイエンス・サポーター 

平成 26年 9月

〜現在 

けいはんな学研都市で実施する科学イベントや

科学体験プログラムについて企画・参加・支援し

ている。（宇宙分野担当） 

けいはんな科学共育デザインラボ 会員 
平成 29年 4月

～現在 

けいはんな地域の子どもたちの科学に対する興

味・関心・意欲を高め、科学的探究心の育成に重

点をおいた教育ブログラムの開発・運営及び科学

イベントの企画・運営を行っている。（宇宙分野

担当） 

奈良県産業廃棄物排出抑制等事業費補助金審査委員

会委員 

平成 30年 4月

～現在 

産業廃棄物の排出抑制、リサイクル等の推進のた

め、奈良県産業廃棄物排出抑制等事業費補助金に

係る事業についての審査を行なっている。 

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月      

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（著書）     

1     

2     

3     

:     
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（学術論文）     

1)The Anisotropy of 

Cosmic Ray Pursued with 

Chaos Analysis 

共著 平成 23年 

8月 

Proceeding of 

International Cosmic 

Ray Conference, 

Beijing, 2011,  

Vol.1, 70. 

エアシャワーサイズ時系列のカオス解析に

おいて、カオス性に寄与する宇宙線を選別

し、その到来方向の分布を求めた。その結

果、Crab，Mrk421，Cyg-Xなど、特定の活動

銀河が高エネルギーガンマ線宇宙線源であ

る可能性を示すことができた。 

 

 

2)Searching for cosmic 

ray nuclei above the KNEE 

energies through the 

Gerasimova-Zatsepin 

effect with the LAAS 

experiments 

 

 

共著 平成 23年 

8月 

Proceeding of 

International Cosmic 

Ray Conference, 

Beijing, 2011,  

Vol.1, 170. 

Gerasimova-Zatsepin効果による原子核宇

宙線の崩壊過程を考慮して、大広域エアシ

ャワーデータを解析し、Knee領域以上の宇

宙線について考察した。 

3)情報学部プロジェクト

演習における「フィジカル

コンピューティング」教育

の実践 

単著 平成 25年

2月 

奈良産業大学 

情報学フォーラム紀要， 

8，131-140. 

2009年度から 2012年度の４年間、情報学部

「ラジコン製作プロジェクト」において、

「フィジカルコンピューティング」教育を

実践した。教材として Sun SPOTまたは

Arduinoを主に用い、合計７つのシステムを

製作し、各年度の学園祭に出展した。自ら

ハードウェアとソフトウェアの設計を行

い、部品の選定・購入から始めてシステム

を完成させる体験は、学生にとって有意義

な学修であったと考える。 

 

 

4)太陽系外惑星発見と情

報学 

単著 平成 25年

2月 

奈良産業大学 

情報学フォーラム紀要， 

8，159-164. 

1995年に初めて発見されて以降、700個以

上発見されている太陽系外の惑星につい

て、それらを発見する観測手段や、見つか

った惑星の特徴、地球に似た星が存在する

可能性について論じた。これらの成果には、

ＣＣＤなどの受光素子の技術革新による性

能向上や、コンピュータによる自動観測、

画像の自動解析など、情報技術の進展によ

る寄与が大きい。 

 

 

5)奈良県 公共図書館・大

学図書館横断検索システ

ムの構築 

共著 平成 25年

3月 

奈良産業大学紀要， 

29，69-75. 

平成 20年度、奈良県図書館協会大学・専門

図書館部会の依頼を受け、奈良県内の公共

図書館および大学・研究所図書館の蔵書を

検索できるシステムを開発し、インターネ

ット上に公開した。従来の検索システムと

異なり、地図上で図書館の位置が確認でき

ることと、専門図書館を含めた大学図書館

と公共図書館を一括して検索できるのが特

徴である。 

 

 

6)地域における地学教育

の実践と課題 

共著 平成 25年

3月 

奈良産業大学紀要， 

29，185-191. 

現在、地域に根差した理科教育として、サ

イエンスカフェや実験教室が各地で実施さ

れている。本学でも地元住民向けの公開講

座や小学生を対象とした科学教室を実施

し、学外においても積極的に理科教育の振

興に取り組んできた。こうした取り組みへ

の参加者は常に一定数を見込むことができ

るが、その多くはもともと科学に興味・関

心を抱いていたリピーターであり、理科に

関心をもたない住民の目を向けさせる工夫

が必要である。 
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7)少年宇宙教室 −宇宙を

調べるモノづくり− 

共著 平成 26年

9月 

奈良学園大学紀要， 

1，173-179. 

平成 25年度に奈良産業大学（現・奈良学園

大学）情報学部が主催した公開講座「少年

宇宙教室 〜宇宙を調べるモノづくり〜」の

報告である。宇宙を探査・観測する機器・

装置をテーマに、計３回の講座を開催し、

参加者数は小学生児童とその保護者を中心

に 153名を数えた。参加者の感想はおおむ

ね好評で、地域における科学コミュニケー

ション活動に一定の役割を果たせたと考え

る。 

 

 

 

8)グループ方式によるア

ンケート分析演習の実践

と課題 

共著 平成 27年

12月 

神戸山手短期大学紀要, 

58, 41-56  

神戸山手短期大学で2015年度から開講した

「アンケート演習」はアンケート分析を主

目的とした必修科目である。開講初年度を

終えて、本科目の教育方法や成果を検討す

ると同時に、本科目で採用されたグループ

方式によるアンケートの計画・実施・分析・

発表の利点と問題点を考察した。 

 

 

9) 学生向けポータルサイ

トにおける個人認証シス

テムの構築 

単著 平成 30年

10月 

奈良学園大学紀要， 

9，93-97. 

奈良学園大学保健医療学部ポータルサイト

上で、学生個人ごとのコンテンツやサービ

スを提供するため、個人認証システムを構

築した。構築したシステムは、パスワード

の平文を扱わずに認証を行えるダイジェス

ト認証と、パスワードのオンライン自動発

行機能から構成されている。システムは約

２年間稼働しており、その間にのべ約 400

名のユーザが利用し、約 1,000個のパスワ

ードを発行した。 

 

 

 

 

     

（その他）     

「学会発表」     

1)小学生向け体験型天文

教室「少年宇宙教室」の報

告２：「宇宙を調べる」 

共同 平成 22年

9月 

日本天文学会 

2010年秋季年会 

2009 年度には科学技術振興機構の支援を

得て開催した体験型講座「少年宇宙教室」

について報告した。「宇宙を調べる」をテ

ーマとした全４回の講座は、望遠鏡の製作

とそれを使っての月・木星の観測を行い、

観測の楽しさや宇宙に対する興味を感じて

もらえるなど、参加者の満足度の高いもの

だったと考える。 

2)小学生向け科学教室「少

年宇宙教室」の活動 

共同 平成 22年

11月 

第 54回 宇宙科学技術

連合講演会 

2008年度から地域の小学生を対象として開

催している科学教室「少年宇宙教室」につ

いて報告した。子ども達が楽しみながら学

べるよう、講義ではなく、工作や実験など

の体験を中心とした内容は、科学や宇宙に

関心のある参加者に対してはもちろん、初

参加の子供や、関心のなかった保護者に対

しても興味を引き出すことに成功している

と言える。 

3)The Anisotropy of 

Cosmic Ray Pursued with 

Chaos Analysis 

共同 平成 23年

8月 

32nd International 

Cosmic Ray Conference 

宇宙線時系列データについて、観測粒子密

度分布より一次宇宙線エネルギーを算出

し、エネルギー時系列データ約５万イベン

トのカオス解析を行った。エネルギー範囲

に対応するカオスの出現頻度の解析から、

5.0×10^15～7.5×10^15eVの範囲のエネル

ギーをもった一次宇宙線が、300イベント連

続する時系列データのカオス性の出現にも

っとも寄与していることが見出された。 
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4)看護教育 IT化の一考

察：教える側教わる側の思

いとサービスデザイン 

共同 平成 27年

7月 

情報処理学会 第 47回

ユビキタスコンピュー

ティングシステム・ 

第 2回高齢社会デザイ

ン合同研究発表会 

看護教育における教材の電子化において

は、単純に教科書を電子書籍や補助教材で

置き換えるのではなく、教える側と教わる

側の双方の要望に応える形で教材とサービ

スをデザインすることが重要である。筆者

らは看護知識と技術を教育するためのタブ

レット型ツールを新設の看護学科に導入

し、設立準備期間を含めて約 2年間運用し

てきた。本発表では、その過程で得られた

知見を報告した。 

5)奈良産業大学／奈良学

園大学での子ども向け天

文普及活動の 10年 

単独 平成 30年

6月 

天文教育普及研究会 

平成 29年度近畿支部会 

2008年から、奈良産業大学／奈良学園大学

において、子ども向けの天文普及活動に取

り組んでおり、活動期間はちょうど 10年と

なる。10年間の天文教室開催回数は 34回、

のべ参加者数は約 1,600名である。我々の

取り組んできた子ども向けの体験型天文教

室「少年宇宙教室」および「けいはんな子

ども天文クラブ」の活動について報告した。 

 

6)ペーパークラフト展開

図作成アプリによる惑星

儀、天球儀の製作 

単独 平成 31年 

11月 

天文教育普及研究会 

平成 31年度近畿支部会 

ペーパークラフト展開図作成アプリ

「PazuCraft」を用いると、任意の全球画像

または全天画像を用いてペーパークラフト

展開図を作成し、教材とすることができる。

「PazuCraft」を用いた、地球儀、月球儀、

惑星儀、天球儀の製作について紹介した。 
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 ２ 年  ３ 月 ３１日 

氏名 服部 律子                 

研   究   分   野 研究内容のキーワード 

    

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項  

事項 年月日 概         要 

１ 教育方法の実践例   

   
(1) 産後の母子の看護過程学習におけるアクティブ

ラーニングの導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25

年 4月

～平成

28年 3

月 

 

 

 

 

 

 

椙山女学園大学看護学部「母子支援看護論演習Ⅱ（母

性）」（３年次配当、半期、必修科目、1単位）において、

産後の母子の看護過程の授業でアクティブラーニング

を導入している。臨床場面で経験する状況に沿って事例

を提示し、看護過程の段階ごとにグループワークと発

表、解説等を相互に繰り返しながら展開している。この

ことにより、学生たちからは実践的思考と看護過程の展

開の流れが理解できるようになったと評価が得られて

いる。 

 

 

(2) 周産期の看護過程学習におけるロールプレイ

形式での演習の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26

年 4月

～平成

27年 7

月 

 

 

 

 

 

椙山女学園大学看護学部「母子支援看護論演習Ⅱ（母

性）」（３年次配当、半期、必修科目、1単位）において、

実践的な技術の習得を目的に、ロールプレイ形式での実

践的な技術の演習を導入している。 

 設定に基づいて教員が妊婦・褥婦を演じ、学生は看護

師として臨床場面に即した観察を行う。このことによ

り、学生はコミュニケーション技術とフィジカルアセス

メント技術を統合させ、看護行為としての観察技術が学

習できるようになったと評価を得ている。 

 

 

(3) クリッカーの活用 

 

 

 

 

 

平成 26

年 4月

～平成

28年 2

月 

 

椙山女学園大学看護学部「母子支援看護学概論」（２年

次配当、半期、必修科目、２単位）において、授業内で

クリッカーを活用し、学生の意見をきいたり、授業への

導入の小テストを行った。 

 

 

(4) 母性看護技術演習における反転授業の導入 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27

年 4月

～平成

27年 7

月 

 

 

 

椙山女学園大学看護学部「母子支援看護論演習Ⅱ（母

性）」（３年次配当、半期、必修科目、1単位）において、

母性看護技術部分を反転授業で実施した。事前にＶＴＲ

で事前学習した技術を、授業では“声掛け”やその時に

観察すべきこと、留意点などと統合して「看護行為」と

して組み立てることができ、学生は、実習場面でも一連

の行為としてスムーズに実施できるようになった。 

 

 

(5) 観察に基づく理論の学習の試み 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27

年 9月

～令和

元年 7

月 

奈良学園大学保健医療学部「母性看護学概論」（２年次

配当、半期、必修科目、２単位）において、母性看護学

の基本となる理論の理解を促すため、日常生活場面で母

子の観察結果をグループで理論に基づいて分析しなが

ら理論の理解と看護場面への理論の活用方法の理解を

促す取り組みを行った。実際に自分が観察してきた具体

的な場面と理論が結びつくことにより理解が深まって

いた。 
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(6) ジグソー法やペアワーク、グループワークの導

入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29

年 9月

～令和

元年 7

月 

 

 

 

 

 

 

奈良学園大学保健医療学部「母性看護学概論」（２年次

配当、半期、必修科目、２単位）の各回の授業において、

学生たちの能動的な学習を促し、学習内容の理解を深め

たり、多様な考えに触れ多角的な理解を促すことを目的

として、ジグソー法やシンク・ペア・シェア、ペアワー

クやグループワーク等アクティブラーニングの手法を

取り入れた。 

学生たちは次第にいろいろな学生ともワークに取り組

みディスカッションできるようになり、私語もほとんど

なく積極的に学習に取り組むようになっていった。 

 

 

(7) 課題評価へのルーブリックの導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29

年 9月

～令和

２年 3

月 

 

 

 

 

 

 

奈良学園大学保健医療学部「母性看護学概論」（２年次

配当、半期、必修科目、２単位）の課題評価にルーブリ

ックを導入した。作成したルーブリックを課題提示時か

ら学生と共有することにより、学生自身が取り組むべき

課題を具体的に理解すると共に、求められている水準も

理解できたことで低い評価のレポートが減少した。 

「母性看護学実習」（３年次配当、半期、必修科目、２

単位）の評価にルーブリックを導入した。複数の教員で

評価するため、ルーブリックでより評価基準を具体化す

ることで教員間での評価の違いが少なくなり、調整が容

易になった。 

 

 

(8)配布シラバスの活用 平成 30

年 9月

〜令和

２年７

月 

奈良学園大学保健医療学部「母性看護学概論」（２年次

配当、半期、必修科目、２単位）で 15回の授業計画、

各授業の事前・事後課題、評価方法、レポート課題の詳

細と採点基準（ルーブリック）、受講生へのメッセージ

などを記載した配布用シラバスを導入した。学生たちか

らは全体像を示されたことで計画的に準備ができたな

どの反応があり、主体的に取り組めるようになってい

た。 

 

２ 作成した教科書，教材   

(1) 母性看護技術のＶＴＲ 

 

平成 27

年 4 月

～ 平成

27 年 7

月 

 

反転授業用に、授業内容に沿った技術のＶＴＲを作成し

た。要点はキャプチャーを入れるなど、授業と連動する

内容とした。学生からは「眠くならない」「実習前の復

習にも使え思い出しやすい」などの評価を得た。 
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３ 教育上の能力に関する大学等の評価   

(1) 学生による授業評価 

 

平成 25

年 7月 

平成 27

年 7月 

 

平成 25 年度に椙山女学園大学で実施された授業アンケ

ートでは、看護学部「母子支援看護論演習Ⅱ（母性）」

ABCD クラス、EFGH クラスにおいて、総合的にみて満足

であった学生は、「その通りである」が 86.5～77.1％「ど

ちらかと言えばそのとおりである」20.8～13.5％という

結果であった。授業の理解のしやすさは「その通り」が

73.1～77.1％、「どちらかといえばその通り」が 22.9～

26.9％となっていた。平成 27 年の授業評価でもほぼ同

様の結果で、満足度の高い授業と評価された。 

(2) 授業の教員の相互評価 

 

平成 27

年 12月 

 

椙山女学園大学での教員の授業相互評価において授業

デザインの明確さとグループワークのファシリテート

で学生の主体的取り組みと学びが整理されていると評

価された。 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項   

特記すべき事項なし   

   

５ その他   

(1) 修士論文指導 

 

平成 30

年 4 月

〜 令和

２年 3

月 

奈良学園大学大学院看護学研究科修士課程において、主

指導教員として修士論文の指導を行った。 

[修士論文] 

「肯定的な出産体験を構成する要因の解明」 

   

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概         要 

１ 資格，免許   

(1) 看護師免許 昭和 63

年 6 月

15日 

登録番号第 642045号（添付 1） 

 

(2) 助産師免許 

 

平 成元

年 4 月

日 

 

登録番号第 91302号 （添付 2） 

 

２ 特許等   

該当なし   

   

３ 実務の経験を有する者についての特記事項   

(1) 思春期の健康教育講師等 

 

平成 15

年 4 月

〜 現在

に至る 

愛知県立小坂井高等学校（3年間）、ノートルダム女学院

中学校（13年間）、北名古屋市立師勝中学校（2年間）、

奈良県葛城市立北新庄小学校などにおいて、男女のから

だのしくみや妊娠・出産のしくみ、性行動と性感染症な

ど、性と生殖に関する内容を中心に、思春期の健康教育

の講師を務めている。 

(2)思春期ピアカウンセラーの養成と活動 平成 22

年 7 月

〜 平成

29 年 2

月 

平成 22 年度より、栃木県における思春期ピアカウンセ

ラー養成に携わっている。平成 25 年度からは椙山女学

園大学において、主になって思春期ピアカウンセラー養

成と活動支援を行っている 

(3)病院での看護研究指導 平成 12

年 1 月

～ 現在

に至る 

 

愛知県厚生連海南病院（平成 27 年まで）及び稲沢厚生

病院(継続中)において、院内看護研修の一環として行わ

れている看護研究の研修会（クリニカルラダー・レベル

2 並びに 3）の講師を務めクリニカルラダー看護研究指

導を行うと共に、院内で実施されている看護研究の指導

を行っている。 
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(4)女性やセクシュアリティへの健康支援活動 平成 24

年 4 月

～ 現在

に至る 

平成 24 年度から週末に愛知県助産師会女性の健康なん

でも相談、思春期電話相談の相談員としての活動を行っ

ている。平成 28 年 1 月からは SANE（性暴力被害者支援

看護師）の認定を取得し、名古屋第二赤十字病院性暴力

救援センターで被害者支援の臨床活動に携わっている。 

   

４ その他   

(1)県看護協会における理事・委員会活動 

 

平成 24

年 4 月

～ 

 平成

30 年 6

月 

平成 24 年度から愛知県看護協会において教育委員、平

成 26年度からは教育委員長、平成 28年 6月から教育委

員長・理事として、主に県内の看護職を対象とした教育

計画の立案、研修会の企画・運営を行った。 

理事としては県看護協会の運営に参画し、主に、クリニ

カルラダーに沿った卒後教育の整備に携わった。 

(2) 奈良県看護学教育協議会（仮称）設立準備 令 和元

年 4 月

〜 現在

に至る 

平成 30 年 4 月から会長を務める奈良県看護師等学校教

務主任協議会(大学、短期大学、専門学校の全ての学校

種が加盟)において看護教育機関と行政機関や看護関連

団体が連携して看護教育を行うための「奈良県看護学教

育協議会（仮称）」の設立準備に携わっている。 

   

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月      

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（著書）     

1 周産期ナーシング改訂第

2版 

共著 平成 23 年 3

月 

ヌーヴェルヒロカワ 「ハイリスク妊娠」の章を担当し、妊娠

中に起こりやすい異常の病態と看護の基

本を解説し、事例を示して看護につい説

明した。B5版全 428頁本人担当部分：総

頁数 428頁中 32頁を担当（パートⅢ－Ⅳ

章）村本淳子,高橋真理編集,石原昌,今田

葉子,大関信子,大森智美,上澤悦子,岸田

佐智,崎山貴代,塩野悦子,島袋香子,清水

清美,常磐洋子,鳥越郁代,服部律子,永山

くに子,野澤美江子,春名めぐみ,福井ト

シ子,古田祐子,村本淳子，和智志げみ 
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2 主体的な生き方を支える

ピア・カウンセリング実践

マニュアル改訂新版 

共著 

 

平成 27年 4

月 

 

小学館 

 

「ピア活動の有効性」の章を担当し、先

行研究と筆者らの研究結果を踏まえて、

中高生とピアカウンセラー自身へのピア

活動の有効性について解説した。 

B5版全 143頁 

本人担当部分：総頁数 143頁中 19頁を担

当(4-1,4-2) 

高村寿子編集，高村寿子,江角伸吾,堀内

成子,前田ひとみ,渡辺純一,安達久美子,

沼尾歩,小川正美,岩間薫,遠藤明希,高田

昌代,川崎由紀子,井戸修一,堀井千華子,

渡辺恵美子,船橋悠希,渡邉至,篠澤俔子,

佐々木明子,池田悦子,服部律子 

3 セクシュアリティがわか

る本 
共著 

 

平成 27 年 7

月 

 

一般社団法人日本家

族計画協会 

 

避妊法、性感染症、ネゴシエーション、

トピックス(月経痛、マスターベーショ

ン、性的犯罪、レイプ、リベンジポルノ、

カレシ・カノジョより友達？)を担当し、

解説した。 

B5版全 57頁 

本人担当部分：総頁数 57頁中 26頁を担

当(５章～７章) 

高村寿子編著、安達久美子、服部律子 

4.看護教育実践シリーズ

３ 授業方法の基礎 

共著 

 

平成 29 年 7

月 

 

医学書院 

 

看護学教育において、１回の授業をどう

組み立てるかやアクティブラーニングを

導入した授業の方法などについて解説し

た本である。第 11章「授業時間外の学習

を促す」を共著し、授業時間外の学習の

重要性や課題の出し方などについて解説

した。 

A5版全 184頁 

本人担当部分：総頁数 143頁中 12頁（11

章）を共著者と共に担当 

中井俊樹・小林忠資編、中井俊樹、小林

忠資、清水栄子、内藤佐知子、根岸千悠、

根本淳子、服部律子、森千鶴 
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5.看護教育実践シリーズ

２授業設計と教育評価 

 

共著 

 

平成 30年 3

月 

 

医学書院 

 

看護教育における授業設計から、評価、

授業の改善方法までを解説した本であ

る。全体に編者として関わり、10章「評

価基準を可視化する」を担当して執筆し

た。担当部分では、評価基準を可視化し

学生と共有することの必要性やルーブリ

ックなどの評価指標の作成について解説

した。A5版全 184頁本人担当部分：編集・

総ページ数 184頁中 13頁（10章）中井

俊樹・服部律子編、中井俊樹、服部律子、

岡田聡志、加地真弥、小林忠資、嶋﨑和

代、高植幸子、中島英博、肥田武 

:     

（学術論文）     

1 愛知県助産師会による電

話相談事業 10 年間のまと

め 

（査読付き論文） 

共著 

 

平成 23年 12

月 

 

愛知母性衛生学会誌

第 29号 

 

愛知県助産師会が実施している女性の健

康に関する電話相談事業について、過去

10年間の相談内容と相談者の傾向とそ

の推移について分析した。電話相談では

精神的問題や思春期の悩みの相談が多

く、次いで妊娠中の各種症状、母乳、育

児、月経に関することとなっていた。妊

娠や育児に関する相談では出産年齢の高

齢化に伴い相談者の年齢も高くなってい

た。また、少数ではあるが虐待に関する

相談も認められ、他機関とどのように連

携するかが今後の課題であることが明ら

かとなった。 

論文掲載：pp37～44 

本人担当部分 研究計画を立案し 分析
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2 小規模病院、有床診療所

に勤務する助産師の学習

ニーズ 

（査読付き論文 

共著 

 

平成 25年 1

月 

 

愛知母性衛生学会誌

第 30号 

 

わが国の出産の約半数を担う小規模病院

および有床診療所で勤務する助産師の学

習ニーズの特徴を明らかにするため、愛

知県内の分娩を取り扱っている小規模病

院および有床診療所で勤務する助産師を

対象に自己記入式質問紙調査を実施し、

記述内容を質的に分析した。その結果、

これらの施設で勤務する助産師の約７割

が学習希望を有しており、助産実践の中

で困ったり不安を感じた経験のある助産

師のほうがその割合が有意に高かった。

学習ニーズはステップアップへの欲求か

ら生じており、スキルアップと知識のブ

ラッシュアップのニーズがあることが明

らかとなった。 

論文掲載：pp72～77 

本人担当部分：研究計画の立案から分析

とまとめまでを主になって行った。 

共同執筆者：服部律子，石川真奈美，若

山正代，鈴木明日香 

3 分娩を取り扱う小規模病

院、有床診療所に勤務する

看護師の学習ニーズ 

（査読付き論文） 

共著 平成 26 年 1

月 

愛知母性衛生学会誌

第 31号 
分娩を取り扱う小規模病院や有床診療所

では助産師よりも看護師の勤務者数のほ

うが多く、看護師が周産期の様々なケア

に携わっている現状を踏まえ、これらの

施設に勤務する看護師を対象に自己記入

式質問紙調査を実施し、記述内容を質的

に分析した。その結果、調査対象者の約

半数が学習希望を有しており、仕事の中

で困難感や不安感を抱いた経験のある者

のほうが希望する割合が多かった。これ

は、「仕事上不足している知識の補充」や、

「知識や技術の発展」「自己実現への欲

求」からくるものであることが明らかと

なった。 

論文掲載：pp52～60 

本人担当部分：研究計画の立案から分析

とまとめまでを主になって行った。 

共同執筆者：服部律子，中嶋文子,奥川ゆ

かり，水信真美子，石川真奈美，鈴木明

日香，若山正代 
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4 青年期女子のライフデザ

インと親準備性 
共著 

 

平成 27 年 3

月 

 

椙山女学園大学看護

学研究 7巻 

 

女性を対象としたライフデザイン教育の

あり方を検討するための基礎資料を得る

ことを目的に、Ａ大学１年生 510人を対

象に青年期女子のライフデザインや親準

備性について明らかにした。結果、約６

割の学生は将来の職業を決めて１年次か

ら準備をしており、約８割の者が将来結

婚を、約７割の者が出産を考えており、

その予定平均年齢はそれぞれ、26.3歳、

27.7歳であった。また離職のタイミング

としては第２子出産時が最多であった。 

論文掲載：pp41～49 

本人担当部分：研究計画の立案から分析

とまとめまでを主になって 

行った。 

共同執筆者：服部律子，後藤宗理 

 

5 高校生の対人関係への

認識と性に関連する悩み 

（査読付き論文） 

共著 平成 30 年 9

月 

日本性感染症学会誌 

29巻 1号 

高校生の日常生活での対人関係への認識

と性に関連する悩み、及び性交経験者と

未経験者の認識の違いを明らかにし、思

春期の母性保健の向上に効果的な保健指

導・性教育のありかたを検討することを

目的に、無記名式自記式質問紙調査を実

施し、7,739名を分析対象とした。その

結果、約 7割が「友達の数は多い」「今幸

せ」と認識し、9割が「今の家族の中で

育って良かった」と認識していた。性交

経験者は 5.3%であり、未経験者に比べて

「今幸せ」「今の家族の中で育って良かっ

た」と回答した者が有意に多い一方で、

「一人ぼっちと感じる」と回答した者も

有意に多かった。思春期は自立し社会に

巣立つ準備期であり、自己肯定感を高め

つつ、他人との関係性・コミュニケーシ

ョン能力を高める教育が必要である。 

論文掲載：pp43-52 

本人担当部分：研究計画立案、調査票作

成、調査の実施、結果の考察を担当した。 
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5 Estimation of Pregnant 

Women Possibly Left 

Behind Tsunami 

Predicted Areas of Nagoya 

City 

A Simulation for Rescue 

Planning  

（査読付論文） 

 

共著 令和 2年 3月 Disaster Medicine and 

Public Health 

Preparedness 

(online, 16, Mar, 2020) 

機械学習と GIS(Graphic information 

system)を用いて愛知県名古屋市におけ

る東南海地震発生時の津波浸水域の妊婦

数を算出し、河川情報なども含めて避難

可能な方向性から避難した妊婦の集中す

る地域を推定し、医療体制整備を提案し

た。 

論 文 掲 載 ：

https://doi.org/10.1017/dmp.2019.164 

本人担当部分：機械学習のための分析モ

デルの検討、考察、論文執筆 

共同執筆者：服部律子,宮川祥子,服部兼

敏 

:     

（その他）     

-報告書- 

1 より効果的な妊娠出産包

括支援事業としての産後

ケアのあり方に関する研

究 

 

共著 
平成 28年 3

月 

 

公益社団法人日本助

産師会 

平成 27 年度子ども・

子育て支援推進調査

研究事業報告書 

 

厚生労働省の補助金を得て産後ケアの実

態について調査し、今後のあり方につい

て提言した。 

論文掲載：pp59～90 

本人担当部分：「有床助産所ならびに病

院・診療所で行っている産後ケアならび

に産後ケア事業に係わる実地調査」を分

担研究し、その結果を主になってまとめ

た。 

共著者：島田真理恵,佐藤香,安達久美子,

稲田千晴,服部律子,葛西圭子,相良有紀,

市川香織,國分真佐代 

 

2 本学看護学部におけるク

リッカー導入の評価 

共著 平成 28年 3

月 

 

椙山女学園大学看護

学研究 8巻 

 

アクティブラーニングの一貫として新た

に導入したクリッカーの効果について、

学生の質問紙調査とグループインタビュ

ーの結果から分析した。その結果クリッ

カーの使用による「ライブ感」が学生の

授業への積極的参加を促している、他学

生との類似点や相違点を見出したことが

学習への動機づけとなっているという効

果が明らかとなった。 

論文掲載：pp47～55本人担当部分：評価

の計画、データ収集、分析、まとめの全

般を主になって実施した。共著者：服部

律子,和田貴子,佐原弘子,竹井留美,又吉

忍,後藤宗理 
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3健やか親子 21(第 2次)を

推進するための思春期の

母性保健の向上を目的と

した効果的な保健指導の

あり方についての調査研

究 

共著 平成 29年 3

月 

 

厚生労働省平成 28 年

度子ども・子育て支援

推進調査研究事業報

告書 

 

厚生労働省の補助金を得て、思春期の母

性保健の向上を目的とした効果的な保健

指導のあり方について提言し、研究結果

に基づき保健指導媒体として

「Asolescence わからないことがここに

ある」を作成した。 

本人担当部分：研究計画、調査用紙の作

成、４校におけるデータ収集、考察を共

に担当し、「性の自己受容(多様性)・

gender identiyuに対する保健指導」に

ついて文献レビューを行った(pp127-129

に掲載)。保健指導媒体では、「からだの

性、こころの性 ～これって変？～(p18)

を執筆した。 

共著者：永光信一郎、安達久美子、石井

隆大、内山有子、岡明、岡永真由美、葛

西圭子、片岡弥恵子、川名敬、熊谷智子、

小林順子、小柳憲司、齋藤伸治、鴇田夏

子、永山美千子、二宮啓子、野々山未希

子、服部律子、松岡美智子、松嵜くみ子、

三牧正和、村上佳津美 

-講演-     

1.母と子のメンタルヘル

スのために助産師ができ

ること、助産師がすべきこ

と 

 

 平成 28年 5

月 

 

第 2回母と子のメンタ

ルヘルスフォーラム

(於名古屋市) 

 

青年期の親準備性形成に関する研究成果

と、前年度に取り組んだ「より効果的な

妊娠出産包括支援事業としての産後ケア

のあり方に関する研究」の結果から、そ

して現代の若者の特徴などから、親とな

る人々の特性を理解し、妊娠中から子育

て期までを包括したケアのあり方ににつ

いて概観し発表した。 

2.母と子のメンタルヘル

スのために助産師ができ

ること、助産師がすべきこ

と 

 

 平成 28年 10

月 

 

第 57 回日本母性衛生

学会総会・学術集会教

育講演 

（於東京） 

 

平成 27年度子ども・子育て支援推進調査

研究事業「より効果的な妊娠出産包括支

援事業としての産後ケアのあり方に関す

る研究」成果を基に、産後の母親の特徴

を解説するとともに、親準備性研究の成

果に基づいて妊娠前から子育て期までの

継続的で包括した支援の必要性について

講演した。 
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3.子育て支援と社会資源

の活用 

 

 平成 28年 11

月 

 

平成 28 年度奈良県ア

ウトリーチ型子育て

支援モデル事業子育

て支援者研修会 

 

親準備性研究や産後ケアのあり方に関す

る研究での結果を踏まえ、子育て支援の

対象の特性について解説し、子育て支援

者に求められる姿勢などについて講演し

た。 

4.妊娠期からの包括支援

に向けて～対象を理解す

る～ 

 平成 30 年 2

月 

 

平成 29 年度葛城地区

保健衛生担当課長会

保健師部会全体研修

会 

子ども虐待防止に向け、妊娠期からのリ

スクの早期発見や予防のための寄り添い

や支援のあり方について講演した。 

 

5.子どもたちの生きる力

を支える性教育 

 令和元年 10

月 

京都府私立中学高等

学校教育研究大会 

厚生労働省平成 28年度子ども・子育て支

援推進調査研究事業の調査で明らかにな

った結果、近年の若者の特性などを踏ま

え、エンパワーメントやライフスキル教

育の視点から中高生への性教育のあり方

について講演した。 

―学会発表―     

1 青年期の親準備性とそ

の関連要因 

 平成 22年 11

月 

 

第 51 回日本母性衛生

学会学術集会(於金沢

市) 

青年期の親準備性とそれに関連する要因

を明らかにすることを目的に青年期の男

女 867名を対象に質問紙調査を実施し、

519名から回答を得た。その結果、青年

期の親準備性には、基本的信頼や自律性

などアイデンティティ確立の基礎となる

部分と、親との信頼感、家庭への満足度、

子どもへの関心や好感情、子どもと接し

た経験が影響していることが明らかとな

った。 

本人担当部分：研究全体に関わり、中心

になって研究を実施した。共同発表者：

服部律子，後藤宗理，石川真奈美，西富

代 
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2思春期ピアカウンセラー

養成の現状と課題 

 平成 25年 8

月 

 

第 32 回日本思春期学

会学術集会 

（於和歌山市） 

 

日本ピアカウンセリング・ピアエデュケ

ーション研究会認定プログラムを用いた

過去 6年間の思春期ピアカウンセラー養

成数の推移や受講者の受講後の感想等か

ら実態を分析した。その結果、若者気質

の変化により友人に相談できなくなって

いることなどから思春期ピアカウンセラ

ーへのニーズは高まっているものの、同

じ若者気質の変化により自らが思春期ピ

アカウンセラーになろうという若者は減

少しているという課題が存在しているこ

とが明らかとなった。本人担当部分：研

究全体に関わり、特にデータの分析とま

とめを主になって行った。 

共同発表者：服部律子，高村寿子，石田

登喜子，渡辺純一 

3 助産所・病院・診療所で

行われている産後ケアの

実態 

 平成 28年 10

月 

 

第 75 回日本公衆衛生

学会総会 

（於大阪市） 

 

わが国における産後ケアのあり方を検討

するための基礎資料として、助産所、病

院、診療所計 9施設において、インタビ

ュー調査を行った。結果、母親が育児技

術を獲得し、自信をもって家庭生活への

スタートが切れるよう支援することが求

められていた。また、産後ケア施設を提

供するためには経済面、感染対策と癒し

の空間の確保など施設面での課題がある

ことが明らかとなった。 

共同発表者：市川香織，服部律子，國分

真佐代，稲田千晴，相良有紀，島田真理

恵 
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4 Baseline survey with 

the purpose of 

developing adolescent 

peer activities 

related to 

reconstruction 

support in the wake of 

the Great East Japan 

Earthquake: For 

developing peer 

activities designed to 

support the ability to 

lead active lives in 

affected areas 

 平成 29年 8

月 

The  21st 

International 

Epidemiological 

Association 

（大宮市） 

 

南相馬市における中学生へのピアサ

ポートの実施に向けた中学生対象の

ベースライン調査の結果を報告し

た。将来の夢をもっていない群はも

っている群に比べて自尊感情が低

く、自分自身の心身への関心が低い

ことが明らかとなり、自尊感情を高

める取り組みであるピアサポート活

動の必要性が示唆された。 

共同研究者：Hattori R, Takamura H, 

Nakamura 

5 Prevalence and 

prediction of suicide 

ideation in Japanese 

adolescents: result 

from a 

population-based 

questionnaire survey 

 平成 29年 1

月 

American Academy 

of Child and 

Adolescent 

Psychiatry 

(Washington DC, 

USA) 

 

全国の各地方に在住する中高生を対

象に心身の健康状態について調査し

た結果から、希死念慮を抱く割合と

自殺率を中心に精神健康状態に焦点

をあてて報告した。 

共同研究者:Nagamitsu S, Mimaki M, 

Koyanagi K, Tokita N, Kobayashi Y, 

Hattori R, Yamashita Y, Yamagata 

Z, Igarashi T 

5 健やか親子 21（第 2

次）：思春期の保健課題

の克服―中高生２万人

のアンケート調査から 

 平成 29年 8

月 

日本思春期学会第

36 回学術集会 

 

全国の各地方に在住する中高生を対

象に健やか親子 21(第 2次)に盛り込

まれている思春期の保健課題を中心

に調査した結果の概要を報告した。 

共同研究者：永光信一郎、三牧正和、

服部律子、小柳憲司、鴇田夏子、小

林順子、五十嵐隆 

−その他−     
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1 外来通院糖尿病患者の

治療行動に影響を及ぼす

要因 

共著 

 

平成 25年 11

月 

 

へるす出版 

月刊「臨床看護」 

 

外来で通院治療を受けている、研究への

協力に同意の得られた糖尿病患者 19人

に対して半構造化面接を実施し、保健行

動理論に基づいて質的に分析した。結果、

治療行動には病気の悪化への危機感や治

療行動による効果の自覚、知識が影響し

ていることが明らかとなった。また、糖

尿病患者は治療行動の必要性の認識と同

時に逃避欲求も抱いて逃避するための理

由を探していることが明らかとなった。

今後は、自己効力感にも着目し、今回明

らかとなった要因との関連性を明らかに

する必要がある。 

論文掲載 （「投稿 中

 

 

 

 

2 新・青年心理学ハンドブ

ック 

共著 

 

平成 26年 1

月 

 

福村出版 

 

青年心理学に関する事項を広く解説した

ハンドブックである。この中で、トピッ

ク「青年期の親準備性」を担当した。 

B5変形(27cm)版全 714頁 

本人担当部分：総頁数 714頁中 1頁

(Topic32)を担当。 

後藤宗理,二宮克美,高木秀明,大野久,白

井利明,平石賢二,佐藤有耕,若松養亮編

著,ほか 114名著。Topic32服部律子。 

3 周産期のメンタルヘル

スの動向と助産師に求め

られるかかわり 

単著 

 

平成 29年 4

月 

 

医学書院 

「助産雑誌」 

 

周産期のメンタルヘルスケアについて、

施策の動向、筆者が取り組んできた今ま

での研究から明らかとなった親になる

人々の特性、若者研究の成果などを踏ま

えて、対象の理解を中心に助産師に求め

られる関わりについて概説した。 

論文掲載：pp262～267（特集 「周産期

のメンタルヘルスのために助産師ができ

ること、すべきこと」の中の１編） 
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文部科学省科学研究費お

よびその他の研究助成 

   
 

1 青年期女子の親準備性

とキャリアデザイン、ライ

フデザインの関連性 

 平成 25年 6

月 

 

椙山女学園大学学園

研究費助成(B) 

 

妊娠に伴い身体的変化を来す女性を対象

とした、妊孕性や家庭形性、妊娠・出産・

子育てと仕事の両立なども含めた女性な

らではのライフデザイン、キャリアデザ

インへの支援のあり方を検討するため、

青年期女子に対する女子大学生 510人を

対象に、親準備性と現在描いているライ

フデザインについて実態について研究し

た。 

     

 
［注］       

１ 最近１０年間の教育活動、研究活動について作成すること。 

２ ｢教育活動｣ については各項目ごとに年月日順に、｢学会等および社会活動｣については就任年月日順に記入すること。 

３ ｢研究活動｣ については、下記の点に留意すること。 

① 著書・論文及びその他の順に、発表年月日順に記入すること。 

② 著者が複数にわたる場合で、筆頭著者が著書・論文等において明示されている場合には、その氏名に◎印を付すこと。 

③ 共著（論文）の場合、「該当頁数」の記入にあたっては、本人の分担箇所を特定できる場合は、その頁数を記載すること。 

④ 最近１０年間に著書･論文等の発表のなかった者についても、教員名を挙げてその部分を空欄にしておくこと。 

⑤ 芸術分野や体育実技等の分野を担当する教員については、著書・論文等以外の競技会、展覧会または演奏会等での発表のうち、 

特に顕著な業績と認められるものについても記載すること。このほか、専門分野の特性を考慮し、顕著な業績と認められるもの 

がある場合もこれに含めてもよい。 
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教育研究業績書 

令和 2年 3 月 31 日 

氏名 三浦 康代 

研究分野 研究内容のキーワード 

看護学、健康・スポーツ科学 地域看護学、公⾗衛生看護学、在宅看護、健康教育 

教育上の能力に関する事項 

事項 年月日 概要 

１ 教育方法の実践例 

1.学内演習で男子学生にዷ婦体験指導

3.Ἴマンガン記念㤋の見学

4.ஙᗂ児健診の演習で実際のஙᗂ児の身体計測、発達検査を実

施 

平成22年7月 

平成 26 年 

10 月 

平成28年5月 

男子学生に半日間、⭡部におもりをいれたዷ婦体験を

させ、ዷፎ中の心身の状況を理解させることができた。 

ᨾ日吉町保健婦吉田氏が結᰾のマッピングをしたこと 

から㖔山で働く人のじん⫵をみつけるまでの実話を聴

き、マンガン㖔山のᆙ㐨を見学することを通して、労

働や生活から地域の人々の健康問題や⏘業保健の課題

について考えることができた。 

ஙᗂ児健診の演習で実際の 4 か月児、1 ṓ 6 か月児、3

ṓ児の母子に協力していただき、65 名を 3 つのグルー

プに分けて身体計測、発達検査の演習を実施し、3 人を

比較しやすく、育児の悩み等も聞くことができ、発達

には個人ᕪが大きいことを学ぶこともできた。 

２ 作成した教科書，教材 

1.ங児健診、「小児保健」「健康教育論」「地域看護活動論」

「公⾗衛生看護学Ⅰ（地域活動）」の授業で 4人分の本物のங

ṑを㈞ったポスターを展示 

2.「小児保健」でパネルシアター用のパネル「うんちの話」

3.「子どもの保健」「公⾗衛生看護活動論」「学」「公⾗衛

生看護学概論」で✰ᇙめ式の配付資料を作成し、毎講義ごとに

前回講義内容についての確認テストを実施 

4.「公⾗衛生看護活動論」で地区把握の資料作成時における情

報収集項目についてパワポで画面を示しながらスマートフォン

で検索体験 

平成 3年 1月

～令和 1年 10

月 

平成23年1月 

平成23年4月

～平成 27年

11 月 

平成26年4月

～平成 27年 8

月 

自分の子ども 4人分の本物のஙṑ合計 80本を㈞ったポ

スターを作成展示することで、保護者や学生に㱘⼃予

防について強いインパクトで啓発することができた。 

食物がᾘ化ჾの中で౽に変化する状態を立体的に作成 

✰ᇙめをするためには教科書に目を通したり、毎回の

講義をきちんと聴く必要がある。また、✰ᇙめ部は重

要ポイントということが学生にわかる。 

地区把握の情報収集の際に、インターネットを使用し

た場合の検索先を具体的にパワポで示し、スマートフ

ォンで検索させた結果、情報を把握しやすくなった。 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

1.授業アンケート

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 

1.奈良県健康生きがいづくりアドバイࢨー協議会主ദ「いきい

きሿ」で講演「おいしい話」「減塩食のメニューづくり」 

2.᷃原市みみなし地域学級にて講義「健康づくりの話」「栄㣴

の話」 

3、高校の校内進路ガイダンスにて⾑圧測定の体験と減塩のメニ

ューづくりの授業 

平成26年8月

～ 

平成27年8月 

平成24年3月

～ 

平成27年3月 

平成27年3月 

長続きする減塩のコツについて具体的に指導 

中高齢者に「そのまんま料理カード」を使用してグル

ープで 1 日のメニューづくりをし、総カロリーと塩分

量を算出し、減塩への動機づけを行った。 

高校生に「そのまんま料理カード」を利用した減塩食

メニューづくりを実施し、若年からⷧ味に慣れるよう

促し、ふだんの食事の塩分量に興味をもってもらった。 
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4.大学オープンキャンパスにおいて参加者（高校生や保護者、

高校の進路指導担当者）にリラクセーション体験講ᗙ実施 

5．奈良県健康生きがい協議会主ദ認知症予防講ᗙにて年 2回講

演「認知症予防のための食生活」 

6．明治国際医療大学看護学部リカレント学習講ᗙ 看護研究の

基礎において講演「文献検索の実際」 

7．༡市地域連携事業として「ロコモティブシンドロームの予

防と対策」のうち「食生活」について出前講ᗙ年 5 回 

8．広㝠町、奈良市、下北山村等の各自治会にて講演「認知症予

防のための食生活」 

9．奈良県共῭組合主ദ「認知症予防講ᗙ」にて講演「認知症予

防のための食生活」 

10.一般社団法人奈良県健康生きがいづくり協議会主ദ「健康生

きがいづくりアドバイࢨー㣴成講ᗙ」にて講義「健康づくりの

ための食生活」 

11.NPO 法人認知症サポートネット主ദ「㢌の体操」にて講演（

ᑽ崎市立福祉センター和楽園） 

12.奈良県共῭組合主ദ「認知症予防講ᗙ」にて講演「認知症予

防のための食生活」（᷃原公ⱌ） 

13.一般社団法人奈良県健康生きがいづくり協議会主ദ「健康生

きがいづくりアドバイࢨー㣴成講ᗙ」にて講義「中高年と健康

（食生活）」（奈良女子大）

14.一般社団法人奈良県健康生きがいづくり協議会主ദ「健康生

きがいづくりアドバイࢨー㣴成講ᗙ」にて講義「中高年と健康

（健康寿と生活習慣病）」 

15. 一般社団法人奈良県健康生きがいづくり協議会主ദ「百ṓ

ሿ」(大和高田市Ẹ交流センター) 

16. 一般社団法人奈良県健康生きがいづくり協議会主ദ「➗っ

て学ぶ㢌と体のっこり講ᗙ」（河合町まろばホール内コ

ミュニティーカフェつどい）

17.一般社団法人奈良県健康生きがいづくり協議会主ദ「百ṓ

ሿ」 

平成24年8月 

～ 

平成26年8月 

平成26年8月 

～ 

平成28年8月 

平成 25 年～

現在 

平成27年8月 

平成27年8月 

平成28年3月 

平成28年3月 

平成28年8月 

平成28年8月 

平成29年7月 

平成29年7月 

平成29年9月 

12 月 

平成 30 年㸷

月 12月 

平成 29 年 10

月 

平成30年7月

～平成 31年

12 月 

参加者にリラクセーション体験をしていただいたとこ

ろ、╀ってしまう方もおられ、リラックスできた様子 

認知症予防のための食生活についての最新情報の提供

と、楽しく継続できる方法について考えていただいた。 

現場の看護師を対象とした研修において、医中誌等の

文献検索をしながら、研究の枠組みについても考えて

いただいた。 

日吉、美山地区に出向き、地域の高齢者を対象にロコ

モティブシンドロームの予防と対策について指導。

認知症予防のための食生活について、奈良県下の各地

域に出向いて認知症予防ゲームもまじえて講演 

奈良県職員とその家族を対象に認知症予防のための楽

しく継続できる食生活について提案した。 

アドバイࢨーになる予定者を対象に、高齢社会の課題

の動向から、自分の健康は食生活の改善からという動

機づけをした。 

地域の高齢者 20名を対象になつかしい食いソングを

15 ᭤準備し、グループごとにḷモの✰ᇙめがおわった

ら黒ᯈに記入し、みんなでキーボードの生演ዌでḷう。 

前回好評だったため、༡部でも開ദ。奈良県職員とそ

の家族を対象に認知症予防のための楽しく継続できる

食生活について提案した。 

アドバイࢨーになる予定者を対象に、認知症予防やロ

コモティブシンドローム、サルコペニア予防のための

食生活のポイントについて動機づけをした。 

アドバイࢨーになる予定者を対象に、生活習慣病の基

礎知識と健康寿の延伸のための生活習慣の見直しに

ついての動機づけをした。 

大和高田市Ẹを対象に、健康寿の延伸を目的として

百ṓሿを開始し、「⬻トレゲー」「いきいき百ṓ体操

（徳島版）」「マイノートを書いてみよう」「誰でも

できるラフターヨガ」を指導した。 

河合町Ẹを対象に、認知症予防を目的としてコグニサ

イズと食いソングを指導した。

大和高田市市Ẹ交流センターにて、一般市Ẹを対象に 3

回月に 1 回の百ṓሿ開ദした。（百ṓ体操、ラフター

ヨガ、認知症予防等）

５ その他 

1.全国保健師教育機関協議会主ദ秋Ꮨ教員研修第２分科会にお

いて情報提供 

「看護師教育課程における地域看護学教育の取り組み」 

平成 28 年 10

月 

天理医療大学での看護師教育課程における地域看護学

教育の取り組みは、保健・医療・福祉の包括的視点で

看護実践できることを目ᶆにおいており、画期的な科

目立てとなっている。 

職務上の実績に関する事項 
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事項 年月日 概要 

１ 資格，免許 

1.看護師

2.保健師

3.⏘業保健指導者

4.第 1種衛生管理者

5.健康生きがいづくりアドバイࢨー

6.心理相談員

7.いのちの㟁話相談員

8.介護支援専門員

9.学士（教㣴）の学位

10.地⌫温ᬮ化防Ṇ活動推進員

11.学士（看護学）の学位

12.健康運動実践指導者

13.保育士

14.修士（学術）の学位

15.リラクセーション看護講ᗙ修了認定

16.ラフターヨガリーダー

17.ラフターヨガアンバサダ―

昭和49年4月 

平成 2年 6月 

平成2年11月 

平成2年12月

平成 5 年 9 月

平成 5年 3月 

平成 7年 5月 

平成12年3月 

平成14年3月 

平成15年4月 

平成18年2月 

平成18年9月 

平成22年1月

平成25年3月 

平成26年3月 

平成30年9月 

令和元年 7月 

免許証␒号 251658 号取得 

免許証␒号 66248 号取得 

中央労働⅏害防Ṇ協会認定 

奈良労働基準ᒁ免許証␒号第 29000022271 号取得 

一般財団法人健康生きがい開発財団認定 

中央労働⅏害防Ṇ協会認定 S293－0318 号 

社会福祉法人奈良いのちの㟁話協会任用書第 668 号 

奈良県第 1497 号取得 

放送大学学位記 第 19941 号取得 

奈良県生活環境部認定 奈良県知事委კ 

独立行政法人大学評価・学位授機構第 17551 号取得 

財団法人健康・体力づくり事業財団台ᖒ登録␒号第

40662014 号取得 

保育士証登録␒号 奈良県-014151 取得 

放送大学大学院学位記  第 003590 号取得 

リラクセーション看護講ᗙ（レベル 1,2,3）認定証

第 034 号取得 

ラフターヨガ㣴成講ᗙ

ラフターヨガインターナショナルࣘニバーシティー

２ 特許等 

なし 

３ 実務の経験を有する者についての特記事項 

1.大和高田市地域新エネルギー・省エネルギービジョン策定委

員会委員 

2.大和高田市男女共同参画審議会委員

3.東日本大㟈⅏支援活動

4.᷃原市情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員

平成20年7月

～平成 23年 6

月 

平成22年4月

～現在 

平成23年3月

～平成 23年 4

月 

平成28年7月

～現在 

大和高田市内の事業所等における省エネ対策について

検討し、太陽光発㟁の推進状況について調査 

大和高田市の行政や事業所を中心とした男女共同参画

の進ᤖ状況を審議、進言している。 

東日本大㟈⅏後、岩手県県央保健所の要ㄳを受け保健

師のボランティアとして県央保健所スタッフとともに

山田町の避難所や家庭をᕠ回 

᷃原市の情報公開・個人情報保護について審議し、中

立公平なパブリックコメントを進言している。 

４ その他 

奈良県看護功労者知事表ᙲ受㈹ 令和2年 5月 

研究業績等に関する事項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別

発行又は 

発表の年月

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称
概要

（著書） 
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1.「認知症予防に役立つ⬻

エクササイズのしおり」

社会福祉法人社会福祉研

究開発基金の「認知症予防

のための⬻エクササイズ実

施事業」助成金による 

共著 平成 27 年

10 月 

㹌㹎㹍法人認知症サポ

ートネット 

福田章 三浦康代 上田綾子 上田桂子 黒

崎㍤美 小池玲子 小西ᛅ勝 田中᪪子 土

林由美子 寺田郁子 東田昌子 平田和美 

松原⥮⣪子 村上誠二 森山ᐉ子 山本真由

美 竹村健一 

地域でいつでのどこでもだれでもが認知症予

防のための音楽や体操やゲームに取り組める

ように編集。第 1 章：⬻はつらつゲーム 第 2

章：身体を使って⬻を元気に 第 3 章：手指体

操で⬻はイキイキ 第 4 章：音楽で⬻が若返る

（1）1Ꮠ抜きḷ（2）早口言葉（3）Წと三ゅ体

操（4）交互ၐ・同時ၐ（5）႞いソング（6）

音の聴き分けゲーム（7）リズムウォーキング

（8）リズムパーカッション 第 5 章：かし

い思い出で⬻が元気に～回想法～ 第 6 章：お

口の体操 第 7章：何でもアートのうち、第 4

章担当 

2．八ᖭ校区ᩗ老会（尚㰾᭳）

「100 回の歩みと人々の暮

らし」 

監修 

共著 

平成 30 年 

7 月 

八ᖭ地区連合自治会

（ጲ路市地域資※保存

継承助成事業による） 

三浦康代 伊賀㷂香木 八ᖭ校区ᩗ老会100回

記念誌編集委員会 

3.2019 年小児看護学・健康

支援と社会福祉制度 問題

集 

共著 令和 2年 

3 月 

ᰴ式会社ピラールプレ

ス 

守本とも子 山口求 三浦康代 Ⱚ田ゆかり 

吉水清 佐藤郁代 斎藤英夫 松井典子 井

上昌子 

最新の国家試験問題を取り入れて解説してい

る国家試験対策用問題集 

（学術論文） 

1.「看護学生がᥥく卒業前

のキャリアデࢨイン」（査

読付） 

単著 平成24年3

月 

白㬅女子▷期大学紀要

第 6 巻 25－34 

卒業前の看護⣔女子▷大生を対象にキャリア

マップの記載を含む質問紙調査を実施したと

ころ、対象者は多様なキャリアデࢨインをᥥい

ていた。就職しない者はⓙ無で、7 割強が仕事

継続型、2割が中断再開型を予定し、全体の75㸣

の者が最�終の退職予定年齢を60ṓ以上として

いた。看護職が仕事を継続するために必要とし

ている支援として育児支援や再㞠用教育の充

実、ᑗ来展望を計画的にᥥくというキャリアデ

 。イン教育の充実が求められているࢨ

2.「薬害 HIV 感ᰁ被害者の

二次感ᰁの予防状況と性生

活満足度およびそれらの関

連要因の検討」～「2010 年

HIV・HCV 重」感ᰁ⾑友病患

者の長期療㣴に関する患者

参加型研究」による「生活

実態と新たな問題に関する

調査」データの分析を通じ

て～（査読付）（修士論文） 

単著 平成 25 年 

3 月 

放送大学大学院修士論

文集 

2010年にはばたき福祉事業団が薬害HIV感ᰁ被

害者を対象に実施した質問紙調査の二次分析

を行った結果、薬害 HIV 感ᰁ被害者では、「セ

ーファーセックス群」は、「アンセーファーセ

ックス群」や「性交΅なし群」より、有意に性

生活満足度が高く、精神的状況を良好に保って

いた。HIV 感ᰁ症であるために今も性生活をᢚ

えている者や、ᣲ児に関する情報を希望する者

が多いことより、性生活やᣲ児についての情報

提供をはじめとするセクシュアル支援のアプ

ローチが必要であると考えられた。

3．「子育て支援ボランティ

ア活動の実態と世代間交流

について」（査読付） 

共著 平成 26 年 

7 月 

日本健康医学会雑誌 23

巻 2 号 136－141(ISSN 

1343-0025) 

小石真子 佐藤裕見子 三浦康代 

子育てボランティアは支援を提供するだけで

なく、自分のためのサポート提供があった。ま

た、地域で子ども世代・親世代・♽母世代の人々

をつなࡄ活動であった。 
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4.「㔩ࣨ崎における高齢者

特別清ᤲ事業就労者及びシ

ェルター利用者を対象とし

た結᰾に関する聞き取り調

査の報告」原著（査読付） 

共著 平成 27 年 

1 月 

社会医学研究32巻 1号

39-47(ISSN 0910-9919)

三浦康代 井戸 武ᐿ 田中義則 上田裕子 

山本 繁 高鳥ẟ敏雄 

原著である。㔩ࣨ崎の結᰾⨯患率を効率よく減

少させる手立てとして、シェルター利用者への

結᰾健診受診の義務化、特ᤲ登録更新時におけ

る結᰾健診の強化、HEPA フィルター付ᚠ環式の

空調設備備のシェルターの建設、地域の人が

集まる施設内における⚗煙・分煙も含めた気

の重要性についての啓発が求められた。 

5．「高齢者に対するロコモ

ティブシンドローム予防の

ための取り組みー介護予

防・生きがい支援通所事業

における健康教育を実施し

てー」（査読付） 

共著 平成28年6

月 

第 46 回（平成 27 年度）

日本看護学会論文集 

ヘルスプロモーション

2016 年 136－139 

(ISSN 1347-8184) 

小石真子 佐藤裕見子 三浦康代 村上久惠 

高田美子 河原↷子 

地域の高齢者にロコモティブシンドロームの

予防のための運動や栄㣴の講義や実践をした

ところ、理解できた方が多かった。今後、生き

がい活動支援通所事業の中での継続をするこ

とにより、ロコモの予防につながるだろう。 

6.「女子大学生のアイメイ

クの実態～アイメイクの使

用状況と症状出現状況につ

いて～」（査読付） 

共著 平成29年3

月 

明治国際医療大学誌第

第 16 号 27-37 

三浦康代 片岡美穂 揚本裕貴 

アイメイクは、女子大学生に心理的にポジティ

ブな影響をえていることが多く、女子大学生

にとって日常的に欠かせないものとなってい

た。アイメイクを続けていくには、正しいアイ

メイク法を見直し、症状が現れた時には早期の

眼科受診をして悪化を防Ṇすることや、安全な

化⢝ရ・化⢝方法を選択するという認識を持つ

ことが必要であるといえる。 

7．「認知症予防地域ボラン

ティアが関わった認知症予

防講ᗙ受講者の運動と食生

活習慣についての行動変

容」（査読付） 

共著 平成29年5 

月 

日本認知症予防学会誌  

Vol.6 No.1, 2017 

39-44(ISSN 2187-3798)

三浦康代 福田章 上田裕子 

認知症予防地域ボランティアが関わった認知

症予防講ᗙ受講後の運動習慣と食生活習慣に

ついての行動変容は，「変化なし」が最もおお

かった．ついで，食生活習慣については，「改

善」が「悪化」より多く，運動習慣については

「悪化」が「改善」より多かった．受講後に新

たな生活習慣に取りくもうとしていた者の割

合は、食生活習慣については 2割，運動習慣に

おいては 1割であった．今後，地域において，

認知症予防地域ボランティアが活動の中心と

なって，特に運動習慣に関する継続した取り組

みが望ましいと考えられた． 

8.「過地域における生き

がい支援通所事業について

の一考察」（査読付） 

共著 平成29年6

月 

大阪青山大学看護学ジ

ャーナル 2017,Vol.1, 

55-58

小石真子 佐藤裕見子 三浦康代 村上久惠 

河原↷子 松岡みどり 高田美子 

過地域の生きがい支援通所事業に従事する

援助員に対して活動実態と互助実態を把握し

た結果、過地域では。地域の課題・地域福祉

について住Ẹに認識させ、主体的に行動させる

ことや、地域に拠点をつくりẸ生委員やボラン

ティアおよび近㞄とのつながりを⥥ᐦにつく

ることが必要であり、専門的な研修やきめ細か

い支援体制が求められていることが示၀され

た。 
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9.「中高年者における身長

▷縮と⫧満度の関連につい

ての検討」（査読付） 

10.A Report on 22nd East

Asian Forum of Nursing 

Scholars (EAFONS) 

Conference 2019 （Ⅰ） 

～Association among the 

factors in conjunction 

with Height Loss of 

females by the literature 

review～ 

2019 第 22 回東アジア看護

学研究者フォーラムの報告

（Ⅰ）～文献検討による女

性の身長▷縮に関連する因

子および因子間の関連～ 

（査読付） 

11. A Report on 22nd East

Asian Forum of Nursing 

Scholars (EAFONS) 

Conference 2019 （Ⅱ）―

Study of literature on 

life skills that focus on 

eating habits of patients 

with inflammatory bowel 

disease― 

2019 第 22 回東アジア看護

学研究者フォーラムの報告

（Ⅱ）―⅖症性⭠疾患患者

の食生活に焦点をあてたラ

イフスキルに関する文献検

討― 

（査読付） 

12.「健診項目に身長▷縮の

追加を」 

共著 

共著 

共著 

単著 

平成30年1

月 

令和元年 9

月 

令和元年 9

月 

令和 2 年 3

月 

社会医学研究35巻 1号

129-135

(ISSN 0910-9919) 

奈良学園大学紀要第 11

集 211－215 

（ISSN 2188‐918;） 

奈良学園大学紀要第 11

集 207－210 

（ISSN 2188‐918;） 

大阪公⾗衛生第 91 号 

20－22 

三浦康代 志野泰子 

身長▷縮は྾機能やᾘ化ჾ機能の低下およ

び，⭜痛等のㅖ症状を起こし，QOL の低下につ

ながることに着目し、50 ṓ以上の健常な男女

972 名を対象に，身長▷縮割合と⫧満度との関 

係を検討した結果，女性では⫧満群が正常群よ

り有意に身長▷縮割合が大きいことが明らか

になり，⫧満は身長▷縮の重要な因子となるこ

とが示၀された。身長▷縮を予防改善し，予測

するための最も⡆౽にできる方法として，⫧満

度測定は意義があると考えられた。 

三浦康代 Ⱚ田ゆかり 吉水清  井上葉子 

2019 第 22 回東アジア看護学研究者フォーラ

ムの報告として、女性の加齢による身長▷縮に

関する因子、及び因子間の関連について検討

し、加齢による身長▷縮を予防するための基礎

資料とするために、文献レビューの結果、女性

の加齢による身長▷縮は「⬨ᰕ変形（᳝体㦵ᢡ

含む）」「低㦵ᐦ度」「筋量減少」「⫧満」の

4 因子と関連することが明らかになった。これ

らの要因を予防することは、加齢による身長▷

縮を予防するための基礎資料となり得ること

が示၀された。今後は、同一人物についての㦵

ᐦ度・筋量・⫧満度・体⬡⫫率・運動状況・身

長▷縮状況について検討する必要があること

を述べた。 

井上葉子 Ⱚ田ゆかり 吉水清 三浦康代 

2019 第 22 回東アジア看護学研究者フォーラ

ムの報告として、⅖症性⭠⅖疾患患者の食生活

に焦点を当てたライフスキルの研究動向をコ

ンテンツ分析を通じて分類することで、ライフ

スキルに関連する食習慣の難しさと問題を明

らかにし、サポートの方法を検討する基本デー

タを提案したことを述べた。

身長▷縮割合を算出し、認識することは、よ

り早期に㦵ᐦ度や筋量、ᶆ準体重の維持のため

の運動や食生活習慣の見直しにつながり、特に

女性の健康寿の延伸につながる。そのため、

特定健診の問診項目に「以前の最高の身長」を

追加することを提案する。 

（その他） 

報告書 
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1.「はーとふる」

日本学術振興会科学研究㈝

補助金研究事業（課題␒号

22614010）「ホームレス者

の健康支援を通じた社会的

包摂の推進に関する研究」

平成 22 年度研究報告書 

共著 平成 23 年 

3 月 

研究代表者 㐂坂隆子 㐂坂隆子 高鳥ẟ敏雄 ᔢᓚ子 中田信昭 

福原宏幸 黒田研二 加美文 㘫෬葉子 

小᳚芳子 山本繁 井戸武ᐿ 大宮陽子 三

浦康代 北尾千沙 

（P63～P67,P78～P83） 

あいりん地域で野ᐟ者や高齢要介護者を支援

する 16 Ẹ間支援団体に対する聞き取り調査を

実施。うち野ᐟ者ネットワークと陽だまりⅡに

ついて担当。ձ 活動の理念 ②活動の対象 

ճ活動の内容 մ活動従事者 ⑤その支援が

健康づくりやや健康を守ることにつながる

可能性 ն活動が௰間づくりにつながる可能

性 շ活動の成功事例と失ᩋ事例についてま

とめた。 

2.「はーとふるⅡ」

日本学術振興会科学研究㈝

補助金研究事業（課題␒号

22614010）「ホームレス者

の健康支援を通じた社会的

包摂の推進に関する研究」

平成 22・23・24 年度研究報

告書 

共著 平成 25 年 

3 月 

研究代表者 㐂坂隆子 㐂坂隆子 高鳥ẟ敏雄 ᔢᓚ子 中田信昭 

黒田研二 加美文 福原宏幸 㘫෬葉子 

三浦康代 小᳚芳子 山本繁 井戸武ᐿ 大

宮陽子 小林由美子 難Ἴ邦子 高田佐土子 

梅田㐨子 

（P34～P49） 

第 1 部：あいりん地域で野ᐟ者や高齢要介護者

を支援するẸ間支援団体やボランティア計6団

体に対する聞き取り調査の結果をまとめたも

のである。うち、こどもの里と西成市Ẹ㤋につ

いてインタビューを担当しまとめた。支援団体

が支援した成功例からの聞き取りをもとにし

て、都市㈋困高齢者に対する住居と生活、生き

がいの支援に関する検討を行った報告である。 

学会発表 

1.「卒業後のᑗ来展望－看

護▷大生の場合－」 

共著 平成 22 年

11 月 

第 2 回日本看護学生キ

ャリア教育学会ᢒ録集 

神戸 

竹元惠子 三浦康代 坂上由美 ⛙るみ子 

卒業後のᑗ来展望につて、▷大看護科の学生と

4 年制大学一般学生を比較したところ、▷大看

護科の学生のうが4年制大学一般学生より有

意に子育て後の再就職を予定する者が多かっ

た。このことより、看護学生は看護職免許を生

かしたᑗ来展望をもっていると考えられる。 

2.「ホームレス者の健康支

援を通じた社会的包摂の推

進に関する研究（その 1）

ー㔩ࣨ崎における支援団体

の聞き取り調査から」 

共著 平成23年1

月 

第52回日本社会医学会

講演集 社会医学研究

特別号 102‐103(ISSN 

0910-9919) 

富山 

北尾千沙 㐂坂隆子 高鳥ẟ敏雄 黒田研二 

㘫෬葉子 井戸武ᐿ 三浦康代 

日㞠い労働者の⾤・㔩ࣨ崎では、野ᐟをవな

くされる者や生活保護受⤥者が急増している。

このような状況下で活動している 16 のẸ間支

援団体に聞き取りを行ない、その活動内容か

ら、㔩ࣨ崎における労働者や生活保護受⤥者の

課題について考察した。「健康、安全対策」は

人間の基本的ḧ求であり、支援を通じてその他

支援団体、ボランティアとの相互のやりとりに

つながる。このつながりを維持するのが重要で

ある。 

3.「ホームレス者の健康支

援を通じた社会的包摂の推

進に関する研究（その 2）

ー㔩ࣨ崎における 19 支援

団体の聞き取り調査から」 

共著 平成 23 年 

7 月 

第52回日本社会医学会

講演集 社会医学研究

特別号 104‐105(ISSN 

0910-9919) 

富山 

大宮陽子 松田光恵 山本繁 井戸武ᐿ 㐂

坂隆子 高鳥ẟ敏雄 黒田研二 㘫෬葉子 

ᔢᓚ子 村岡ⱸⳀ子 北尾千沙 清水多ᐿ

子 三浦康代 

1960 年代は日㞠い労働者の労働問題、1970 年

代は失業問題が大きくなり暴動が起こり、一方
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で野ᐟ者へのくᧁなど新たな問題への対応が

必要になった。1990 年代は高齢者問題と不況に

よる就労者支援問題がΰ在し高齢者特別清ᤲ

事業などの制度ができた。そして㔩ࣨ崎のまち

づくりの視点が入り、2000 年からは健康、子ど

も、文化も視点に入れた、全人的支援と人間性

回復の取り組みが大きくなり、㔩ࣨ崎が大きく

変ㇺしようとしているጼが見える。 

4.「㔩ࣨ崎における支援団

体の聞き取り調査」 

共著 平成 23 年 

10 月 

日本公⾗衛生雑誌 第

70 回日本公⾗衛生学会

総会ᢒ録 58 巻 10 号 

P349 （ISSN 0546-1766） 

秋田 

北尾千沙 㐂坂隆子 高鳥ẟ敏雄 黒田研二 

㘫෬葉子 井戸武ᐿ 三浦康代 

㔩ࣨ崎で聞き取り調査を行った３つのサポー

ティブハウスの主たる支援内容は日常生活支

援、健康支援、福祉支援、地域生活支援であっ

た。サポーティブハウスでは、生活支援を通し

てスタッフとの信頼関係を構築し、行動の範囲

を広げ地域でⴠち着いて安心した生活を維持

するための支援を提供していた。 

5.「㔩ケ崎の支援団体から

紹介された元野ᐟ者への聞

き取り調査 

～社会的包摂の支援とは

～」 

日本学術振興会科研事業

「ホームレス者の健康支援

を通じた社会的包摂の推進

に関する研究」（課題␒号

22624010・研究代表者・㐂

坂隆子）の一部として実施 

共著 平成 24 年 

12 月 

日本公⾗衛生雑誌 第

71 回日本公⾗衛生学会

総会ᢒ録 59 巻 10 号

P410 （ISSN 0546-1766） 

山口 

三浦康代 㐂坂隆子 高鳥ẟ敏雄 黒田研二 

㘫෬葉子 井戸武ᐿ 

㔩ࣨ崎で活動している 7 Ẹ間支援団体より「う

まくいった事例」として紹介された 13 名の元

野ᐟ者に聞き取り調査を実施した。現在の安全

で安心できる生活に⮳った要因として、「定住

と金㖹管理」3 名、「生きがいと居場所づくり」

7 名「心を動かす言動」3 名で、㔩ࣨ崎で安心・

安全に生活している被支援者は、支援団体との

信頼関係のもとに、そのセルフケア力に応じ

た、多様で日常的、包摂的な支援を受け、人間

性を取り戻していた。 

6.「ピアエジュケーション

としての看護学生の HIV 予

防行動への意識変容」 

共著 平成 25 年 

11 月 

日本公⾗衛生雑誌 第

72 回日本公⾗衛生学会

総会ᢒ録 60 巻 10 号

P553（ISSN 0546-1766） 

三重 

佐藤裕見子 三浦康代 小石真子 細野幸代

HIV/エイズᬑ及啓発活動においてピアエジュ

ケーションを体験した学生と体験しなかった

学生の 2 群間で、HIV 予防行動への意識変化を

比較した結果、知識・行動ともに介入群のう

が有意に改善していたという結果を得、ピアエ

ジュケーションは有効であると考えられた。 

7.「㔩ࣨ崎における高齢者

特別清ᤲ事業就労者及びシ

ェルター利用者を対象とし

た結᰾に関する聞き取り調

査の報告」 

共著 平成 26 年 

7 月 

社会医学研究第55回日

本社会医学会総会講演

集 171‐172 (ISSN 

0910-9919) 

名古屋 

三浦康代 井戸 武ᐿ 田中義則 上田裕子 

山本 繁 高鳥ẟ敏雄 

㔩ࣨ崎の結᰾⨯患率を効率よく減少させる手

立てとして、シェルター利用者への結᰾健診受

診の義務化、特ᤲ登録更新時における結᰾健診

の強化、HEPA フィルター付ᚠ環式の空調設備

備のシェルターの建設、地域の人が集まる施設

内における⚗煙・分煙も含めた気の重要性に

ついての啓発が求められた。 

8.「認知症予防啓発の効

果の分析」 

共著 平成 26 年 

9 月 

第 4 回日本認知症予防

学会学術集会プログラ

ムᢒ録 127‐128

(ISSN 2187-3798) 

東京 

三浦康代 福田章 

素人の団が 2 府県 7 会場で公演した 45 分間

の「ࡰけたらあかん」の観者を対象に、質

問紙調査を行った結果、回収数 228 で、認知症

予防啓発は観者の認知症予防行動の動機

づけと、また認知症を地域で支援するという意

識の向上に有効であった。 
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9.「認知症予防啓発の効

果の分析～観者と演者

の比較～」 

単著 平成 26 年 

11 月 

日本公⾗衛生雑誌 第

73 回日本公⾗衛生学会

総会ᢒ録集 61 巻 10 号

P453（ISSN 0546-1766） 

宇都宮 

三浦康代 

素人の団が 2 府県 7 会場で公演した 45 分間

の「ࡰけたらあかん」の観者 228 名と演

者 7 名を対象に、質問紙調査を行った結果、演

者は観者より、認知症についてよく知って

おり、「人との交流」を希望していた。認知症

予防啓発の演と観はともに地域での認

知症予防や認知症支援に有効であった。 

10.「㔩ࣨ崎で暮らす現野ᐟ

者および元野ᐟ者の現在ṑ

数の状況」 

単著 平成 27 年 

7 月 

社会医学研究第56回日

本社会医学会総会講演

集 P119(ISSN 

0910-9919) 

久留米大学 

三浦康代 

㔩ࣨ崎の現野ᐟ者および元野ᐟ者計 38 名の平

ᆒ現在ṑ数は 40 ṓ代 26.0 本、50 ṓ代 16.6 本、

60 ṓ代 8.4 本、70～80 ṓ 4.8 本であり、全国

男性平ᆒより 50 ṓ代で全国の 6 割、60 ṓ代で

4 割、70 ṓ代で 3 割の本数しかなく、入れṑを

着している者もⓙ無であったことより、対象

者の口⭍機能の低下が著しいと推測された。今

後、専門家による口⭍指導の必要性が示၀され

た。 

11.「『認知症予防に⇕心な

町づくり』をめࡊした『認

知症予防地域ボランティア

㣴成講ᗙ』受講後のボラン

ティア認定状況」

共著 平成 27 年 

9 月 

第 5 回日本認知症予防

学会学術集会プログラ

ムᢒ録集 P149 (ISSN

2187-3798) 

神戸国際会議場 

三浦康代 福田章 

認知症予防に⇕心な⾤づくりをめࡊした大阪

市住吉区における「認知症予防地域ボランティ

ア㣴成講ᗙ」受講後のボランティア希望や認定

状況を分析した結果、受講後にボランティアを

希望した群は地元住Ẹであり、「認知症予防ボ

ランティア/認知症や認知症予防に関心があ

る」「頼まれた」というきっかけが多かった。

地域で目的を共有できる人材を育成するには、

広報段階から区Ẹの主体性を活かし、参加の㍯

を広げることが有効である。 

12.「高齢者に対するロコモ

ティブシンドローム予防の

ための取り組みー介護予

防・生きがい支援通所事業

における健康教育を実施し

てー」 

共著 平成 27 年 

11 月 

第 46 回日本看護学会

―ヘルスプロモーショ

ン―学術集会 ᢒ録集

(2015)P274 

(ISSN 1347-8184) 

富山 

小石真子 佐藤裕見子 三浦康代 村上久惠 

高田美子 河原↷子 

地域の高齢者にロコモティブシンドロームの

予防のための運動や栄㣴の講義や実践をした

ところ、理解できた方が多かった。今後、生き

がい活動支援通所事業の中での継続をするこ

とにより、ロコモの予防につながるだろう。 

13.「認知症予防地域ボラ

ンティアが関わった認知症

予防講ᗙ受講者の受講後の

行動変容」 

共著 平成 28 年 

9 月 

第 6 回日本認知症予防

学会学術集会プログラ

ム ᢒ 録 集 P131(ISSN

2187-3798) 

東北大学 

三浦康代 福田章 上田裕子 

NPO 法人と住吉区社協の協働により新たにグル

ープとして活動することになった認知症予防

地域ボランティアがお手伝いした「認知症予防

講ᗙ」の受講者の受講前後における各種生活習

慣の行動変容について検討した結果、運動習慣

を変容させることは困難であるが、食生活習

慣・㊃味や生きがいづくり・地域での活動・ス

トレス等については、受講がきっかけとなって

改善するవ地があった。今後、地域においてボ

ランティアが活動の中心となって、参加体験型

の、特に運動習慣に関する継続した取り組みが

望ましいと考えられた。 
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14. 「地域住Ẹの╧╀障害

と生活リズム健康法の関

連」 

共著 平成 28 年 

10 月 

日本公⾗衛生雑誌 第

75 回日本公⾗衛生学会

総会ᢒ録集 63 巻 10 号

P384（ISSN 0546-1766） 

大阪グランフロント 

佐藤裕見子 三浦康代 小石真子 村上久恵 

特定健診受診者から╧╀障害のいのある者

をスクリーニングしてᛌ╀講ᗙを実施し、基礎

講ᗙ受講者とリラクセーション受講者を講ᗙ

前後において質問紙調査とアクティブグラフ

を実施した結果、╧╀障害の改善には、生活リ

ズム健康法と組み合わせたリラクセーション

は有効であることが示၀された。 

15.「防⅏に対する住Ẹの

意識と地域づくり～総合防

⅏訓練の参加者の調査結果

～」

共著 平成 28 年 

10 月 

日本公⾗衛生雑誌 第

75 回日本公⾗衛生学会

総会ᢒ録集 63 巻 10 号

P572（ISSN 0546-1766） 

大阪グランフロント 

小石真子 佐藤裕見子 三浦康代 村上久惠 

防⅏訓練参加者の防⅏意識や家庭での防⅏対

策の実態を把握した結果、⅏害時の備えは意識

しているが、実行に移していないことがわかっ

た。そのため適宜確認をしながら行動につなが

る支援が必要である。 

「看護師教育課程における

地域看護学教育の取り組

み」 

共著 平成 28 年 

10 月 

平成28年度第5回全国

保健師教育協議会秋Ꮨ

研修会 P83－P90（大

阪大学中之島センタ

ー） 

三浦康代 志野泰子 

保健師コースの設置されていないT大学での看

護師教育課程における地域看護学教育の取り

組みは、保健・医療・福祉の包括的視点で看護

実践できることを目ᶆにおいており、画期的な

科目立てとなっていたことについて情報提供

を行った。� 

16.「身長▷縮を予防するた

めの中高年における運動方

法についての考察」 

共著 平成 30 年 

7 月 

社会医学研究第59回日

本社会医学会総会講演

P94(ISSN 0910-9919) 

⋊協医科大学 

三浦康代 志野泰子 

文献レビューの結果、身長の▷縮を予防するた

めには、ጼໃを保つ㦵格筋量と㦵量の方の維

持、及び関⠇の変形を防ࡄための⫧満の予防が

必要と考えられ、中高年の運動方法としては、

低強度の筋力トレーニングを含む有㓟素運動

の継続が重要であることが示၀された。 

17. Association among the

factors in conjunction 

with Height Loss of 

females by the literature 

review． 

First author 2019.1 22nd East Asian Forum 

of Nursing Scholars 

(EAFONS) Conference．

(Furama-Riverfront 

Hotel in Singapore) 

Yasuyo Miura ， Yukari Shibata ， Kiyoshi 

Yoshimizu，Yohko Inouye  

As a result of the literature review, it was 

revealed that the �Height Loss� was related 

to the four factors of �Spinal deformation 

(including vertebral fracture)�, �Bone 

density loss�, �Muscle Mass loss�, and 

�obesity�. It was suggested that prevention 

of factors in these categories could be used 

as a basic material to prevent height loss 

by aging. In the future, it is necessary to 

examine the bone density, muscle mass, body 

mass index, body fat percentage, exercise 

situation, and degree of height loss of the 

same person 

18．Study of literature on 

life skills that focus on 

eating habits of patients 

with inflammatory bowel 

disease 

Research 

collaborator 

2019.1 22nd East Asian Forum 

of Nursing Scholars 

(EAFONS) Conference．

(Furama-Riverfront 

Hotel in Singapore) 

Yohko Inouye ， Yukari Shibata ， Kiyoshi 

Yoshimizu，Yasuyo Miura 

The difficulty in eating habits related to 

life skills and the 

problems were clarified on classifying the 

research trends on life skills focusing on 

the eating habits of the IBD patients 

through content analysis and basic data 

reviewing ways of support were suggested. 
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19．ጲ路市八ᖭ校区ᩗ老会

（尚㰾᭳
しょうしかい

）100 回の歩みと

今後の課題 

共著 令和元年 

5 月 

第58回近␥公⾗衛生学

会口演・示説要᪨集 P33 

ሜ市⏘業振興センタ

ー 

三浦康代 伊賀㷂香木 

ᩗ老会100回の歩みを尚㰾᭳
しょうしかい

(現ᩗ老会)記録

等より分析し、今後のᩗ老会開ദの課題をさࡄ

ることを目的として、該当年齢、該当者数、参

加者数、世話人、財※、収支報告、ᘚ当等につ

いては、尚㰾᭳(しょうしかい)（現ᩗ老会）記

録より、校区高齢化率、婦人会役員からの聞き

取り調査の結果、人生の先㍮をᩗう気持ちを受

け継ࡂながらᩗ老会を今後も継続されるには、

地元住Ẹの⇕意だけでは支えられなくなって

きている現状があり、設備や制度面での改善が

求められると考えられた。 

19. 「健康で長生きするた

めの実践講ᗙ」受講者の食

生活と運動状況 

共著 令 和 元 年

10 月 

第 9 回日本認知症予防

学会学術集会プログラ

ムᢒ録集 P221 (ISSN

2187-3798) 

三浦康代 福田章 相馬ጒ子 松原⥮⣪子 

平田和美 

NPO が㣴成した健康寿を延ばすボランティア

が関わった「健康で長生きするための実践講

ᗙ」受講者の生活状況を把握し、地域で生活す

る高齢者の健康寿を延ばすための課題をさ

るために、2017～2018ࡄ 年度に独立行政法人福

祉医療機構より助成を受けた地域連携活動支

援事業の講ᗙ（西宮市内 18 か所 58 回）の受講

者延べ725名を対象に食生活や運動状況につい

て記名式質問紙調査と握力測定を実施した。60

ṓ以上の 305 名（男 54・女 251）について、分

析した結果、野菜の摂取状況は、3 割の者が 1

日小㖊 2 ─以下で、1 日 350ά（小㖊⣙ 5 ─）以

上の野菜の摂取とはかけ離れた結果であり、ま

た、80 ṓ以上の男性で歩行時間の減少や握力評

価の低下、体力の不安、口⭍保健の認識の低さ

が明らかとなったため、地域でのボランティア

の取り組みが求められた。 

20.「おむつなし育児アドバ

イࢨーの意識調査結果」

共著 令和 2年 

5 月 

第59回近␥公⾗衛生学

会口演・示説要᪨集 

京都（中Ṇとなり紙

面発表） 

三浦康代 和田智代 西山由紀 

おつなし育児をした自身の子の間のおむつ

が外れた時期は平ᆒ 1 ṓ 10 か月であったこと

より、おむつなし育児は、ἥコントロール能

力が自↛に育つと考えられた。また、育児者が

児の様子に注目することによって、ἥのみな

らず、児の心身の状態がよくわかるようにな

り、そのことが、ஙᗂ児期に重要な、育児者と

児とのコミュニケーションや信頼関係形成に

もつながっていることが示၀された。 
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教  育  研  究  業  績  書 

令和 2 年 3月 31 日 

氏名  Ᏺ本 とも子 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

看護学 在Ꮿ⬻卒中患者，在Ꮿ㓟⣲療法患者，護者，QOL 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

視⫈覚教材のための資料作成 

平成 20

年 4月

～ 

平成 25

年 3月 

関西学院大学人間福♴学部人間福♴研究科の㠀常勤

講師として視⫈覚教材のための資料を作成した。具体的

には人体解๗・人体機能，病や加齢について，難解な

用語の解説や重要事項のまとめなどを資料として作成

し，各授業ごとに資料の配布を行った。 

２ 作成した教科書，教材 

―教科書― 

護の基本・コミュニケーション技術 

  （掲） 

平成 22

年 9月 

㯪明書

ᡣ 

全 202

頁 

本書は護の考え方について理解するとともに，護

を必要とする対象者を生活の視点からとらえ，護を㐺

切に行う能力と態度を養うことを目的とする。 

編者：Ᏺ本とも子，ᫍ野政明 

生活支援技術・護過程（掲） 

平成 22

年 6月 

㯪明書

ᡣ 

全 219

頁 

第 10章「⤊末期の護」P.159-P.168 

⤊末期における護の意⩏と目的，対象者のアセスメ

ント，医療との連携，ブリーフケアについて述べ，⤊末

期にある高齢者の最も安ᴦでጾཝに満ちた死を可能に

する方法を探る。 

単著 

編者：Ᏺ本とも子，ᫍ野政明（編著） 
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⪁年看護学 Geriatric Nursing 

  （掲） 

平成 22

年 12月 

PILAR 

PRESS 

全 288

頁 

第 2章 2㸬高齢者の理解 「加齢と⪁化」P.2，P.57-P.65

を単著。 

高齢者の生理的機能の変化，患の特徴，感覚機能の変

化（視覚，⫈覚，覚，Ⴅ覚，触覚，痛覚）また，その

他のㅖ機能として，加齢による心⮚，⾑⟶，⾑ᾮ，外⓶

⣔について述べた。そして，加齢がもたらす精神的変化

と社会的変化についても述べた。 

単著 

編著：Ᏺ本とも子 

医療福♴学の㐨標（掲） 

平成 23

年 1月 

金ⰾᇽ 

全 200

頁 

第 2章 C 生活の変化と保健･医療･福♴の統合 

P.23-P.26を単著。

生活の変化として家計の動向，家族形態の変化，護

問題について解説したうえで生活を支える保健・医療・

福♴の統合の意⩏について述べた。 

第 13章 A 少子高齢社会での医療福♴ P.163-P.165を

単著。 

今日抱える医療福♴の課題として少子高齢化社会で

の医療福♴のあり方について述べた。特に高齢者の一人

ᬽらしに焦点をあて，現状と対策について考察した。 

C 護福♴から医療護福♴へ P.170-P.172を単著。 

護福♴から医療護福♴へのパラダイムシフトの

必要性について述べた。特に護の専門性について度

考察し，今後の護福♴士のあり方と課題について考察

した。 

G 情報化社会における医療福♴ P.184-P.185を単著。 

情報化社会における医療福♴について，特に医療福♴

と IT（Information Technology）との関連で述べた。今

後，医療福♴のどの分野において ITがどのように活用

されていくのか，その意⩏について考察した。 

子ども家庭のウェルビーイング（掲） 

平成 23

年 3月 

金ⰾᇽ 

全 128

頁 

第 1章 A「少子化の進行と家庭・地域の変容」P.1-P.5 

第 3章 B「子ども家庭福♴の実施体制」P.39-P.41 

現代社会における子どものウェルビーイングを㏣及

するため，子供を取り巻く社会福♴的問題や今日的課題

を明らかにするとともに，子ども家庭福♴のあり方と支

援策について解説する。 

単著 
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⣔統看護学講ᗙ 専門分野 1 

 「基礎看護技術Ⅱ基礎看護学[3]」第 15版第 8ๅ 

 （掲） 

 

平成 24

年 2月 

医学書

院 

全 495

頁 

 

第 2部 第 1章 B「病床環ቃの調整」P.22-P.32 

 本章では外部環ቃを病床環ቃに㝈定し，「病床環ቃの

調整」と「ベットメーキング」「リネン交」について

の技術を習得する。病床環ቃの調整には，病床の 度と

‵度。光と㡢，病ᐊのⰍᙬ，空気の清ί性とにおい，人

的環ቃの調整のほか，ベットのマットレスやまくらなど

のᐷ具も含まれる。 

共著者：Ᏺ本とも子，岡本啓子，𠮷𠮷村㞞ୡ 

 

第 2部 第 5章 C「病床での⾰生活の援助」P.185-P.192 

 本章では本章では人間生活の基┙となる三大要⣲の

一つである⾰生活への援助について述べる。⾰生活には

生理的意⩏，社会的意⩏，心理的意⩏があることを理解

する。また，対象に応じた⾰生活をアセスメントし，㐺

切な援助ができるための方法を習得する。 

共著者：Ᏺ本とも子，岡本啓子，𠮷𠮷村㞞ୡ 

 

護実習入門（掲） 

 

平成 24

年 3月 

㯪明書

ᡣ 

全 128

頁 

 

 本書において対象者への実際的な福♴的援助の方法

を学び，専門職としての基┙を構⠏することが可能であ

ると考える。 

 

編集：Ᏺ本とも子，ᫍ野政明 

 

⣔統看護学講ᗙ 専門分野 1 

 「基礎看護技術Ⅱ基礎看護学[3]」第 16版 

 （掲） 

 

平成 25

年 2月 

医学書

院 

全 508

頁 

 

第 1章 A「環ቃ調整技術」P.9-P.21 

 本章では療養生活の環ቃを構成する要⣲を理解し，病

ᐊ・病床のアセスメントと調整について学ࡪ。また，ベ

ット周ᅖと病床の環ቃ整備，ベットネーキング，リネン

交の実際について学ࡪ。 

共著者：Ᏺ本とも子，岡本啓子，𠮷𠮷村㞞ୡ 

 

第 6章 B「清₩・⾰生活援助」P.192-P.200 

 ⾰類を用いることの生理的・社会的・心理的意⩏を理

解する。また，⾰生活に関するニーズのアセスメントや

援助の実際について学ࡪ。 

共著者：Ᏺ本とも子，岡本啓子，𠮷𠮷村㞞ୡ 
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高齢者のせんዶ 

  安心をとどけるケアと護の心得（掲） 

 

平成 26

年 10月 

すࡨか

書ᡣ 

全 140

頁 

 

第 3章「せんዶを起こしやすい状況-こわれやすい心へ

のおもいやり」P45-72 

本章では，せんዶを起こしやすい状況を⤂している。 

高齢者の心はቯれやすく，とても⬤くなってきている。

高齢者に対しては身体的な援助とともに心のケアが重

要な課題となる。高齢者ケアにかかわる人にとって，せ

んዶの知識は必㡲だと言える。 

単著 

 

第 4章「せんዶが起きてしまったら」P73-86 

せんዶの症状は特定の病気のあらわれではなく，さまࡊ

まな要因によってᘬき起こされた異常な状態である。意

識㞀害であることを理解し，症状への㐺切な対応を学

 。ࡪ

単著 

 

編者：Ᏺ本とも子 

 

これからの国際看護学  

  国ቃを越えた看護実践のために（掲） 

 

平成 26

年 11月 

ピラー

ルプレ

ス 

全 163

 

 

第 3⠇「国際協力機関の取り組み」P22-28 

国際協力のいくつかの方法について知り，ୡ⏺中のすべ

ての人々がより良く生きられる未来を目指す。 

単著 

 

┘著：Ᏺ本とも子 

 

看護職をめࡊす人の社会保㞀と社会福♴（掲） 

 

平成 27

年 4月 

みらい 

全 211

頁 

 

本書は看護職（看護師・保健師・助産師）をめࡊす読者

が社会保㞀・社会福♴について学ࡪテキストである。ま

た，すでに医療現場で看護職やコメディカルとして活㌍

している方々の学びのࡩりかえり等にも十分対応でき

る内容である。 

 

編者：Ᏺ本とも子 
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シリーズ 看護・護・福♴のための「教育学」 

教育心理をࡩまえた患者教育指導実践の手ᘬき 1 

看護のためのࠗ教育学 （࠘掲） 

 

平成 27

年 12月 

あいり

出版 

全 151

頁 

 

第 2章 3「教授理論」P22-25 

第 2章 4「現代の教授理論」P25-28 

 教授理論とは教授者が学習者に知識・技能をさࡎける

ために有用な理論である。具体的な教授理論を学ࡪ前

に，教授（指導）するためのよりどころとする原理につ

いて述べたのち（第 2章 3），主要な教授理論について

説明する（第 2章 4）。 

単著 

 

第 2章 5「人格」P28-P29 

 教育はたんに知識や技術を習得させるためのものでは

なく，全人的形成が目標となる。したがって教育は人格

形成過程の一環として行われなければならない。 

単著 

 

第 2章 6「教育心理学と患者指導」P29 

 本章で学んだ内容が患者指導に生かされることを目的

に構成しているが，教育心理学がどのように患者指導に

有用か，例をあげて考える。 

単著 

 

編者：Ᏺ本とも子 

 

⣔統看護学講ᗙ 専門分野 1 

 「基礎看護技術Ⅱ基礎看護学[3]」第 17版 

 （掲） 

 

平成 29

年 1月 

医学書

院 

全 520

頁 

 

第 2部 第 1章 B「病床環ቃの調整」P.10-P.24 

 本章では外部環ቃを病床環ቃに㝈定し，「病床環ቃの

調整」と「ベットメーキング」「リネン交」について

の技術を習得する。病床環ቃの調整には，病床の 度と

‵度。光と㡢，病ᐊのⰍᙬ，空気の清ί性とにおい，人

的環ቃの調整のほか，ベットのマットレスやまくらなど

のᐷ具も含まれる。 

共著者：Ᏺ本とも子，𠮷𠮷村㞞ୡ 

 

第 2部 第 5章 C「病床での⾰生活の援助」P.153-P.211 

 本章では本章では人間生活の基┙となる三大要⣲の

一つである⾰生活への援助について述べる。⾰生活には

生理的意⩏，社会的意⩏，心理的意⩏があることを理解

する。また，対象に応じた⾰生活をアセスメントし，㐺

切な援助ができるための方法を習得する。 

共著者：Ᏺ本とも子，𠮷𠮷村㞞ୡ 
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痛みのケア 第 1版 

 （掲） 

 

平成 29

年 3月 

ピラー

ルプレ

ス 

全 180

頁 

 

第 9章 「高齢者の៏性的な痛みの治療と看護」 P.36

－P.49 

 ៏性的な高齢者の痛みについて，痛みと動作について

説明し，痛みに関する観察の力を養う。そして高齢者の

痛みの主ッの特徴を述べ，痛みの原因となる患または

治療について述べる。また，痛みのアセスメントࢶール

を⤂し看護者が利用できる一般的な痛みのアセスメ

ントスケールを学ࡪ。代表的な痛みのࢶールは Visual 

Analogue Scales (VAS)である。さらに本書では痛みの

有無に焦点をしぼる pain VASを⤂し，看護ケアの実

践として痛みの治療とケアプランについて述べる。 

単著 

 

編者：Ᏺ本とも子 

 

―事― 

 

  

護福♴学事（掲） 

 

平成 26

年 10月 

ミネル

ヴァ書

ᡣ 

全 829

頁 

 

「㞀害児に対する護福♴」 

 㞀害児の定⩏・概念・考え方について述べ，㞀害児に

関する護，福♴の実践や制度の現状を明らかにした。

また，㞀害児に対する護について，近現代ྐから，ノ

ーマライࢮーションの浸㏱までの⫼ᬒや経過を説明し，

㞀害のある子どもも社会の中で他の人々と同じように

生活でき，活動することができるための展望と課題につ

いて考察した。 

 

P546-547 

 

分担執筆 

 
３ 教育上の能力に関する大学等の評価   

なし   

   

４ 実務の経験を有する者についての特記事項   

―講演― 

 

  

日本保健医療行動科学会 講師 

 

平成 24

年 6月 

 

 日本保健医療行動科学会主ദの講習会において，「医

療⣔大学におけるチーム医療教育の実際―医療のパラ

ダイムシフトに向けて―」についての講⩏を行った。 

 

会場：じࡹうろくプラザ（ᒱ㜧県ᒱ㜧市） 
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奈良学園大学 公開講ᗙ 

  講師 

 

平成 26

年 6月

28日 

 

 奈良学園大学 公開講ᗙで講師を務め，「高齢者のう

つ」と題した講演を 90分行った。  

 

対象：地域住Ẹ 60名   

会場：りーべる⋤ᑎ西友（奈良県北葛城㒆⋤ᑎ⏫） 

 

日本サーモロジー学会 第 33回大会 講師 

 

平成 28

年 5月 

 

 日本サーモロジー学会 第 33回大会で講師を務め，

「がん看護と体 」についてᣍ待講演を行った。 

 

対象：200名 

会場：奈良学園大学登美ࣨୣキャンパス（奈良県奈良市） 

 

―講習会― 

 

  

社団法人奈良県看護協会 

  実習指導者講習会 講師 

 

 

 

平成 22

年 9月 

 

 社団法人奈良県看護協会主ദの実習指導者講習会に

おいて，「看護論」の講⩏を行った。 

 

会場：奈良県看護研修センター(奈良県᷃原市) 

時間：6時間 

 

社団法人奈良県看護協会 

  実習指導者講習会 講師 

 

 

 

平成 23

年 9月 

 

 社団法人奈良県看護協会主ദの実習指導者講習会に

おいて，「看護論」の講⩏を行った。 

 

会場：奈良県看護研修センター(奈良県᷃原市) 

時間：6時間 

 

社団法人奈良県看護協会 

  実習指導者講習会 講師 

 

 

 

平成 24

年 6月

13日 

～7月

11日 

 

 社団法人ᒱ㜧県看護協会主ദの実習指導者講習会に

おいて，「看護理論」の講⩏および演習指導を行った。 

 

専任教員養成講習会受講生：30人 

会場：社団法人ᒱ㜧県看護協会特別研修ᐊ，ᒱ㜧県県Ẹ

れあい会館第ࡩ 1Ჷ 5階（ᒱ㜧県ᒱ㜧市） 

時間：15時間（講⩏），15時間（演習指導） 

 社団法人奈良県看護協会 

  実習指導者講習会 講師 

 

 

 

平成 24

年 9月 

 

 社団法人奈良県看護協会主ദの実習指導者講習会に

おいて，「看護師教育課程」の講⩏を行った。 

 

会場：奈良県看護研修センター(奈良県᷃原市) 

時間：6時間 

 

社団法人奈良県看護協会 

  実習指導者講習会 講師 

 

 

 

平成 25

年 8月 

 

 社団法人奈良県看護協会主ദの実習指導者講習会に

おいて，「看護師教育課程」の講⩏を行った。 

 

会場：奈良県看護研修センター(奈良県᷃原市) 

時間：6時間 
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社団法人奈良県看護協会 

  実習指導者講習会 講師 

 

 

 

平成 26

年 8月 

 

 社団法人奈良県看護協会主ദの実習指導者講習会に

おいて，「看護師教育課程」の講⩏を行った。 

 

会場：奈良県看護研修センター(奈良県᷃原市) 

時間：6時間 

 

―教員養成講ᗙ講師― 

 

  

大阪府看護協会 

  大阪府看護教員養成講習会 講師 

 

平成 22

年 4月

～平成

22年 7

月 

 

 大阪府看護協会主ദの大阪府看護教員養成講習会に

おいて，「看護論演習」の講⩏を行った。 

 

受講生：79人 

時間：30時間 

大阪府看護協会᱈谷センター（大阪市ኳ⋤ᑎ区） 

 

社団法人ᒱ㜧県看護協会 

  ᒱ㜧県看護教員養成講習会 講師 

 

平成 23

年 6月

13日 

～7月

27日 

 

 社団法人ᒱ㜧県看護協会主ദのᒱ㜧県看護教員養成

講習会において，「看護論」「看護論演習」の講⩏を行っ

た。 

 

専任教員養成講習会受講生：30人 

時間：15時間（講⩏），15時間（演習指導） 

会場：社団法人ᒱ㜧県看護協会特別研修ᐊ，ᒱ㜧県県Ẹ

れあい会館第ࡩ 1Ჷ 5階（ᒱ㜧県ᒱ㜧市） 

 

社団法人ᒱ㜧県看護協会 

  ᒱ㜧県専任教員養成講習会 講師 

 

平成 25

年 5月

20日～

6月 4日 

 

 社団法人ᒱ㜧県看護協会主ദのᒱ㜧県専任教員養成

講習会において，「専門㡿域別看護論演習・⪁年看護学」

の講⩏を行った。 

 

専任教員養成講習会受講生：19人 

時間：18時間 

会場：社団法人ᒱ㜧県看護協会特別研修ᐊ，ᒱ㜧県県Ẹ

れあい福寿会館第ࡩ 1Ჷ 5階（ᒱ㜧県ᒱ㜧市） 

 

社団法人奈良県看護協会 

  奈良県専任教員養成講習会 講師 

 

平成 25

年 7月

29日平

成 25年

12月 4

日～12

月 12日 

 

 社団法人奈良県看護協会主ദの奈良県専任教員養成

講習会において，「専門㡿域別看護論演習・⪁年看護学」

の講⩏を行った。 

 

専任教員養成講習会受講生：30人 

時間：14時間 

会場：奈良県看護研修センター，奈良県看護協会࣍ーム

ナーシングセンター（奈良県᷃原市） 

 

５ その他   

―担当教科― 
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「護概論」の担当 

 

平成 20

年 4月

～ 

平成 25

年 3月 

 

 関西学院大学人間福♴学部の学生を対象に「護概

論」を担当した。「護概論」は必修科目で 1単位（2

時間�15回）の半期科目である。講⩏内容は，護の主

たる対象となる高齢者を理解しながら，護の目的，方

法，専門職としてのᙺ割を学ࡪ，また，それらを基に実

践と自己研㛑を積むことのできる専門性を育てること

を目的とする。 

 

「護技術」の担当 

 

平成 20

年 4月

～ 

平成 25

年 3月 

 

 関西学院大学人間福♴学部の学生を対象に「護技

術」を担当した。「護技術」は必修科目で 1単位（2

時間�15回）の半期科目である。講⩏内容は，㞀害や

病あるいは加齢により，他の人の支援を必要とする対象

者の QOLを高める護上の援助技術について，その考え

方および身体的状況に応じたよりよい護技術を学ࡪ。

授業は講⩏と演習であり，全体の 1/2は体験的学習で構

成する。 

 

「からだのしくみと生活」の担当 

 

平成 20

年 4月

～ 

平成 25

年 3月 

 

関西学院大学人間福♴学部の学生を対象に「からだのし

くみと生活」を担当した。「からだのしくみと生活」は

必修科目で 1単位（2時間�15回）の半期科目である。

講⩏内容は，対象の自立支援にむけて必要なこころとか

らだの基礎的な知識を学び，㐺切な護の実践ができる

能力を養うことを目的とする。 

 

「加齢と㞀害の理解」の担当 

 

平成 20

年 4月

～ 

平成 25

年 3月 

 

 関西学院大学人間福♴学部の学生を対象に「加齢と㞀

害の理解」を担当した。「加齢と㞀害の理解」は必修科

目で 1単位（2時間�15回）の半期科目である。講⩏内

容は，人間の成長と発達における心理や身体機能の変化

を学び，それらが日常生活にえる影響について理解す

ることを目的とする。 

 

「看護学原論」の担当 

 

平成 22

年 4月

～ 

平成 25

年 3月 

 

 ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科の学生を対象

に「看護学原論」を担当した。「看護学原論」は必修科

目で 1単位（2時間�15回）の半期科目である。講⩏内

容は，看護学における主要概念を理解し，看護の本質と

専門職としてのᙺ割を学ࡪ。そのために，看護の対象で

ある人間を全人的にとらえる知識と感性を養う。また，

自己の看護観を形成し，発展させる能力を養うことを目

的とする。 
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「国際看護論」の担当 

 

平成 22

年 4月

～ 

平成 25

年 3月 

 

 ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科の学生を対象

に「国際看護論」を担当した。「国際看護論」は必修科

目で 1単位（2時間�15回）の半期科目である。講⩏内

容は，国際社会の動向を知り，グローバルな視点で活動

できる教養を養うことを目標とする。それぞれの国の分

化，資源，環ቃなど，多角的な視点について考え，異文

化をᣢつ人々への看護の在り方に対する理解を深めて

いく。 

 

「ターミナル看護」の担当 

 

平成 22

年 4月

～ 

平成 25

年 3月 

 

 ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科の学生を対象

に「ターミナル看護」を担当した。「ターミナル看護」

はは必修科目で 1単位（2時間�15回）の半期科目であ

る。講⩏内容は，ターミナルケアの意を理解し，看護

者自身の生死観が確立できる基礎を養う。また，ターミ

ナルケアを実践するうえでの知識と技術を学ࡪ。 

 

「看護理論」の担当 

 

平成 22

年 4月

～ 

平成 25

年 3月 

 

 ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科の学生を対象

に「看護理論」を担当した。「看護理論」は必修科目で 1

単位（2時間�15回）の半期科目である。講⩏内容は，

看護の見方・考え方の基礎として，様々な看護理論が現

れてきた社会⫼ᬒを知り，看護理論を学ࡪ。代表的な理

論家の理論が看護実践の根ᣐになることや，その活用方

法を知る。さらに，理論を研究に活用するための方法に

ついて理解する。 

 

「チーム医療論」の担当 

 

平成 22

年 4月

～ 

平成 25

年 3月 

 

 ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科の学生を対象

に「チーム医療論」を担当した。「チーム医療論」は必

修科目で 1単位（2時間�15回）の半期科目である。講

⩏は 3学科の教員で行う。チーム医療における協調性，

㈐任感，コミュニケーション能力の向上は必㡲である。

また専門分野以外の学習も「学際性」を伸ばすために必

要である。3学科共通の科目をᣢち学科のቨを越えて本

科目をᒚ修することにより医療現場において必要とさ

れる資質を習得することを目的とする。 

 

「看護学概論」の担当 

 

平成 25

年 4月

～ 

平成 25

年 9月 

 

 ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科の学生を対象

に「看護学概論」を担当した。「看護学概論」は必修科

目で 1単位（2時間�15回）の半期科目である。講⩏内

容は，看護学における主要概念を理解し，看護の本質と

専門職としてのᙺ割を学ࡪ。そのために，看護の対象で

ある人間を全人的にとらえる知識と感性を養う。また，

自己の看護観を形成し，発展させる能力を養うことを目

的とする。 
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「保健医療学概論」の担当 

 

平成 26

年 4月

～ 

現在に

至る 

 

 奈良学園大学保健医療学部看護学科の学生を対象に

「保健医療学概論」を担当した。「保健医療学概論」は

必修科目で 1単位 15時間の半期科目である。講⩏内容

は， 全人的ケアに主║をおいた保健医療学について，

その⫼ᬒや基本的な考え方，ㅖ外国及び日本における現

状と実践例，ク࢜リティ・࢜ブ･ライフ（QOL）の視点を

含む医療と看護の原点などについてᖜ広く学び，その後

の主体的な学習の礎とする。     

 

 

平成 26

年 4月

～ 

現在に

至る 

 

 奈良学園大学保健医療学部看護学科の学生を対象に

「看護理論」を担当した。「看護理論」は必修科目で 1

単位 15時間の半期科目である。講⩏内容は，代表的な

理論家の理論がどのような医療環ቃや社会⫼ᬒのもと

に構⠏されてきたかを知る。また，それらの理論が看護

実践の根ᣐとなることを理解し，看護過程の展開に有効

に活用する方法を学ࡪ。 

 

「チーム医療論」の担当 

 

平成 26

年 4月

～ 

現在に

至る 

 

 奈良学園大学保健医療学部看護学科の学生を対象に

「チーム医療論」を担当した。「チーム医療論」は必修

科目で 1単位 15時間の半期科目である。講⩏内容は，

チーム医療の重要性，看護㡿域におけるチーム医療の変

㑄について学ࡪ。そして現在のチーム医療のなかでの看

護師の位⨨づけおよび看護師が果たすᙺ割について理

解する。また，チーム医療における看護の在り方および

今後の課題について考察する。 

 

「成人看護学概論」の担当 

 

平成 26

年 4月

～ 

現在に

至る 

 

 奈良学園大学保健医療学部看護学科の学生を対象に

「成人看護学概論」を担当した。「成人看護学概論」は

必修科目で 2単位 30時間の半期科目である。講⩏内容

は，人間の成長発達課題における成人期の特質につい

て，身体的・精神的・社会的ഃ面から理解する。また，

成人期にある人々の様々な健康㞀害の原因や要因を学

び，健康の回復，あるいは健康の保ᣢቑ進に向けての看

護援助の方法について学ࡪ。         

 

「社会福♴」の担当 

 

平成 26

年 6月

～ 

平成 26

年 9月 

 

 大和高田市立看護専門学校の学生を対象に「社会福

♴」を担当した。「社会福♴」は必修科目で１単位（2

時間�15回）の半期科目である。講⩏内容は，社会保㞀・

社会福♴の理念や原理及び㞀害者・高齢者の生活問題の

現状をᢕᥱし，それに対する社会福♴制度と最近の政策

動向について学ࡪ。 
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「ターミナルケア論」の担当 

 

平成 26

年 10月

～ 

平成 27

年 3月 

 

 ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科の学生を対象

に「ターミナルケア論」を担当した。「ターミナルケア

論」は必修科目で 1単位（2時間�15回）の半期科目で

ある。講⩏内容は，ターミナルケアの意を理解し，看

護者自身の生死観が確立できる基礎を養う。また，ター

ミナルケアを実践するうえでの知識と技術を学ࡪ。 

 

「国際看護論」の担当 

 

平成 26

年 10月

～ 

平成 27

年 3月 

 

 ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科の学生を対象

に「国際看護論」を担当した。「国際看護論」は必修科

目で 1単位（2時間�15回）の半期科目である。講⩏内

容は，国際社会の動向を知り，グローバルな視点で活動

できる教養を養うことを目標とする。それぞれの国の分

化，資源，環ቃなど，多角的な視点について考え，異文

化をᣢつ人々への看護の在り方に対する理解を深めて

いく。 

 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概         要 

１ 資格，免許   

１）ᗂ⛶園教ㅍ 2⣭ᬑ通免許 

 

昭和 53

年 3月

31日 

 

昭 52ᗂ 2ᬑ第 3230号 

 

２）保母資格 

 

昭和 53

年 3月

21日 

 

第保 755 

 

３）看護婦免許 

 

昭和 61

年 5月

14日 

 

第 568532号 

 

４）養護学校教ㅍ 1⣭ᬑ通免許 

 

昭和 63

年 9月

25日 

 

昭 63養学 1ᬑめ第 10号 

 

５）看護教員資格 

 

平成 3

年 11月

29日 

 

第 946号 

平成 3年度厚生省認定による看護教員養成講習会 

 

６）修士（学術） 

 

平成 9

年 3月

25日 

 

大阪教育大学第 2090号 
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７）博士（社会福♴学） 

 

平成 15

年 10月

15日 

 

関西学院大学（⏥社第十ᅄ号） 

 

２ 特許等   

  特記事項なし 

 

  

   

３ 実務の経験を有する者についての特記事項   

   

   

４ その他   

ᒱ㜧医療科学大学 

  研究理ᑂ査委員長 

 

平成 22

年 4月

～ 

平成 24

年 9月 

 

 ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護護学科，ᨺᑕ⥺技術

学科，臨床検査技師学科合同の研究理ᑂ査委員会にお

いて研究理ᑂ査委員長を務めた。 

 

奈良学園大学 

  国際交流センター長 

 

平成 29

年 3月

～ 

平成 30

年 3月 

 

大学の委員会組織において、国際交流センター長に就任

し、友好協定⥾結校から特別⫈講留学生を受け入れるた

め、協定校との交流を行った。また短期留学生の海外研

修に取り組んだ。看護学生のマハサラカム大学への研修

に向けての調整に取り組んだ。 

 

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月      

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（著書）     

護の基本・コミュニケー

ション技術 

 

共著 

 

平成 22年 9

月 

 

㯪明書ᡣ 

 

 本書は護の考え方について理解す

るとともに，護を必要とする対象者を

生活の視点からとらえ，護を㐺切に行

う能力と態度を養うことを目的とした。 

 

A5ุ，全 202頁 

編著：Ᏺ本とも子，ᫍ野政明 

共著者：三ᾆ㎮ဢ，原田理恵，⁁上五十

鈴，ᅵ田耕司，⩚ᰘ香恵，河野ႛ，新谷

奈ⱑ，𠮷𠮷村㞞ୡ，西ⷵ㈆子，西元康ୡ，

⏥田宗Ⴙ，上本野ၐ子，石﨑利恵，川合

ⓒ合子 

 

本人担当部分：編集 
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生活支援技術・護過程 

 

共著 

 

平成 22年 6

月 

 

㯪明書ᡣ 

 

 専門職としての基┙を構⠏すること

を目的とした。心身の状況に応じた護

を実践するための生活支援の方法とそ

れらを展開していくための一連の過程

として「護過程の展開」について具体

的な内容を盛り込んだ。 

 

A5ุ，全 219頁 

編著：Ᏺ本とも子，ᫍ野政明 

 

本人担当部分: 

第 10章「⤊末期の護」P.159-P.168を

単著。 

⤊末期における護の意⩏と目的，対象

者のアセスメント，医療との連携，ブリ

ーフケアについて述べ，⤊末期にある高

齢者の最も安ᴦでጾཝに満ちた死を可

能にする方法を探った。 
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⪁年看護学 Geriatric 

Nursing 

 

共著 

 

平成 22年 12

月 

   

 

ピラールプレス 

 

 本書は高齢者の身体的・心理的特徴を

十分ᢕᥱしたうえで高齢者の QOLの向上

を目指した看護実践を意識的に取り上

げた「⪁年看護学」（┘修:川野㞞資，編

集：Ᏺ本とも子,2007年）の改訂版であ

る。国家試験対策のテキストとしても活

用されてきたᪧ版の内容をさらに᥀り

下げ，高齢者の病構造の変容，健康に

関連した高齢者のニーズの多様性など

を考慮して，⪁年看護の実践に向けて，

看護学生の必携のテキストとなってい

る。 

 

A5版 全 285頁 

┘修：川野㞞資 

編者：Ᏺ本とも子 

共著者：今村美幸，上平悦子，岡崎大資，

岡本啓子，奥ⓒ合子，川ཱྀちづる，⏥田

宗Ⴙ，新川Ὀ弘，新谷奈ⱑ，ᅵ田耕司，

富永ᑲྐ，⯞℩Ꮥ子，三Ꮿ美恵子，⁁上

五十鈴，Ᏺ本とも子，山形力生，𠮷𠮷村㞞

ୡ 

 

本人担当部分：編著 

第 2章 2㸬高齢者の理解 「加齢と⪁

化」P.2，P.57-P.65を単著。 

高齢者の生理的機能の変化，患の特

徴，感覚機能の変化（視覚，⫈覚，覚，

Ⴅ覚，触覚，痛覚）また，その他のㅖ機

能として，加齢による心⮚，⾑⟶，⾑ᾮ，

外⓶⣔について述べた。そして，加齢が

もたらす精神的変化と社会的変化につ

いても述べた。 
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医療福♴学の㐨標 

 

共著 

 

平成 23年 1

月 

 

金ⰾᇽ 

 

 本書は社会福♴学の視点から現代医

療の課題を探求，解決していこうとする

と同時に医療というフィールドにおけ

る社会福♴的視点の意⩏への接近を試

みた。医療の分野における社会福♴的な

ものとはఱか，という課題に㏕ろうとし

ている。①クライエントの心身の健康，

②クライエントの住む時代と社会の状

況，③クライエントಶ人（家族）の生活

実態と生活⫼ᬒと地域の状況，④医療と

福♴の援助専門職の理論と技術，⑤医療

と福♴の援助専門職の価್観，ն援助専

門職の連携について，の㐨標を明示する

ことを目的としている。 

 

B5ุ，全 200頁 

┘修：日野原重明，西三郎，前原子，

⛅山智久  

編集：ᫍ野政明，高内克ᙪ，ᅵ田 耕司 

共著者：Ᏺ本とも子，ኳ野博அ，安藤詳

子，石村由利子，ఀ藤健次，ఀ藤Ꮥ治，

井上┾人，石﨑利ᙪ，∵津信忠，大山ᮅ

子（他 32名） 

 

本人担当部分: 

第 2章 C 生活の変化と保健･医療･福♴

の統合 P.23-P.26を単著。 

 生活の変化として家計の動向，家族形

態の変化，護問題について解説したう

えで生活を支える保健・医療・福♴の統

合の意⩏について述べた。 

第 13章 A 少子高齢社会での医療福♴ 

P.163-P.165を単著。  

 今日抱える医療福♴の課題として少

子高齢化社会での医療福♴のあり方に

ついて述べた。特に高齢者の一人ᬽらし

に焦点をあて，現状と対策について考察

した。 

C 護福♴から医療護福♴へ 

P.170-P.172を単著。 

 護福♴から医療護福♴へのパラ
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子ども家庭のウェルビー

イング 

 

共著 

 

平成 23年 3

月 

 

金ⰾᇽ 

 

 近年，子どもの成長，発達を㜼害する

社会的因子や子どもへの虐待問題など，

多くの課題が明らかになっている。子ど

ものウェルビーイングを目ࡊした子ど

も家庭福♴のあり方と支援策について

解説している。 

 

B5ุ，全 128頁 

編集代表：ᫍ野政明 

編集：真㘠顕久，三友㞞ኵ 

共著者：Ᏺ本とも子，Ⲩ木↷子，ఀ藤博

美，大熊信成，大谷恵，大ሯ弘子，河合

由，川添公ோ，木村由美，嶋田ⰾ男 

(他 19名） 

 

本人担当部分: 

第 1章 A 少子化の進行と家庭・地域の

変容 P.1-P.5を単著。 

 少子化の現状と家庭・地域の変容につ

いて概説した。また，現代社会における

家庭・地域で生活する子どもの生活課題

と対策について考察した。 

第 3章 B 子ども家庭福♴の実施体制 

P.39-P.41を単著。 

 子ども家庭福♴について，どのような

目的でどのような施策が実施されてい

るのか，その現状について述べるととも

に，今後の課題についても考察した。 
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⣔統看護学講ᗙ 専門分

野 1 

「基礎看護技術Ⅱ基礎看

護学[3]」 

第 15版第 8ๅ 

 

共著 

 

平成 24年 2

月 

 

医学書院 

 

 本書は「第 1部 看護技術総論」「第 2

部 16㡿域の看護技術」の 2部構成とし

ている。第 1部では看護技術の 4つの基

本原๎とそのඃ先順位について説明を

行い，第 2部では看護技術を 16の㡿域

に分けて説明している。改定にあたって

は，それぞれの技術についてできるだ

け，最新の方法を⤂し，その根ᣐを示

すように心がけている。 

 

B5ุ，全 495頁 

 

本人担当部分： 

第 2部 第 1章 B「病床環ቃの調整」

P.22-P.32を共著。 

主に療養生活の環ቃ（病ᐊ，人的環ቃな

ど）のアセスメントと調整及びベットメ

ーキングについて述べた。 

共著者：Ᏺ本とも子，岡本啓子，𠮷𠮷村㞞

ୡ 

第 2部 第 5章 C「病床での⾰生活の援

助」P.185-P.192を共著。 

主に⾰類を用いることの意⩏，⾰生活に

関するニーズのアセスメント，病⾰の㑅

び方，病⾰交の方法について述べた。 

共著者：Ᏺ本とも子，岡本啓子，𠮷𠮷村㞞

ୡ 

 

護実習入門 

 

共著 

 

平成 24年 1

月 

 

㯪明書ᡣ 

 

 本書は護の現状について述べ，護

の理，護の原๎についてわかりやす

く説明している。また，護施設の概要

と入所者の特徴について述べている。次

にそれらの知識を踏まえ，護実習前の

基礎知識として，まࡎ，護実習の意⩏

と目的について述べ，護を専門職とす

る人のための姿勢，そしてコミュニケー

ションの基本とコミュニケーションの

実際について知識と技術が同時に学ࡪ

ことができるようにᕤኵされている。 

最後に護過程について事例をもとに

わかりやすく解説し，護に必要な援助
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⣔統看護学講ᗙ 専門分

野 1 

「基礎看護技術Ⅱ基礎看

護学[3]」 

第 16版 

 

共著 

 

平成 25年 1

月 

 

医学書院 

 

 本書は，多くの真やイラストによっ

て看護技術の手順をわかりやすく解説

した。また，主な看護技術の手順につい

ては，動画で見られるようにᕤኵし，動

画の活用によって技術習得が容易とな

り，より効率的・効果的に技術レベルが

向上することが期待される。 

 

B5ุ，全 528頁 

共著者：有田清子，有田秀子，井川順子，

岡本啓子，尾崎章子，小林ඃ子，坂下貴

子，ⱱ野香おる，立野淳子，田中㟹代，

田村富美子，内藤知佐子，任和子，林㟼

子，比田井理恵，平松ඵ重子，三富㝧子，

Ᏺ本とも子，屋ᐅ㆕美子，山勢博ᙲ，𠮷𠮷

村㞞ୡ 

 

本人担当部分： 

第 1章 A 「環ቃ調整技術」P.9-P.21を

共著。 

主に療養生活の環ቃ（病ᐊ，人的環ቃな

ど）のアセスメントと調整及びベットメ

ーキングについて述べた。 

共著者：Ᏺ本とも子，岡本啓子，𠮷𠮷村㞞

ୡ 

第 6章 B 「清₩・⾰生活援助」

P.192-P.200を共著。 

主に⾰類を用いることの意⩏，⾰生活に

関するニーズのアセスメント，病⾰の㑅
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高齢者のせんዶ 

安心をとどけるケアと

護の心得 

共著 
平成 26年 10

月 
すࡨか書ᡣ 

本書のテーマは「高齢者の」せんዶで

ある。治療者の視点ではなく生活援助者

の視点で，「安心をとどける」ためにど

うすべきかを述べた。 

A5ุ 全 140頁 

編者：Ᏺ本とも子 

共著者：Ᏺ本とも子，野中ᾈ幸，㓇井千

知，奥ⓒ合子，川ཱྀちづる，大谷㡲美子，

川田美和，㙑内希美子，大西恵，ᶓ嶋清

美，山田ゆきこ，ட山紀代美 

本人担当部分： 

第 3章「せんዶを起こしやすい状況-こ

われやすい心へのおもいやり」P45-72を

単著。 

 本章では，せんዶを起こしやすい状況

を⤂している。高齢者の心はቯれやす

く，とても⬤くなってきている。高齢者

に対しては身体的な援助とともに心の

ケアが重要な課題となる。高齢者ケアに

かかわる人にとって，せんዶの知識は必

㡲だと言える。 

第 4章「せんዶが起きてしまったら」

P73-86を単著。 

せんዶの症状は特定の病気のあらわ

れではなく，さまࡊまな要因によってᘬ

き起こされた異常な状態である。意識㞀

害であることを理解し，症状への㐺切な

対応を学ࡪ。 
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これからの国際看護学  

国ቃを越えた看護実践の

ために 

 

共著 

 

平成 26年 11

月 

 

ピラールプレス 

 

 本書では，発展㏵上国の現状，リプロ

ダクティブヘルスと母子保健のほか，ᡃ

が国に在する外国人への看護につい

ても取り上げている。また，学生が将来

勤務地として希望するであろう発展㏵

上国，および先進国への就業のほか，Ḣ

⡿ㅖ国への就職についても⤂してい

る。 

 

B4ุ 全 163頁 

┘著：Ᏺ本とも子 

編著：田中和奈 

共著者：城戸ཱྀ友香，高嶋愛㔛，高橋㔛

Ἃ，田中和奈，長谷川恵，⁁尾ᮁ，Ᏺ

本とも子，㱟現ᑎ⣲子 

 

本人担当部分： 

第 3⠇「国際協力機関の取り組み」P22-28

を単著。 

 国際協力のいくつかの方法について

知り，ୡ⏺中のすべての人々がより良く

生きられる未来を目指す。 

 

看護職をめࡊす人の社会

保㞀と社会福♴ 

 

共著 

 

平成 27年 4

月 

 

みらい 

 

 本書は看護職（看護師・保健師・助産

師）をめࡊす読者が社会保㞀・社会福♴

について学ࡪテキストである。また，す

でに医療現場で看護職やコメディカル

として活㌍している方々の学びのࡩり

かえり等にも十分対応できる内容であ

る。 

 

B4ุ 全 211頁 

編者：Ᏺ本とも子 

共著者：᮫真智子，井上深㞷，小澤香，

㘽本由起子，㯮野伸子，新谷奈ⱑ，鈴木

久美子，高林新，⋢井純子，ᅵ屋昭㞝，

富永ሕྐ，松ᾆ信，真㘠顕久，三Ꮿ美恵

子，村山くみ，森田隆ኵ，Ᏺ本幸次，山

ཱྀ佳子 

 

本人担当部分：編集 
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シリーズ 看護・護・福

♴のための「教育学」 

教育心理をࡩまえた患者

教育指導実践の手ᘬき 1 

看護のためのࠗ教育学࠘ 

 

共著 

 

平成 27年 12

月 

 

あいり出版 

 

 本書では看護専門職者が患者への健

康面での教育指導を実践するにあたっ

て，学ࡪべき教育原理・教育心理学を踏

まえた患者教育指導のノウハウを読者

にఏえ，日常の看護実践のスキルアップ

に⧅げていきたい。 

 

B4ุ 全 151頁 

編者：Ᏺ本とも子 

共著者：Ᏺ本とも子，松田智子，᮫真

智子，㙊田㤳治ᮁ，松ᾆ純平，中尾友美，

武富由美子，山ཱྀ᭙子，佐々木千恵，新

谷奈ⱑ，東中㡲恵子，岡本響子 

 

第 2章 3「教授理論」P22-25を単著。 

第 2章 4「現代の教授理論」P25-28を

単著。 

 教授理論とは教授者が学習者に知識・

技能をさࡎけるために有用な理論であ

る。具体的な教授理論を学ࡪ前に，教授

（指導）するためのよりどころとする原

理について述べたのち（第 2章 3），主

要な教授理論について説明する（第 2章 

4）。 

 

第 2章 5「人格」P28-P29を単著。 

 教育はたんに知識や技術を習得させる

ためのものではなく，全人的形成が目標

となる。したがって教育は人格形成過程

の一環として行われなければならない。 

 

第 2章 6「教育心理学と患者指導」P29

を単著。 

 本章で学んだ内容が患者指導に生かさ

れることを目的に構成しているが，教育

心理学がどのように患者指導に有用か，

例をあげて考える。 
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⣔統看護学講ᗙ 専門分

野 1 

「基礎看護技術Ⅱ基礎看

護学[3]」 

第 17版 

 

共著 

 

平成 29年 1

月 

 

医学書院 

 

 本書は，多くの真やイラストによっ

て看護技術の手順をわかりやすく解説

した。また，主な看護技術の手順につい

ては，動画で見られるようにᕤኵし，動

画の活用によって技術習得が容易とな

り，より効率的・効果的に技術レベルが

向上することが期待される。 

 

B5ุ，全 520頁 

共著者：有田清子，有田秀子，井川順子，

今井ᏹ美，尾崎章子，後藤奈津美，小林

ඃ子，坂下貴子，ⱱ野香おる，立野淳子，

田中㟹代，㎷Ᏺ栄，内藤知佐子，任和子，

林㟼子，比田井理恵，平松ඵ重子，三富

㝧子，Ᏺ本とも子，屋ᐅ㆕美子，山勢博

ᙲ，𠮷𠮷村㞞ୡ 

 

本人担当部分： 

第 1章 A 「環ቃ調整技術」P.10-P.24を

共著。 

主に療養生活の環ቃ（病ᐊ，人的環ቃな

ど）のアセスメントと調整及びベットメ

ーキングについて述べた。 

共著者：Ᏺ本とも子，𠮷𠮷村㞞ୡ 

第 6章 B 「清₩・⾰生活援助」

P.153-P.211を共著。 

主に⾰類を用いることの意⩏，⾰生活に

関するニーズのアセスメント，病⾰の㑅

び方，病⾰交の方法について述べた。 

共著者：Ᏺ本とも子，𠮷𠮷村㞞ୡ 

 

痛みのケア 共著 
平成 29年 3

月 
ピラールプレス 

 本書は看護職が患者への最善の痛み

ケアを提供できるよう，第Ϩ部で「痛み

と人間」をテーマに「痛みと性」，「痛み

の意」，「痛みと理」「痛みと医療」

について述べ，人間と痛みの関係を理解

する。そして第Ⅱ部 5章～８章で「痛み

理論」を⤂し，痛みに関する理論をも

とに痛みについての理解を深める・第Ⅲ

部では「痛みと看護」をテーマに「高齢

者の៏性的な痛みの治療と看護」，「検査

（学術論文）     
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 Effects of a Stuffed 

Animal Designed for 

Nursing Care 

（護用“動≀の⦭いぐる

み”の効用） 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 22年 9

月 

 

Proceedings of 6th 

International 

Conference of Health 

Behavioral Science 

日本保健医療行動科

学会  

第 6回国際会議論文集 

P.260-P.262 

 

 本研究は高齢者の癒しと QOLの向上の

ための かい護用⦭いぐるみを考案

し，認知症高齢者が実際に⦭いぐるみを

使用した後，どのような変化が見られた

かをコーエンマンスフィールド（CMAI）

スケールを使用して検討した。⦭いぐる

みを使用する前後 1週間の観察をもとに

比㍑検討した。変化の見られた行動は，

同じことを繰り返し質問する，ᮘをఱ度

も྇く，といった行動が有意に減少し

た。高齢者が かい⦭いぐるみを身近に

おくことは高齢者の癒しに効果をもた

らすことが示唆された。 

 

本人担当部分：データーの解析，研究の

総括を行った。 

  

共著者：Tomoko Morimoto，Nanae 

Shintani 
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 Discussion of 

emergency notification 

device for elderly people 

（高齢者のための⥭ᛴ通

報機ჾの検討） 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 22年 11

月 

 

Ergonomics for All : 

Celebrating PPCOE’S 

20years of 

excellence － Lin 㸤

Chen(eds) 

P.495-P.501 

 

 高齢者の⥭ᛴ時の不安を㍍減し安心

してᬽらせる社会を実現すべく，各市⏫

村では家庭用⥭ᛴ通報機ჾの㈚によ

る支援をおこなっており，これにより高

齢者の不安解ᾘと安全確保，QOL向上を

目指している。しかしながらますます㟂

要のᣑ大が予 されているにも関わら

実際は低いᬑ及率である。本研究ではࡎ

H市にᒃ住する在Ꮿ高齢者を対象に⪺き

取り調査をおこない，⥭ᛴ通報機ჾの使

用状況を明らかにし，高齢者にとって活

用しやすい機ჾの開発や，運用方法の改

善につなげることを目的とした。その結

果，⥭ᛴ通報機ჾの使い方の理解や⥭ᛴ

通報機ჾの形状について改善すべき点

が明確になった。 

 

本人担当部分：調査および結果の考察を

行った。 

 

共著者:Nanae Shintani，Hiroyasu 

Nagaoka，Kazuko Horiguchi，Tomoko 

Morimoto 

 

 A questionnaire to 

determine Nursing and 

Child care students` 

Understanding of welfare 

equipment 

（看護と保育を学ࡪ学生

の福♴用具の認識につい

ての認識） 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 22年 11

月 

 

Ergonomics for All : 

Celebrating PPCOE’S 

20years of 

excellence － Lin 㸤

Chen(eds) 

P.529-P.532 

 

 子どもと大人の主要な福♴用具への

認識について，看護と保育を学ࡪ学生間

の比㍑を目的に調査を行った。その結

果，認識の違いはカリキュラム等の教育

の内容によって影響を受けていること

が考えられた。また，因子分析の結果に

より，方とも「㐟び」が重要なキーワ

ードであることが考えられた。 

 

本人担当部分：研究の企画および結果の

考察をおこなった。 

 

共著者:Tomoko Morimoto，Shoko 

Kamimotono，Nanae Shintani 
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 Study of quality of 

life (QOL) in home oxygen 

therapy patients and 

related factors of actual 

life situation 

（在Ꮿ㓟⣲療法患者の生

活実態と QOLの関係） 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 23年 10

月 

 

East Asian 

Ergonomics 

Federation Symposium 

2011 (EAEFS 2011) 

Ergonomics In 

Asia:Development, 

Opportunities, and 

Challenges 

P.295-P.300 

 

 在Ꮿ㓟⣲療法は種々の在Ꮿ医療の中

で最もᬑ及し，その効果は単に患者の生

予後をᘏ長するばかりでなく，人間的

な生活と Quality of Life（QOL）を保ド

するものとして高く評価されている。し

かし反面，社会的・精神的・身体的↹わ

しさのため，社会活動が制㝈され，㛢じ

こもりがちとなることでᢚうつ症状と

なり，ᛴ性ቑ悪をᣍくという報告もあ

る。そこで生活実態と QOLとの関係をよ

り深め明らかにするため，患者の QOLに

影響を及ぼす生活実態の関連要因を検

討することを本研究の目的とした。結

果，「患者活力」と「患者心の健康」が

「⫵理学療法理解度」に有意に関連して

いた。⫵理学療法の理解度が高い者は，

認知能力も高く自己⟶理ができており，

これが自分の患を前向きに受けとめ，

活力を⥔ᣢすることにつながっている

と考えられ，自己⟶理能力を身につける

ための患者教育を繰り返し行ない，ᬑ及

させていくことの必要性が示唆された。 

 

本人担当部分：研究の総括を行った。 

 

共著者：Nanae Shintani，Tomoko 

 

 医療⣔大学におけるチー

ム医療の実際―医療のパ

ラダイムシフトに向けて

― 

（査読付） 

単著 

 

単著 

 

平成 24年 6

月 

 

日本保健医療行動科

学会雑誌 Vol.28 No.1 

2013 P.2-P.6 

 

チーム医療教育はᒱ㜧医療科学大学の

ᘓ学の精神である「人間性」「学際性」「国

際性」の向上を目的とし，本学の特Ⰽを

活かした⊂自のプログラムである。 

 チーム医療に最も必要とされる資質

を担保し，現在の医療現場で通用する”

医療人”となることを目標とした教育の

充実について考察した。 
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 Relationship between 

life satisfaction and 

sympathovagal balance in 

healthy elderly males at 

home at night 

（健常高齢男性のኪ間に

おける交感神経バランス

と生活満足度との関連） 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 24年 10

月 

 

Health Vol.4 No.11 

2012  

P.1068-P.1072 

 

 ኪ間自Ꮿで起床中の健常高齢男性 39

名の心ᢿ変動（RR間㝸）と身体加㏿度を

計 した。 

身体加㏿度の低い時間についてのみ，心

ᢿ変動データの高周波ᖏ域パワーの規

格್（್が高いほど交感神経ඃ位）を

算出した。その್と質問紙より点数化し

た生活満足度との間に統計的有意な㈇

の相関を確認した。この結果より，生活

満足度の高い健常高齢男性ほど，ኪ間自

Ꮿで起床安㟼時に交感神経⣔ඃ位にあ

ることが示唆された。 

 

本人担当部分：データー解析と論文の構

成を担当した。 

共著者：Kohzoh Yoshino，Ᏺ本とも子，

Takahiro Itagaki，shigetaka Iketani， 

Masami Nagata， Morihiro Thujishita 

 

The Factors that Inhibit 

the Health Behaviors of 

Adulthood Women 

（成人女性の保健行動を

ᢚ制する因子について） 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 27年 3

月 

 

医療福♴情報行動科

学研究 第 3号 

2015 P.1-P.8 

 

本研究では，ึ発の乳がん患者で，手術

療法の後に化学療法の 2回目を⤊した

以㝆の患者から，仕事を継続している患

者を対象とし，「仕事を継続してく上で

の困難」についてಶ別に半構造的インタ

ビューを行った。  

 この結果，7つのカテゴリー，「治療の

作用からくる身体的ⱞ痛」「仕事に✰

をあけることに対する⏦しヂなさ」「

発への不安から仕事をセーブする」「職

場の配慮不足」「受診のしにくさ」「治療

の作用から仕事の能力がⴠちている

のではないかという不安」「病名告知に
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 身体ᣊ᮰一時的中᩿に

関する看護師のアセスメ

ントの視点についての考

察 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 27年 3

月 

 

医療福♴情報行動科

学研究 第 3号 

2015 P.13-P.19 

 

 本研究の目的は，精神科病Ჷで身体ᣊ

᮰中患者のケアに携わる看護師が，日常

生活援助場面において，ᣊ᮰一時中᩿が

可能かどうかのアセスメントをどのよ

うな視点で行っているかを明らかにす

ることである。 

 その結果，Ӑ通がᅗれるӑӐ約᮰が

出来るӑӐ⯆ዧ・大声がないӑӐ暴力が

ないӑӐ⥭ᙇがないӑӐ✜やかである

ӑӐ㣗事が㣗べられるӑӐኪ間╧眠が

とれるӑӐ自യがない（うつ状態の患

者）ӑの 9つのカテゴリーが見出された。 

 

本人担当部分：研究の総括をおこなっ

た。 

 

共著者:上山千恵子，Ᏺ本とも子 

 

 認知症高齢者を護す

るፉ護者の体験 

―護生活の中で体験す

る困難と，護生活の支え

となるもの― 

 

共著 

 

平成 28年 10

月 

 

奈良学園大学紀要第 5

集 

p. 67-79 

 

 在Ꮿ認知症高齢者の護者（ፉ）が体

験する困難と，護者の護生活での支

えとなっている要因について明らかに

した。調査対象は在Ꮿፉ護者 15名で

半構成的面接調査をおこなった。その結

果，護者が体験する困難として「親の

現状を受け止める難しさ」「ᙺ割の両立

から生じる困難」 「自分がやらなけれ

ば」「護協力者との間に生じるࡎれ」

などの 7カテゴリーが，生活の支えとな

っているものとして「変わっていく親を

共有できる存在」「護を分担してくれ

る家族」「護効果の実感」などの 4つ

のカテゴリーがᢳ出された。このような

ፉ護者特有の状況を理解したうえで

の支援が重要であることが示唆された。 
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 Influence of Job 

Stressor on Coping 

Behavior 

（仕事ストレッサーが対

ฎ行動にえる影響） 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 29年 2

月 

 

Journal of 

Information and 

Behavioral Science 

for Health and 

Welfare 

医療福♴情報行動科

学研究 

Vol 4. 2017 

p. 51-60. 

 

 㣗ရ〇造業者に勤務するᚑ業員 168人

を対象とし，仕事ストレッサー因子が対

ฎ行動にどのように結びついているか

を検ドした。重回ᖐ分析の結果，計画的

対ฎ行動と要求度，㔞度，技能活用に

有意な関連性があり，自己⟶理能力が高

く，目標達成まで自分なりに計画を立て

行動する傾向にある者が計画的対ฎを

採用する傾向にあることがわかった。ま

た，積極的協力౫頼行動と，サポート・

技能活との間に有意な関連性があり，周

ᅖとコミュニケーションが良好でサポ

ーティブな状況が⫼ᬒにあり，また課題

を整理し他者にఏえられる知識や技術

のある者が，積極的協力౫頼を採用する

傾向にあることがわかった。計画的対

ฎ，積極的協力౫頼といったポジティブ

な対ฎを実行するためには，本人の知識

や技術を活用できる仕事に就かせるこ

とや，ᬑ段からのサポーティブな組織作

りが大事であると考えられる。 

 

 

本人担当部分：研究の総括をおこなっ

た。。 

 

共著者: Nanae Shintani, Hiroyasu 

Nagaoka, Tomoko Morimoto 

 

（その他 ) 

 

    

―事― 
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護福♴学事 

 

共著 

 

平成 26年 10

月 

 

ミネルヴァ書ᡣ 

 

 本書は「護福♴学」の構⠏のための

エビデンスを確立することを主たる目

的としている。㞄接㡿域の学問を学びつ

つ護福♴学特有の学問体⣔を構⠏す

ることが重要である。 

「護福♴学事」は護の社会的ニー

ズに対して，専門的な知識をᣢって対応

できる人材の育成とサービスの向上に

寄するため，教育の根ᣐとなる「護

福♴学」に関する知識・技術の共通理解

のࢶールとして活用できる内容とした。 

 

B5ุ 全 829頁 

共・編者：日本護福♴学会事編⧩委

員会  

 

本人担当部分：P546-547を単著。 

「㞀害児に対する護福♴」 

㞀害児の定⩏・概念・考え方について述

べ，㞀害児に関する護，福♴の実践や

制度の現状を明らかにした。また，㞀害

児に対する護について，近現代ྐか

ら，ノーマライࢮーションの浸㏱までの

⫼ᬒや経過を説明し，㞀害のある子ども

も社会の中で他の人々と同じように生

活でき，活動することができるための展

望と課題について考察した。 

 

―研究報告書― 
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「乳がん患者のワーク・ト

リートメントバランスを

支える患者支援プログラ

ムの開発」 

 

共著 

 

平成 26年 3

月 

 

文部科学省学術⯆

会 

文部科学省科学研究

費助成金（基┙研究 C）

研究成果報告書 

（平成 23 年～平成 25

年） 

 

A4ุ，全 27頁 

 

 本研究では，乳がんを患い外来で化学

療法を受けているものの就労を継続し

ている者を対象として，対象者の抱えて

いるⱞ悩や課題をインタビューにより

明らかにした。またその結果をもとに，

患者支援の関係機関が集まり，援助のあ

り方についての検討を行った。 

 

本人担当部分：統計解析および研究の総

括をおこなった。 

 

共著者：新谷奈ⱑ，Ᏺ本とも子，立川ⱱ

樹，岩永ㄔ，堀ཱྀ和子，中村ⓒ合子，小

池恵理子，永岡⿱康，新谷昌ஓ 

 

―総説― 

 

    

 地域で生きるデンマー

クの高齢者住ᒃ 

 

単著 

 

平成 22年 5

月 

 

大阪保㝤医雑誌 

大阪府保㝤医協会 

第 38巻 522号 

P.30-P.35 

 

 北Ḣㅖ国のなかでも「高齢者住ᒃ」に

ついて⊂自な発展を㐙げ，1987年に施設

ᘓ設を結するという政策転に踏み

切ったデンマークの高齢者住ᒃと日本

の画期的な高齢者共生住Ꮿの事例を取

り上げ，新しいステージに✺入した日本

の今後の高齢者住ᒃの在り方を検討し

た。 
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⤊末期㏱析についての意

識と実態調査報告書 

 

共著 

 

平成 28年 3

月 

 

ばんび 

NPO法人奈良県⭈友会 

2016年 春号 No.87 

P.3-P.12 

 

 ⤊末期医療についての関心の高まり

とともに⤊末期⭈不全医療のありかた

についての議論も高まりをみせている。

㏱析患者の⤊末期の意思決定を支える

医療・ケアは転期を㏄え，今まさにそ

の実現に向けて大きく動きはじめてい

る。しかし，㏱析患者は生きるため，

を⧅ぐために㏱析を㑅ᢥしているので

あって，⤊末期のことを主体的に考える

ことは，健康な人がそれについて考える

ほど容易なものではない。 

 そこで，平成 27年 8月下᪪～9月下᪪

にかけて奈良県⭈友会事務所の協力を

得て，会員のⓙ様を対象に「⤊末期㏱析

についての意識と実態調査」を実施し，

その結果をまとめた。 

 

本人担当部分:統計解析及び研究の総括

をおこなった。 

 

共著者:Ᏺ本とも子，田場真理 

 

地域で生活する高齢者の

⅏害時㠀難状況に関する

文献検討 

 

共著 

 

平成 29年 2

月 

 

医療福♴情報行動科

学研究 

vol.4 P.19-P.25 

 

 ୡ⏺各地で自↛⅏害がቑ加している。

高齢者人ཱྀの割合がୡ⏺で比㍑的高い

国々での自↛⅏害がቑ加しているとい

う現状がある。このような状況にありな

がら近年,わが国の高齢化は加㏿してお

り,高齢者人ཱྀの割合はୡ⏺で最も高

い。東日本大震⅏では死者うち 60歳以

 

 

     

  

 

―国際会議発表― 

 

    

 Effects of a Stuffed 

Animal Designed for 

Nursing Care 

 

（護用ࡠいぐるみの効

果） 

 

— 

 

平成 22年 9

月 

 

6th International 

Conference of Health 

Befavioral Science 

 

Sustainable Health 

Promotion:Dialogue 

on Well-being & Human 

Security in 

Environmental Health 

(Kuala Lumpur, 

Malaysia) 

 

 本研究の目的は，施設入ᒃ高齢者の癒

しと QOLの向上を考慮した「 かい護

用⦭いぐるみ」の効用を検討することで

ある。コーエンマンスフィールド（CMAI）

調査票をもとに⦭いぐるみ使用前・後の

高齢者の行動の変化を比㍑した。結果と

して「同じことを繰り返し言う（質問す

る）」に有意なᕪがみられた。 

 

担当部分：研究の総括を行った。(P.86) 

共同発表者:Ᏺ本とも子，新谷奈ⱑ 
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 Study about quality of 

life(QOL) of home oxygen 

therapy patient and 

related facters of actual 

life situation 

 

（在Ꮿ㓟⣲療法患者の㹏

㹍㹊と生活実態との関連

について） 

 

— 

 

平成 23年 10

月 

 

Proceeding of the 2nd 

East Asian 

Ergonomics 

Federration 

Symposium (EAEFS 

2011)National Tsing 

Hua University, 

Hslnchu Taiwan, 4-8 

October 2001 P.48 

 

 在Ꮿ㓟⣲療法患者の生活実態と QOLの

関連を明らかにするために，患者の QOL

に関連する生活実態の要因を検討した。

その結果，患者の活力や心の健康に⫵理

学療法の理解度が高いことが明らかに

なった。⫵理学療法の理解度が高い患者

は認知能力も高く，自己⟶理ができてお

り，患があっても前向きな生活を㏦っ

ていることが明らかになった。自己⟶理

能力を身につけるためにも理学療法な

 

 

 

 

   

 

 

 Difficulty in 

continuing job for breast 

cancer patients getting 

chemotherapy 

 

（化学療法後の乳がん患

者が仕事を続ける上での

困難） 

 

— 

 

平成 24年 3

月 

 

30th Congress of the 

International 

Commission on 

Occupational Health 

(ICOH  2012),Cancun 

center 

(Mexico) 

 

 乳がんの治療は化学療法を含むこと

から，作用による身体的ⱞ痛を伴う。

しかし外来通院で治療を受けながら仕

事をこなしている患者が多いことから，

通院により化学療法を受けている乳が

ん患者の仕事と治療を継続していく上

での困難を明らかにすることを研究の

目的とする。 

 A県内のがんᣐ点病院で乳がんと診᩿

され，化学療法を受けている患者で仕事

を継続している患者 6名を対象とし，「仕

事を継続していく上での困難」について

半構造的インタビューを行った。結果か

ら７つのカテゴリがᢳ出された。カテゴ

リは࠙治療の作用からくる身体的ⱞ

痛࠙ࠚ 仕事に✰をあけることに対する⏦

しヂなさ࠙ࠚ 発への不安から仕事をセ

ーブする࠙ࠚ 職場の配慮不足࠙ࠚ 病院のシ

ステム上の不౽࠙ࠚ 治療の作用から仕

事の能力がⴠちているのではないかと

いう不安࠙ࠚ 病名告知により同に気を

㐵われる㎞さࠚで構成されていた。 

 

本人担当部分：研究の総括を行った。 

 

共同発表者：Nanae Shintani，Tomoko 

Morimoto 
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Remote Fitness System 

Advantages with Exercise 

Classes for 

Community-dwelling Older 

People 

(地域在住高齢者の運動教

室に遠隔フィットネスシステ

ムを使用する利点) 

 

― 

 

平成 29年 4

月 

 

32nd International 

Conference of 

Alzheimer's Disease 

International, 

Kyoto, Japan 

 

 自Ꮿで生活する地域在住高齢者を対

象とした運動教ᐊに遠㝸フィットネス

システムを用いることの可能性を明ら

かにすることを本研究の目的とした㸬 

 奈良県内の特別養護⪁人࣍ーム 1施設

に遠㝸フィットネスシステムを設⨨し，

遠㝸フィットネスシステムを使用した

運動教ᐊを週 1回 30分間自Ꮿで生活す

る 65歳以上の地域高齢者 10名に対して

1ࣨ月間開ദした㸬その結果，対象者の

ᒓ性は女性 9名，男性 1名㸬平均年齢は

81.5歳（SD=5.8）であった㸬 

 分析の結果，遠㝸フィットネスシステ

ムを使用した運動に参加して悪かった

ことについてのッえはなく，利点につい

ての意見のみであった㸬 

 遠㝸フィットネスシステムの利点と

して，32コード，8サブカテゴリー，4

カテゴリーがᢳ出された㸬地域高齢者は

運動内容を覚えていることができない

ため，自Ꮿにて一人で運動を行うのは難

しいと感じていたが，遠㝸フィットネス

システムを使用すれば運動指導者の動

きを実際に見ることができ，指導者から

の指示をその場で受けながら運動を行

えるため，真に運動に取り組むことが

でき，効果的な運動の実施につながって

いると感じていたことが明らかとなっ

た㸬これらのことから，遠㝸フィットネ

スシステムを使用すれば，認知症など記

᠈㞀害がある高齢者に対しても効果的

な運動指導が行える可能性が示唆され

た㸬 

 

本人担当部分：研究計画書の立案と調査

結果の分析をおこなった㸬 

 

共同研究者：田中和奈，吉村㞞ୡ，吉村

昌子，東中㡲恵子，Ᏺ本とも子 

 

―国内学会発表― 
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 あらかじめの ⇕่⃭

によるストレス防ᚚ効果

について 

 

— 

 

平成 23年 3

月  

 

日本医療福♴情報行

動科学会第 6回大会ᢒ

録集 

（ᒱ㜧市） 

 

 精神的ストレスの一種として，マウス

ಶ体に対する水浸ᣊ᮰ストレスによる

⫶₽⒆発生モデルを用い，あらかじめの

 ⇕่⃭がその後のストレス暴㟢への

防ᚚ効果を示すことを検討した。免染

Ⰽ法の解析結果で，あらかじめの ⇕ฎ

理群では 8.2%のアポトーシスの減少が

みられた。(P.11) 

 

本人担当部分：結果の分析をおこなっ

た。 

 

共同発表者:山形力生，高橋昭久，Ᏺ本

とも子，大西武㞝 

 

 地域における福♴講演

「QOLを高める高齢者の生

き方」（１）―「ストレス

に関する学びの検討を中

心に― 

 

— 

 

平成 23年 6

月  

 

日本保㝤医療行動科

学会  

第 26 回学術大会ᢒ録

集 

（大阪府高ᵳ市） 

 

 本研究の目的は QOLを高める高齢者の

生き方をテーマとした地域住Ẹのため

に企画した福♴講演への参加による地

域住Ẹの学びの成果を検討した。福♴講

演での学びを今後の生活の中で具体的

に活用していこうと考えているととも

に，福♴講演会に参加したことが今後の

生きる⣊になっていたことが推 され

た。 

 

本人担当部分：福♴講演会の講師であ

り，講演後のアンケートの分析を行っ

た。 

 

共同発表者：新川Ὀ弘，Ᏺ本とも子 

 

 在Ꮿ㓟⣲療法患者の QOL

に影響をえる護者の

支援方策の検討 

 

— 

 

平成 24年 3

月  

 

日本医療福♴情報行

動科学会第 7回大会ᢒ

録集 

（大阪市 メルパル

ク大阪） 

 

 不可㏫的に進行する⫵病変がある៏

性྾不全患者の在Ꮿ療養生活を⥔ᣢ

するためには，気㐨感染の予防や日常生

活活動の㐺切な制㝈といった患者自身

の自己⟶理に加え，それを支える護者

のᙺ割が重要である。本研究では，患者

の QOLに影響を及ぼす護者への支援方

策を検討することを目的とした。(P.12) 
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 看護師国家試験の出題

基準に沿った講⩏内容の

検討 

 

— 

 

平成 24年 6

月 

 

日本保健医療行動科

学会 

第 27回 ᢒ録集 

（ᒱ㜧市） 

 

 本研究では，看護師国家試験出題基準

に沿った小項目に対する講⩏の有無を

明らかにし，教授内容の過不足や効果的

な教授について検討することを目的と

した。(P.78) 

 

本人担当部分：研究の総括を行った。 

 

共同発表者：渡㑔美幸，奥ⓒ合子，小平

由美子，⟪ᾆ文ᯞ，Ᏺ本とも子 

 

  高齢者を対象とする調

査研究の評価について 

 －護⪁人福♴施設で

アクティビティケアとし

て遠㝸フィットネスシス

テムを用いる研究からー 

 

— 

 

平成 29年 6

月 

 

日本保健医療行動科

学会雑誌 （千葉県㬞

川市） 

 

 本研究の目的は特別養護⪁人࣍ーム

に入所する高齢者に対し遠㝸地フィッ

トネスシステムを用いた運動療法の実

施から，要護高齢者を対象とする調査

研究の方法について示唆を得ることで

ある㸬対象は護⪁人福♴施設入所の高

齢者㸷名(女性 1名、男性 8名)㸬調査期

間は平成 28年 5月～6月㸬平均年齢 86.6

歳，要護度 1～４(平均 2.4）であった。

フィットネス運動は 1回 30分，週に 1

回ⅆ᭙日の 13:00～13:30の時間で計 4

回実施した㸬実施のึ回と⤊後、健康

感と生活の満足感を VASスケールで評価

した㸬⤊後グループフォーカスインタ

ビューにより感想を⫈取した㸬インタビ

ュー内容の分析を行い，VASスケールは

統計的ฎ理を行った㸬その結果、実施前

後で健康感が数್的に低下していた。こ

のことは「思うように動かない身体を実

感する」ことになり健康感に影響するも

のであったと考えられる㸬高齢者の感想

からは，ただ運動するだけでなくಶ別な

対応を受けることを心地よく感じてい

ると考えられた。護に関わる職員の言

動は効果があったとุ᩿できるもので

 

 

 

 

 

 

 

―シンポジウム― 

 

    

 第 25回 日本保健医療

行動科学会学術大会 

 

－ 

平成 22年 6

月 

 

主ദ：日本保健医療行

動科学会 

群馬県前橋市 前橋

プラザ元気 21 

 

一般演題発表 ᗙ長 
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 第 41回日本看護学会 

⪁年看護 学術集会 

 

－ 

平成 22年 9

月 

 

主ദ：日本看護学会 

奈良県奈良市 

なら 100年会館 大࣍

ール 

 

演題：「高齢者の QOLを㏣及する―今果

たすべき看護のᙺ割」 

コーディネーター 

 

 6th International 

Conference of Health 

Befavioral Science 

（第 6回国際保健医療行動

科学会議） 

 

－ 

平成 22年 9

月 

 

主ദ：International 

Conference of Health 

Befavioral Science 

マレーシア 

クアラルンプール 

 

演題:"Religious Hypnosis" 

ファシリテーター 

 

 第 26回 日本保健医療

行動科学会 学術大会 

 

－ 

平成 23年 6

月 

 

主ദ：日本保健医療行

動科学会 

大阪府高ᵳ市 

大阪医科大学看護学

部 

 

基調講演：「⅏害とリスクコミュニケー

ション」ᗙ長 

ポスター発表 ᗙ長 

 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月      

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

 第 27回 日本保健医療

行動科学会 学術大会 

 

－ 

平成 24年 6

月 

 

主ദ：日本保健医療行

動科学会 

ᒱ㜧県ᒱ㜧市 

じࡹうろくプラザ 

 

基調講演：「医療⣔大学におけるチーム

医療教育の実際―医療のパラダイムシ

フトに向けて―」 

講師 

 

 第 9回 日本フットケア

学会 ᒱ㜧セミナー 

 

－ 

平成 24年 9

月 

 

主ദ：日本フットケア

学会 

ᒱ㜧県ᒱ㜧市 

じࡹうろくプラザ 

 

一般講演：「フットケアのための足の解

๗とケアそして歩行」 

ᗙ長 

 

 日本サーモロジー学会 

第 33回大会 

 

－ 

平成 28年 5

月 

 

主ദ：日本サーモロジ

ー学会 

奈良県奈良市 

奈良学園大学登美ࣨ

ୣキャンパス 

 

ᣍ待講演：「がん看護と体 」 

講師 

 

文部省科学研究費および

その他の研究助成金 
    

看護－126



 文部科学省科学研究費

補助金 基┙研究 C 

 

－ 

平成 23年～ 

平成 25年 

 

文部科学省 

 

研究題名：乳がん患者のワーク・トリー

トメントバランスを支える患者支援プ

ログラムの開発 

研究助成金：4,200千 

研究代表者：新谷奈ⱑ 

分担者：Ᏺ本とも子 

 

 文部科学省科学研究費

補助金 基┙研究 C 

 

－ 

平成 26年～ 

平成 28年 

 

文部科学省 

 

研究題名：乳がん患者の就労を支える 

Job recovery path の開発 

研究助成金：4,550千 

研究代表者：新谷奈ⱑ 

分担者：Ᏺ本とも子 

 

 奈良学園大学保健医療

学部共同研究費 

 

－ 
平成 28年 

 

奈良学園大学 

 

研究題名：看護学生と進める健康づくり

支援キャラバン㝲ー奈良県内過地域

を対象にー࠙2015年度継続課題ࠚ 

研究助成金：500千 

研究代表者：東中㡲子 

分担者：Ᏺ本とも子 

 

 奈良学園大学保健医療

学部共同研究費 

 

－ 
平成 28年 

 

奈良学園大学 

 

研究題名：↷度アップ❆のブライトケア

の可能性の研究ー認知症高齢者の╧眠

支援ー 

研究助成金：400千 

研究代表者：吉村㞞ୡ 

分担者：Ᏺ本とも子 
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年月日

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

シラバスの活用①ࠉ ①授業概要、評価方法、教科書・参考ᅗ書を示し
た。学生の授業評価は、「シラバスに沿った授業
である」、「資料の㔞は㐺当であった」という評
価が高かった。

プロジェクターを用いたスライドの活用②ࠉ ②教科書の中で重要事項はパワーポイントを用い
てスライドにして示した。スライドは資料として
印ๅし配付した。学生の授業評価は、「シラバス
に沿った授業である」、「資料の㔞は㐺当であっ
た」という評価が高かった。

教科書以外に講⩏用資料を作成し活用③ࠉ ③最新の統計や教科書にない情報、最新の情報な
どはその都度、別資料を作成し配布して活用し
た。ࠉ学生の授業評価は、「シラバスに沿った授
業である」、「資料の㔞は㐺当であった」という
評価が高かった。

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

教育方法の実践例ࠉ１

―⩏講―ࠉ

１）奈良県立医科大学看護短期大学部看護学科
「⪁年看護学Ⅱ」�援助論）

奈良県立医科大学看護短期大学部看護学科「⪁年
看護学Ⅱ」�援助論）ࠉ（�年次生��名、通年�単位
��時間）で講⩏内容と進行計画及び評価方法等を
示すことで、学生に授業の概要を周知すると共
に、予習・復習できる内容を示すことで学習効果
を高めることを目的とした。

によるミニレポートの活用「出ᖍ表」④ࠉ ④学生の理解した内容・程度、授業の感想を知る
ために活用した。同時に、学生自身が記述するこ
とで自己の学びを確認・ᙉ化することを支援する
方法として活用した。
ẖ回、出ᖍ表として、学び・感想、時にはテーࠉ
マを示し、学生のコメントを書かせた。学生は⇕
心に記入していた。学生の記述から学習の程度や
状況を確認できた。また、次の時間に一部を⤂
したり、補足したり、質問に答えたりすることで
フィードバックを行うことができた。その�つに、
ึ講の時に高齢者のイメージをⰍにたとえて記述
してもらい、次の講⩏で学生がఱⰍを示している
か傾向を統計でフィードバックする方法を活用し
ている。学生は次の出ᖍ表の感想で、自分たちが
高齢者をどのⰍでイメージしているか、他の学生
はどのようにイメージしているかを知ることがで
きたと感想をのべている。この方法は、後述の
「⪁年看護概論」「護概論」と、援助の対象が
高齢者となる科目を学ࡪ学生達に活用している。
学生のⰍイメージの傾向は、⅊Ⰽ、Ⲕࠉ深⥳、࢜
レンジをイメージする傾向にあった。この結果を
学生に示すことで、自分たちが高齢者をどのよう
にⰍイメージしているかに気づき、今後の授業を
通して、これからの高齢者を心身社会的に理解す
ることにᙺ立つと考える。出ᖍ票のコメントから
高齢者を肯定的に見ようとする姿勢が感じられ
た。

教 育 研 究 業 績 書

令和��年��月���日ࠉࠉ

氏名ࠉ�吉村ࠉ㞞ୡ

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

看護学 高齢者、⪁年看護学、42/、≀語、人間行動科学
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年月日事項 概 要

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

事例による看護過程のペーパーシュミ⑤ࠉࠉ
レーションの活用ࠉࠉࠉ

⑤患を抱える高齢者理解を深める、また、看護
過程をリアリティに考える能力を高める学習方法
として活用した。

高齢者に特徴的な患の事例を多用し、看護過ࠉ
程の展開を、�人で、又はグループでペーパーシュ
ミレーションする演習に活用した。演習では、グ
ループで立案した看護計画を実演・発表し、クラ
スでの共通理解をᅗった。事例は、⬻᱾ሰ、大⭣
㦵㢕部㦵ᢡ、⫵⅖、パーキンソン病、認知症、
&23'といった高齢者に特徴的な患をᣢつ事例と
した。

ն講⩏用教科書の作成と授業への活用ࠉࠉ
一部執筆（掲）ࠉࠉࠉ

ն授業する内容を１のまとめた教科書を作成し
活用した。

の一部を執筆し講⩏用の教科書「年看護学⪂」ࠉ
を作成した。著書の項目を参↷。%�版で、国家試
験の⪁年の㡿域に関する問題に対応している。
患を抱える高齢患者看護の知識・事前学習として
活用できるものである。特に、事例の演習や実習
で活用できるᅗ書であると確信している。

շグループワークと発表を活用ࠉࠉ շ自己の学びを表出する場、他者の意見を⪺く場
として活用した。

他者の考えや力をりて自己の考えを発展させࠉ
ることを目的とした。ẖ回��分程度�～�人の学生
同士で話し合い、発表する時間を作った。特に、
学生が対話し意見を交することで、人の話が⪺
ける、自己の思考を外在化する、他者の意見を取
り入れる、自己の学びを発展させる、学びを共有
する、といった学習効果をࡡらった。実施後のレ
ポート・感想より学生は他の学生の意見が⪺け
た、自分と同じ意見の人がいることで自己を肯定
できた、自分とは違う意見が参考になった、看護
について考えを発展できたといった感想があり、
短時間のグループワークは効果があると評価でき
た。

ո課題レポートの活用ࠉࠉ ո学生が、自ら課題をᣢって高齢者理解に取り組
むことの支援として活用した。また、��時間の学
習時間を効果的に使う方法として活用した。

約����字程度で、⪁年看護で特に学びを期待しࠉ
たい点をテーマにした。（例：貴方の高齢者イ
メージ、⪁年看護の特徴等）レポートから学生は
ಶ々に高齢者の特徴をᥗんでいるとุ᩿でき、高
齢者について記述する機会を作ることは教育的効
果があると評価できた。
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年月日事項 概 要

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

ջ'9'・ビデ࢜の内容を活字にして印ๅ資料とて作
成し、高齢者理解の学習支援として活用した。視
⫈中はᫎ像に集中し、後で資料を確認することで
学びを深めることを期待した。

授業評価でᫎ像は効果的に使われていたと言うࠉ
評価であった。また、出ᖍ表の感想でもᫎ像の資
料がよかったという記述があった。

չ高齢者体験の活用ࠉࠉ
市㈍の高齢者・㞀害者体験具の活用ࠉࠉࠉ
学生と共に2+3シートを用いて高齢者ࠉࠉࠉࠉ
。㙾を作成し、体験学習で活用する║ࠉࠉࠉࠉ

չ学生が経験したことのない運動機能・視⫈覚機
能の低下した高齢者を理解することの支援として
活用した。

高齢者体験具、白内㞀║㙾を活用し、学生にࠉ
とって、加齢による視⫈覚機能と運動機能の㞀害
という未知のୡ⏺を体験することで、高齢者に対
する看護の必要性を理解し、看護の方法を検討し
実施する意ᕤኵと行動力が養われることをࡡら
いとしている。
体験内容は視力、⫈力、⓶の触覚、ᅄ⫥の関ࠉ
⠇ᣊ⦰等である。生活体験を取り入れることで、
生活機能のアセスメントにもᙺ立っている。体験
レポートには看護学生として体験した加齢に対す
る㦫きや看護の必要性が記述されていた。学生は
体験を高齢者理解にᙺ立て、⪁年看護の目的を理
解することで実践に向けて意ᕤኵがなされると
評価している。

պ視⫈覚教材の活用ࠉࠉ պ高齢者をイメージしにくい環ቃにᬽらす学生
に、よりアクチュアリティな高齢者理解を支援す
るため活用した。高齢者の実際や加齢による身体
機能の低下を動画（ビデ9'・࢜'）で見せること
で、より現実的な高齢者理解をᅗろうとした。

ռアクティビティケアの企画・実践を演習ࠉࠉ
。として実施するࠉࠉࠉ

ռレクリエーション実践方法・技術を獲得するこ
とで、アクティビティケアの能力を高めることを
目的とした。グループでレクリエーションを企画
し学生同士で実践・演習を行う。

演習では、企画書を作成し、目的・目標、方ࠉ
法、注意事項を明らかにしておく。実施後は目標
の達成状況をまとめ次回の課題まで検討する。ア
クティビティケアは護⪁人保健施設での実習で
活用できる援助技術の能力を高める。また、企画
書を用いた実践は、問題解決思考のカ⦎であり、
看護過程の実践⦎習も意ᅗしている。学生には企
画・アイデア・発想の力があり、アクティビティ
ケアを企画し実践することを通して、看護の企画
力・行動力の向上をᅗれると考えた。学生は自分
たち学生が相手であるが、できるだけ高齢者をイ
メージしようと高齢者体験具を活用するなど積
極性と行動力が見られた。次年度の⪁年看護実習
（特別養護⪁人࣍ーム、護⪁人保健施設）で実
際の入所者に対して実践するときその成果が発
できていると自己評価している。
また、看護過程の展開を指導する歳、学生が教ࠉ
ᐊで経験した出来事も実在性をᣢつ経験として学
びを助けていると考え、学生の体験・経験の機会
を作るᕤኵをしている。

ᫎ像の活字化'9'・࢜ջビデࠉࠉ
資料作成、活用ࠉࠉࠉ
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年月日事項 概 要

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

ր看護の実際をリアリティにシュミレーࠉࠉ
ションするための事例のᕤኵ・活用ࠉࠉࠉ

ր高齢者の健康レベルに応じた看護過程の展開を
学習できる事を目的に事例を作成した。

事例は転ಽ・㦵ᢡの発症から、ᦙ㏦、入院、治ࠉ
療、リハビリ、施設入所、在Ꮿへと一連の経過を
ᣢつ事例を作成した。学生は各健康レベルに取り
組み、看護過程の展開をペーパーシュミレーショ
ンしていった。շսのグループワーク・発表をే
用した。

の子の作成・活用ࢶーࢶտアセスメントࠉࠉ տ看護過程を展開する際、多様でಶ別的なの高齢
者の情報収集とアセスメントを助けるࢶールとな
ることを目的に作成した子である。ࠉ㡿域㈐任
者と共同で作成し活用した。（片面印ๅ��頁）

高齢者の「日常生活行動」、「感覚ჾ」、「栄ࠉ
養」、「認知機能」をアセスメントすることを助
けるもので、観察とアセスメントの視点を示し、
実際に記述できるシートを⥛った。改良長谷川式
認知症⡆易スケールや褥⒔のスケール、転ಽス
ケール等も使用した。その後の、「⪁年看護学実
習」で実際に活用し、高齢者理解を深め高齢者の
多様性とಶ別性の理解にᙺ立てることができてい
たと評価している。

体験見学の活用ࠉվ福♴パークࠉࠉ վ奈良県立福♴パークが保ᣢする、護具、自助
具、住Ꮿ設備を活用し、学校で保ᣢするものより
さらに多くの用具を用いて高齢者体験や生活体験
を行い、高齢者理解を深めることを目的とした。
奈良福♴パークは学校から㌴で��分の場所にある
護実習ᐊをᣢつ施設である。

ここでは、高齢者体験具を着して、護住ࠉ
Ꮿ体験、各種㌴᳔子・トイレ・ᾎᐊ・自助具の体
験をおこなう。また、㌴᳔子の自㉮・他㉮や視覚
㞀害者として運動公園、模ᨃ交ᕪ点などをᩓ策・
歩行体験をおこなう。実施後のレポートから、学
内ではできない、より生活に近づいた体験ができ
たという感想があった。

սナラティブアプローチの視点を取り入れࠉࠉ
たグループワークࠉࠉࠉ

ս前述の「շグループワーク」をより効果的に実
施できる方法として、学生の姿勢を明確にするた
めに「ナラティヴ」論を活用した。

テーマについて語り合い、語られたものを発表ࠉ
する機会を「ナラティヴ」の考え方で指導した。
全体で��～��分のナラティヴ・アプローチといえ
るもので、「学生は発表しなければ」という気ᣢ
ちから「自分の意見を語る」という気分の転が
あると考えている。感想では、「グループ内での
語り合いは、他の学生の意見や思いを知ることが
でき、考えを広げることができた」「全体での発
表も様々な考えがあることがわかった」と好評で
あった。

看護－131



年月日事項 概 要

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年��月
～平成��年�月

ց「昭和を生きた高齢者」をテーマにグルࠉࠉ
。ープワーク、スライドで成果発表の活用ࠉࠉࠉ

ց自分たちとは違うୡ代の高齢者の理解を深める
こと、また、積極的な高齢者理解を行うことを目
的に「昭和を生きた高齢者」というテーマで�～�
名のグループワーク・発表を課題として計画し
た。

、各グループで㣗事、生活、㐨具、㡢ᴦ、ፗᴦࠉ
ファッション、流行、医療、ᡓதといったテーマ
を決め、グループワークをおこなった。グループ
ワークの概要はึ講時に示し、発表は⤊講時に
行った。成果はパワーポイントでスライドを作成
し発表した。発表内容は学生達が体験したことの
ない、今まで┤接関わったことのない、高齢者
（後期）の生きてきた社会についてであった。ス
ライドは発表資料として子にした。学生に配布
するとともに、実習施設へも学生のレディネスと
して配布した。レポートでは高齢者の活きた時代
に近づけたという感想があった。これらの活動・
学びは、次の年の各論実習に生かされ、高齢者の
視点で生活を考えることができていると自己評価
している。学生の発表内容は一部学生達の同意を
得て、࢜ープンキャンパスで掲示している。参加
している学生より付き添いの∗母から「かし
い」と好評である。

奈良県立医科大学医学部看護学科「⪁年看護学概
論」（�年次生��名、前期��時間中、�～�時間）に
おいてᕥ記①～④、ն～ջ、սをᕤኵ･活用した。

ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科「看護学概
論」（�年次生���名、後期��単位）でᕥ記①～
④、ն～ջ、սをᕤኵ･活用している。

ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科「⪁年臨床
看護」（�年次生���名、前期��単位）でᕥ記①～
ցをᕤኵ･活用している。

ᒱ㜧医療科学大学保健科学部ᨺᑕ⥺学科、臨床検
査学科㑅ᢥ科目「看護概論」（�年次生���名、後
期��単位）でᕥ記①～④、ն～ջ、սをᕤኵ･活用
している。

ナーシンググラフィカ全��の電子教科書を活用
している。特に「高齢者の健康と㞀害」「高齢者
看護の実践」を講⩏中では、ᅗ表やᫎ像をスライ
ドとして活用している。ᒱ㜧医療科学大学保健科
学部看護学科「⪁年臨床看護」「⪁年臨床看護実
習」で活用している。

奈良県立医科大学医学部看護学科「⪁年看護学概
論」（�年次生��名、前期��時間）においてᕥ記①
～④、ն～ջ、սをᕤኵ･活用した。

ւデジタル教科書の活用ࠉࠉ

看護－132



年月日事項 概 要

平成��年��月
～現在に至る

平成��年�月
～現在に至る

平成��年��月
～現在に至る

փ動画ࠉLSDGで学生が視⫈できる動画を作成し
た。ヂ��分ࠉ高齢者体験用具の着、歩行や階
段᪼㝆、見え方、ᕦ⦓作業の困難等を順を㏣って
経験できるようにᕤኵした。学生はಶ々にLSDGか
ら実際のᫎ像で予習をして、演習に望むことを期
待している。

平成��年�月
～現在に至る

ք授業の中で大学の所在地の地域包括支援セン
ターに౫頼し、学生を対象に認知症サポーターཱྀ
ᗙを開ദした。᪤習の認知症ケアの認知症サポー
ターではあるが認知症患者と関わる動機付けが期
待した。学生はサポーターというᙺ割に⯆を
ᣢっていた。

平成�年�月
～平成��年�月

平成�年�月
～平成��年�月

平成�年�月
～平成��年�月

平成�年�月
～平成��年�月

奈良学園大学保健医療学部看護学科「⪁年看護学
概論」��年次ࠉ後期ࠉ��名�「⪁年看護学援助論」
��年次ࠉ前期ࠉ��名�では授業計画を作成し、授業
計画に沿って��回の講⩏を行っている。
前述の①～⑤、շ～ռ、ր～ւは一部変᭦し継続
した。②でのࠉẖ回スライドは��ᯛとし、ファイ
ルしやすいようにᕤኵした。④のẖ回の小レポー
トでは、必要時フィードバックし共有している。
学生がㄗった理解している場合の対応、学生の質
問に答える機会にもなっている。授業ึ日の小レ
ポートには「高齢者のイメージをⰍで示すことを
促す」。ẖ年ではあるが⅊Ⰽ、ⲔⰍ、࢜レンジが
多い。これは護学生も、ᨺᑕ⥺科の学生も同じ
傾向にある。
ն作成に関わった教科書は使用せࡎ、ナーシング
グラフィカシリーズ�メディカ出版）と看護学講ᗙ
�医学書院）をデジタル版と伴に活用した。չ高齢
者体験具は部分的着型の「⪁いたろう」から
スーࢶタイプに変᭦した。高齢者体験めがࡡの材
料を㏱明クリア࣍ルダと㯤Ⰽセロファンに変᭦し
た。վ福♴パーク見学は地域的に活用困難とな
り、その代わり学内演習に組み込み継続してい
る。տアセスメントࢶールは規模を⦰小して活用
している。ւではնと重複するが医学書院のデジ
タル版をే用し活用している。

―実習―ࠉ

փࠉ動画の作成ࠉLSDGで活用
・高齢者体験の方法
・྾ჾ検査の看護

２）奈良学園大学保健医療学部看護学科
「⪁年看護学概論」��年次ࠉ後期ࠉ��名�

「⪁年看護学援助論」��年次ࠉ前期ࠉ��名�

ք認知症サポーター養成講ᗙࠉ�コマを使い認知症
とケアの理解を深める。認知症サポーターとして
認知症患者と関わる動機付けも期待している。

ẖ日、実習開ጞ～⤊時間を実習指導の時①ࠉࠉ
間とした。学生が必要とするときに必要な指導を
行う。

①学生の実習中は共に病Ჷで過ごし、常時指導で
きる体制をとることを目的に行った。

実習マニュアル（要項）の作成、活用③ࠉࠉ ③学生が実習に望む際に可能な㝈り不安や心配を
取り㝖き、実習目標を理解し、実習行動が取れる
ことを意ᅗして作成した。実習要項は、実習の目
的、฿達すべき目標、具体的な実習方法、注意事
項を内容とし「要項を読めばཱྀ頭説明は付不要」
というスタンスで作成した。

看護過程の展開を中心に看護を実践する②ࠉࠉ ②看護過程を展開ができることを目的に、実習方
法は１人の患者を受ᣢつ方法を用いた。

実習調整、学生への実習指導を実施した。指導ࠉ
の内容は、実践の見Ᏺり、実習環ቃの整備・調
整、相談、学習支援、看護モデル、安全確保、カ
ンファレンス等である。臨地実習において学生が
自己の実習目標を達成できる環ቃを作る為に、教
材や方法にᕤኵした。実習は、⾑ᾮ・྾ჾ内科
病Ჷにおいて、１人の成人期の患者を学生に受け
ᣢち看護過程の展開を実施するもので、成人៏性
期の実習であった。

３）奈良県医科大学看護短期大学部「成人看護学
実習」（�年生次、�単位ࠉ���時間、�グループ�名
�グループ計��名を担当し、以下の取組を行った。
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年月日事項 概 要

平成�年�月
～平成��年�月

平成�年�月
～平成��年�月

平成�年�月
～平成��年�月

平成�年�月
～平成��年�月

平成��月�月
～平成��年�月

ո実習施設における学生の出㏄えࠉࠉ ո実習ึ日は、学生が病Ჷで受け入れられる存在
であることを感じることを期待して、病Ჷで学生
を出㏄えるようにした。

学生にとって、その実習場所で自分たちが尊重ࠉ
して受け入れられているかྰかで実習成果に影響
を及ぼすと考える。実習指導者と協力しながら、
共に学生を待ち受ける姿勢を示すᕤኵをした。学
生は病院実習、スタッフへの⥭ᙇ感を和らげ、ᣢ
てる力を発できたと評価している。

実習記録用紙の作成、活用④ࠉࠉ ④学生が実習目標を達成できる方法と手順とし
て、項目をྫྷして実習記録用紙を作成した。
データーベースは単位認定者の助言を下に「科学
的看護論」をべースして作成した。記録用紙の項
目に沿って記述すれば実習目標が達成できること
をࡡらい作成した。

⑤学生の実習目標を達成できる環ቃを作ることを
目的に実習計画ワークシートは作成した。指導教
員、臨地指導者用の記録である。ワークシートに
より担当する�名の学生の行動をはᢕᥱすると共
に、実習指導者との連携や、他のスタッフとの調
整にᙺ立てた。

շ実習前にバイタルサインの 定についてࠉࠉ
の技術チェックを行うࠉࠉࠉ

շ実習に際しての技術確認、基本的看護技術の確
認のためバイタルサイン 定の技術チェック、必
要な観察事項の事前学習を行った。実習がጞまる
までにチェックをして実習に望んだ。
受ᣢ患者はほとんどが⫵がん、⾑ᾮのがん患者ࠉ
であった。学生はがん患者との対話に悩みながら
ᚎ々に良い関係性を⠏き、ほとんどの学生が実習
最⤊日までには受け入れられる存在となり、必要
な情報が得られ、៏性期看護、がん看護の特徴を
学んでいた。

４）奈良県医科大学看護短期大学部看護学科
「年看護学実習⪂」ࠉࠉ

奈良県医科大学看護短期大学部看護学科「⪁年看
護学実習」�年次生通年�単位���時間�グループ�名
�週間の実習期間は「護⪁人福♴施設実習�週
間、護⪁人保健施設実習�週間」、「病院実習�
週間」で構成されていた。そのうち、「病院実
習」、��グループ計��名を担当した。今までの成
人៏性期の実習から、学生にとって患者、家族、
実習指導者、病Ჷ看護師との人間関係が学生の学
びに少なからࡎ㞀害になっていると感じた。そこ
で、指導では以下の�つոչを㏣加しᕤኵ活用し
た。前述の①～շに以下を加えた。

ն実習においてẖ日カンファレンスをおこࠉࠉ
なうࠉࠉࠉ

ն�日をまとめ、明日の計画を立案する機会を設け
る環ቃとして、ẖ日、カンファレンスを実施し
た。

実習計画ワークシートの作成、活用⑤ࠉࠉ
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年月日事項 概 要

平成��月�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

չ実習指導に際し、ナラティヴ・アプローࠉࠉ
。チを活用ࠉࠉࠉ

չ実習指導のಶ別面接の方法としてナラティヴ・
アプローチを活用した。

整形外科病Ჷでの実習で、加齢による関⠇の変ࠉ
形により運動㞀害から生活㞀害を抱え手術治療を
受ける高齢者が主な対象であった。ᐷたきりにな
る不安を抱える高齢者であるが、若い学生には実
感がⷧいと考えられた。特にᕤኵしたのは、学生
の語りをカンファレンスや面接から意ᅗ的に「⫈
く」機会を設け、語られた「実習の≀語」から、
学生が自己をり返り看護の学びを深めていくこ
とをࡡらい、実習記録を見ながらナラティヴアプ
ローチによる指導（⫈き取り）を実践した。学生
の≀語では、自分の看護の力たらࡎ、知識の未⇍
さ、看護への思い、コミュニケーションの困難
さ、自分の対応に対する患者の反応でうれしかっ
たこと等が語られていた。また、自分の学習不足
やどのように学んでいこうかという気ᣢちの表出
もあり、学生のさまࡊまな思いを看護の指導に活
かしていった。同時に、学生には受けᣢち患者の
「病の≀語」を⪺くことの効果や活用することの
有効性を指導している。実際に体験することで
「語ること」「⪺くこと」の効果を実感する学生
もいた。

պ護⪁人保健施設でアクティビティケアࠉࠉ
。を実習項目としたࠉࠉࠉ

պアクティビティケアは、高齢者の健康をᏲる、
42/を高める、認知症高齢者へのアプローチ、と
いった高齢者支援の方法を学習することを目的に
実習方法に加えた。

方法は、学生は実習グループで受けᣢち高齢者ࠉ
を含む入所者の集団にレクリエーションを実施す
ることを企画し実践することとした。目的、目
標、方法、注意点をまとめた企画書を作成する事
からጞめ、準備し、施設のスタッフの協力を௮ࡂ
ながら実施した。看護過程の展開でも、アクティ
ビティケアを積極的に取り入れ、高齢者とのコ
ミュニケーションや人間関係の㔊成につなげ、施
設における高齢者看護の能力を修得していると評
価できた。実施後の反省会で、目標とした利用者
の活発な参加や、自発的行動、積極性や➗㢦が見
られた、できないと思っていた人があんなに体を
動かせることがわかった、といった意見が上が
り、実施したケアの効果を実感することで、学び
につながったと評価できる。

ールの子制作ࢶջ高齢者のアセスメントࠉࠉ
。と活用ࠉࠉࠉ

ջアセスメントࢶールは、「―講⩏―」の項で述
べたとおり㡿域㈐任者と共同開発した。学内の演
習で使用し、実習では生活機能のアセスメントの
ための㐨具として用いた。
学生の実習に対する授業評価は全体で平均���（�
点満点）であった。教員の自己評価としては、
患と加齢による身体機能の低下の両方から生活機
能をアセスメントすることに活用できていると評
価している。

５）公立学校法人奈良県立医科大学医学部看護
学科「⪁年看護学実習」ࠉࠉ

公立学校法人奈良県立医科大学医学部看護学科
「⪁年看護学実習」（�年生次後期、�単位��時間
必修）１グループ�名ࠉ�グループ計��名担当�週間
の護⪁人福♴施設、�週間の護⪁人保健施設の
計�週間の実習を計画した。前述の①～չに以下の
�つպջを加えた。
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年月日事項 概 要

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～現在に至る

担当者の一人として実習計画をᢕᥱし、࢜リエン
テーションに参加している。実習進行上の教員の
相談にのる、あるいは、教員を支援して臨地で実
習指導を行った。ࠉ平成��年度は学生�名を担当
し、実習指導、実習環ቃ調整、評価等を行った

平成��年�月
～現在に至る

担当者の一人として実習計画をᢕᥱし、࢜リエン
テーションに参加している。実習進行上の教員の
相談にのる、あるいは、教員を支援して臨地で実
習指導を行った。

平成��年�月
～現在に至る

基礎看護学技術演習の内、㣗事の援助、通常の㣗
事の援助、経⟶栄養を受ける患者の援助、㍺ᾮを
受ける患者の援助の講⩏を実施し演習を計画し
た。実際の演習を統括し、教員指導と学生の学習
支援を行った。

平成��年�月
～現在に至る

基礎看護学技術演習の内、ἥの援助を担当し、
ἥの援助ࠉ導尿ࠉᾃ⭠ࠉ౽の講⩏を実施し、
演習を計画した。実際の演習を統括し、教員指導
と学生の学習支援を行った。

平成��年�月
～現在に至る

医療機関における臨地実習を計画した。
全５施設で１クール４グループが実習を行う。
全体の統括ࠉ各教員の指導ࠉ実習調整、全学生の
単位認定に関わる。前述の①～չռを実施、活用
した。ջռは規模を⦰小し必要時活用した。

平成��年�月
～現在に至る

護⪁人保健施設における臨地実習を計画した。
６施設で１クール６～２グループが実習を行う。
全体の統括ࠉ各教員の指導ࠉ実習調整を主なࡹࡂ
むとするが、学生を担当し実習指導も行う。
��年度は�施設で計��名の学生を担当し実際に指導
し評価単位認定に関わった。ṧりの学生も含む全
体の単位認定に関わった。前述の①～չռを実
施、活用した。ջռは規模を⦰小し必要時活用し
た。

ռ⪁年看護の学習の視点として生活機能のアセス
メントに注目することがもとめられている。ᚑ来
の⣔統的アセスメントでは学生に生活や心理面の
アセスメントにとまどいが見られていた。そこ
で、ゴードンの��項目を用いて、身体・心理・社
会の�ഃ面から高齢者をᤊえる方法に変᭦した。学
内演習で事例を用いて十分ペーパーシュミレー
ションを行い、実習で活用している。「病院実
習」「施設施設」とも同じ方法で看護過程の展開
を実践できるようにᕤኵした。

６）ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科「⪁年
看護学実習」�年生次後期�単位���時間�グルࠉࠉ
��グループ計��名担当、�週間の実ࠉープ�名ࠉࠉ
習期間を「護⪁人保健施設�週間」「病院ࠉࠉ
。�週間」と計�週間の実習を行っているࠉࠉ
。前述の①～ջに以下を加えたࠉࠉ

ռ看護過程の展開で、データベースを身体のࠉࠉ
⣔統的分類（ᚠ環ჾ、྾ჾ等）から、ゴࠉࠉࠉ
。ードンの��項目の分類を活用したࠉࠉࠉ

７）奈良学園大学保健医療学部看護学科
「基礎看護学技実習Ⅱ」
�年次前期ࠉ��名

８）奈良学園大学保健医療学部看護学科
「基礎看護学技実習Ϩ」
�年次後期ࠉ��名

㸷）奈良学園大学保健医療学部看護学科
「⪁年看護学概論」
�年次ࠉ前期ࠉ��名

１０）奈良学園大学保健医療学部看護学科
「基礎看護学技術演習」
�年次ࠉ後期ࠉ��名

１１）奈良学園大学保健医療学部看護学科
「⪁年看護学実習Ⅱ」病院実習
�年次ࠉ後期ࠉ��名

１２）奈良学園大学保健医療学部看護学科
「⪁年看護学実習Ϩ」
護⪁人保健視㜀ࠉデイケア等
�年次ࠉ後期ࠉ��名
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年月日事項 概 要

平成�年�月
～平成�年�月

平成�年�月
～平成�年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

１）ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科実習
要項（実習の手ᘬき）編集総括ࠉࠉ

�年間のすべての実習における、実習マニュアルࠉ
として作成した。ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看
護学科実習委員会委員長として編集を行った。

診療科に特徴的な診察用具、包ᖏ材料を実際・ࠉ
。に扱うࠉࠉ

奈良県医師会看護専門学校看護学校進学コースࠉ
「⪥㰯ဗႃ科の患と看護」（�年ᣢ後期：�コ
マ）において、解๗学的な特徴（感覚ჾ、⢓⭷、
外⏺とつながっている）と病理学的な特徴（⅖
症、⭘⒆）から、看護の特徴（必要性）・方法に
ついて講⩏した。診療科に特徴的な診察機具・材
料（ピンセット࢞ࠉーࢮ類）を提示し、触れるこ
とでリアリティのある学びをᕤኵした。自由記載
の感想から「学びがあった」との記述がみられ
た。

出ᖍ表による学びの確認・ࠉ
文献、他のᅗ書の資料）ࠉ補助教材の準備・ࠉ
（等ࠉࠉ

奈良県立医科大学㝃ᒓ看護専門学校（�年ࠉ
次�コマ）「基礎看護技術」（環ቃ、⾰服、清₩）
において、教科書のみでは技術を実施する根ᣐが
不足していると考え、複数の根ᣐを学生に提示で
きるよう補助教材を作成し使用した。学びの記述
がみられた。自由記載の感想から「学びがあっ
た」との記述がみられた。

２）事例教材 加齢に起因する患と看護、成人期から抱えるࠉ
៏性病と加齢が及ぼす生活機能の㞀害と看護等が
学習できる事例を考案した。

①�⬻᱾ሰに⨯患し護⪁人保健施設に入所する高
齢者
②�パーキンソン病を抱える高齢者の看護
③�៏性㛢ሰ性྾ჾ患を抱える高齢者の看護
④�生活者としての高齢女性の転ಽ・㦵ᢡ救ᛴᦙ
㏦、周手術期、回復期、៏性期、在Ꮿ復ᖐまでの
健康㞀害のレベルを㏣った看護

奈良県立医科大学医学部看護学科「⪁年看護学援
助論」で作成し、現在に至る。ẖ年見┤しなが
ら、学生の特性に応じて修正して使用している。

―その他―ࠉ
１）看護専門学校生の講⩏に関するもの

３）⪁年看護学アセスメント・ࢶールとしての
マニュアル教材（子）ࠉࠉ

ールとしࢶ高齢者の身体・精神機能を評価するࠉ
てアセスメントマニュアルを共同で作成した。高
齢者の感覚機能、栄養状態、認知状態、日常生活
機能を評価する方法として、᪤存のᑻ度を用いた
子である。奈良県立医科医学部看護学科「⪁年
看護学援助論」で作成した。

ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科「⪁年臨ࠉ
床看護」において、高齢者を総合的に評価する視
点から改正した。

作成した教科書・教材ࠉ２
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年月日事項 概 要

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～現在に至る

開学⏦ㄳ時に作成した実習要⥘を確認した。新
たに㏣加が必要な内容をᤄ入した。
（例）気象㆙報発令時の対応区域、ಶ人情報保護
について

平成��年�月
～現在に至る

演習計画書はࠉ౽ჾ・尿ჾの取り扱い方ࠉᐷたま
までの౽・尿ჾの助、ᐷたままでの࢜ムࢶ交
モデルを用いた導尿（男女）、モデル人形による
ᾃ⭠・౽、からなる。
よりリアリティな演習になるよう、模ᨃ౽を作成
し࢜ムࢶ交の演習を計画した。⤮具、Ὑ℆用化
学のり、ケイ◁によるスライムを模ᨃ౽として作
成した。

平成��年�月
～現在に至る

演習計画はࠉ形態の違う㣗≀のᦤ取と助、㣗事
ᦤ取を支援する自助具・助具の実際、モデル人
形を用いた経⟶栄養法からなる。

４）授業ẖに授業内容のポイントをまとめた
。スライドの教材を作成し授業に活用したࠉࠉ
（パワーポイントを用いる）ࠉࠉ

担当する講⩏の要点をスライドにまとめ講⩏のࠉ
教材とした。制度の変᭦や新しい視点、知見等、
変᭦しながら作成し、活用している。
奈良県立医科大学医学部看護学科「⪁年看護概ࠉ
論」「⪁年看護学援助論」で作成し、活用した。

ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科「⪁年看ࠉ
護概論」「⪁年臨床看護」において、作成し活用
した。
ᒱ㜧医療科学大学保健科学部ᨺᑕ⥺学科・臨床ࠉ
検査学科「看護概論」において、作成し活用し
た。
関西学院大学社会学部社会福♴学科「護概ࠉ
論」において活用した。
関西学院大学人間福♴学部「護概論」「護ࠉ
技術」において作成し活用した。

５）「生活支援技術・護過程」教科書、一部
執筆（掲）ࠉࠉࠉ

、護福♴士養成を目的にした教科書であるがࠉ
⪁年看護では護施設も看護の場である。⪁年看
護として看護学生が学ࡪ内容になるようにᕤኵし
た。

の執筆を担当した。高齢者ケ「護者の理」ࠉ
アに携わる職種の理としてまとめたもので、看
護職にもあてはまるものである。特に、ಶ人情
報、電子情報、実習学生のᏲ⛎⩏務など、近年の
社会情勢を考慮した内容をᕤኵした。

関西学院大学人間福♴学部「護概論」「護ࠉ
技術」で使用した。

６）「護の基本ࠉコミュニケーション技術」
一部執筆（掲）ࠉ教科書ࠉࠉ

の執筆を担当した。看護学生も「眠と援助╧」ࠉ
学ࡪ内容になるようにᕤኵした。

関西学院大学人間福♴学部「護概論」で使用ࠉ
した。

・奈良学園大学保健医療学部看護学科
「基礎看護学技術演習Ⅱ」�年次ࠉ前期ࠉ��名
ἥの援助ࠉ演習計画書の作成
演習評価表の作成ࠉ模ᨃ౽の作成

・奈良学園大学保健医療学部看護学科
「基礎看護学技術演習Ⅱ」
�年次ࠉ前期ࠉ��名
㣗事の援助ࠉ演習計画書の作成ࠉ演習評価表の作
成

・奈良学園大学ࠉ保健医療学部看護学科
実習要⥘の作成
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年月日事項 概 要

平成��年�月
～現在に至る

身体の加齢変化を説明する㹂Ｖ㹂のナレーション
を筆記し活字としてＡ４用紙に㹂Ｖ㹂資料を作成
した。全６ページ。文章中、特に学んでほしい単
語には白地で㞃し、学生がᫎ像を見ながら記入で
きるようにᕤኵした。学生は全部ᇙめることが出
いていないことがわかり、次回の授業ึめに正解
をཱྀ頭で説明した。

平成��年�月
～現在に至る

スパイロメーターを用い、⫵活㔞、１⛊㔞から⫵
年齢を 定した。全員は体験できなかったが、一
部の学生が実施できた。時間的制約で全員が体験
できない現状から、後に㹂Ｖ㹂作成に至った。

平成��年�月
～現在に至る

㏱明でないりのあるクリアフォルダーを高齢者
の║⌫の水ᬗ体に見立て、白内㞀の体験とした。
クリアフォルダーに、㯤Ⰽセロハンをはさみ、水
ᬗ体が変性した高齢者の見え方を体験できるよう
にした。クリアフォルダーは学生各１ᯛを配布し
た。㯤Ⰽのセロファンは、����センチほどにカッ
トしたものを学生に配布した。

平成��年�月
～現在に至る

講⩏資料は�コマスライド��ᯛとし、Ａ３用紙に
表で印ๅするようにし、半分にᢡるとＡ�子とし
てファイルできるようᕤኵした。高齢者の加齢変
化では、スライド中の重要語ྃを白字で書くし、
学生と一⥴に回答しながら、進めた。国家試験の
⪁年看護㡿域で問われやすい問題であることを印
象付けたかった。ࠉࠉ中間期授業評価で、スライ
ド、資料で見にくいという意見はなかった。「ス
ライドに対応する教科書のページを入れてほし
い」といった希望など、学習上必要と思われる希
望にはᥙにດめた。

平成��年�月
～現在に至る

学内演習用に、高齢者体験についての動画を制作
し、授業に活用している。動画は奈良学園大学の
LSDGを使った学習支援の一環のなかで、専用のア
プリを用いて㜀覧できる。シナリ࢜作成、影┘
編集に関わった。�村㞞ୡ、田中和奈ࠉ╩

平成��年�月
～現在に至る

高齢者の྾ჾ⣔のアセスメントとして、྾ჾ
検査を受ける高齢者の看護の動画を作成した。シ
ナリ࢜作成、影┘╩ࠉ編集に関わった。�村㞞
ୡ、田中和奈

平成��年�月
～現在に至る

⪁年看護学㡿域の他�名の教員と共に作成した。実
習の目的、方法、注意事項等、「本子を読むこ
とで、学生は実習の行動目標が立てられる」とい
う目的をᣢって作成した。実習記録は、学生が容
易にコピーできないようにあらかじめ必要なᯛ数
を⥛じた子を作成した

平成��年�月
～現在に至る

⪁年看護学㡿域の他�名の教員と共に作成した。実
習の目的、方法、注意事項等、「本子を読むこ
とで、学生は実習の行動目標が立てられる」とい
う目的をᣢって作成した。実習記録は、学生が容
易にコピーできないようにあらかじめ必要なᯛ数
を⥛じた子を作成した

・奈良学園大学ࠉ保健医療学部看護学科
⪁年看護学概論
演習用動画制作�྾ჾ検査の看護

・奈良学園大学ࠉ保健医療学部看護学科
⪁年看護学概論
講⩏教材：高齢者の身体的加齢変化
㹂Ｖ㹂学習資料の作成

・奈良学園大学ࠉ保健医療学部看護学科
⪁年看護学概論
講⩏教材：高齢者の身体的加齢変化
྾機能の変化ࠉ体験

・奈良学園大学ࠉ保健医療学部看護学科
⪁年看護学概論
講⩏教材：高齢者の身体的加齢変化
見え方の変化体験グッズ作成

・奈良学園大学ࠉ保健医療学部看護学科
⪁年看護学概論
講⩏資料作成
１講⩏スライド��ᯛࠉＡ�用紙

・奈良学園大学ࠉ保健医療学部看護学科
⪁年看護学実習Ϩ
実習要項、記録用紙の作成

・奈良学園大学ࠉ保健医療学部看護学科
⪁年看護学実習Ⅱ
実習要項、記録用紙の作成

・奈良学園大学ࠉ保健医療学部看護学科
⪁年看護学概論
演習用動画制作ࠉ高齢者体験
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年月日事項 概 要

平成��年��月
～現在に至る

①授業資料のスライド資料ࠉ平成��年度版で、今
年度発表の人ཱྀ動態の統計をもとに作成した。②
��年度のものに今年度の統計を補足した。③クリ
ルダーと㯤Ⰽのセロファンを用い、授業の中࣍ࣖ
で学生各自が水ᬗ体のΰ⃮とⰍ覚の異常が体験で
きることを≺った。クリࣖ࣍ルダーは�種類の㏱明
度になるようにした。

平成��年�月
～現在に至る

グループワークの成果として学生が作成したスラ
イドを発表用資料として子を作〇した。

平成��年�月
～平成��年�月

奈良県立医科大学医学部看護学科ࠉ「⪁年看護学
援助論」「⪁年看護学実習」ࠉで授業評価を行っ
た。
平成��年の「結果は、援助論平均４㸬０��段階評
価）、実習は３㸬㸷であった。評価の高かった項
目は「シラバスに沿った内容」「授業への取り組
み」であり、低かった項目は「レポート課題が多
い」という結果であった。

「⪁年看護学概論」の評価は平均４㸬０であっ
た。良かった点では教材がわかりやすかったと
いったコメントがあった。改善点ではマイクを
使っているが⪺き取りにくかったと言ったコメン
トがあった。

「⪁年臨床看護」の評価は平均４０㸬１５であっ
た。良かった点と改善点では資料が見やすかっ
た。もっとパワーポインタを使ってほしいと言っ
たコメントがあった。

⪁年看護学実習では平均４㸬２５であった。ᑀ
に教えてもらった、もう少し関わってほしかった
といったコメントがあった。

ᒱ㜧医療科学大学保健科学部ᨺᑕ⥺学科、臨床検
査学科ࠉ「看護学概論」の学生評価を行った。平
均４㸬７７であった。

平成��年度 ᒱ㜧医療科学大学保健医療学科期末評価ࠉ前年度
と比べ評価に変化はなかった。

平成��年度 ᒱ㜧医療科学大学保健医療学科期末評価ࠉ前年度
と比べ評価に変化はなかった。

平成��年��月 奈良学園大学保健医療学部
「⪁年看護学概論」
授業�回目で中間評価を行った。大きな改善の必要
な項目はなく平均と考えられた。学生には結果と
改善するところをఏえた。改善の必要なところ
スライドに対応する教科書のページを㏣加する

教育上の能力に関する大学等の評価ࠉ３

平成��年�月 ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科ࠉ「⪁年看
護学概論」「⪁年臨床看護」「⪁年看護学実習」
学生評価を行った。

１）学生の授業評価アンケート結果

・奈良学園大学ࠉ保健医療学部看護学科
⪁年看護学概論
授業教材ࠉグループワーク資料

・奈良学園大学ࠉ保健医療学部看護学科
⪁年看護学概論ࠉࠉ授業教材
①授業スライド
②㹂Ｖ㹂資料
③高齢者の視覚体験用具

・学生の授業評価アンケート結果

大学業務評価

大学業務評価
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年月日事項 概 要

平成��年�月 奈良学園大学保健医療学部
「⪁年看護学概論」
学生評価ࠉ授業⤊時
資料、内容ࠉシラバスとの整合性などࠉ特に意見
はなかった。

平成��年��月 奈良学園大学保健医療学部
「⪁年看護学概論」
授業�回目で中間評価を行った。大きな改善の必要
な項目はなく平均と考えられた。学生には次の授
業で、評価の結果と改善するところをఏえた。
改善の必要な項目では、資料についてで、資料の
内容に教科書の該当ページを㏣加した。

・学生の授業評価アンケート結果

・学生の授業評価アンケート結果
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年月日事項 概 要

平成��年��月

平成��年�月 高齢者の身ࠉࠉ�回ࠉ⩏ープンキャンパスミニ講࢜
体的加齢について

平成��年�月

平成��年�月

平成��年�月

平成��年�月 奈良県看護協会臨地実習指導者会講師
⪁年看護学実習ࠉ�時間
以下の目的目標で内容を計画し講⩏を行った。
・⪁年看護学実習の展開について理解を深め、演
習等を通してその実際を学ࡪ。実習の目標、指導
展開・計画方法を知る。実習の組み立てを知る。
指導者のᙺ割を知る。

平成��年�月 奈良県看護協会臨地実習指導者会講師
⪁年看護学実習ࠉ�時間
以下の目的目標で内容を計画し講⩏を行った。
・⪁年看護学実習の展開について理解を深め、演
習等を通してその実際を学ࡪ。実習の目標、指導
展開・計画方法を知る。実習の組み立てを知る。
指導者のᙺ割を知る。

平成��年�月 奈良県看護協会臨地実習指導者会講師
⪁年看護学実習ࠉ�時間
以下の目的目標で内容を計画し講⩏を行った。
・⪁年看護学実習の展開について理解を深め、演
習等を通してその実際を学ࡪ。実習の目標、指導
展開・計画方法を知る。実習の組み立てを知る。
指導者のᙺ割を知る。

平成��年�月 奈良県看護協会臨地実習指導者会講師
⪁年看護学実習ࠉ�時間
以下の目的目標で内容を計画し講⩏を行った。
・⪁年看護学実習の展開について理解を深め、演
習等を通してその実際を学ࡪ。実習の目標、指導
展開・計画方法を知る。実習の組み立てを知る。
指導者のᙺ割を知る。

平成��年�月 第��回日本質的心理学会ࠉ一般企画シンポジウム
「今あらためて質を問う」にて、話題を提供し
た。テーマは「高齢者の語り場面の「質感」の記
述ࠉ―看護場面の会話から฿達する看護師の「⫈
く」こと－である。
コーディネーター：森岡正ⰾ
質的データを㔞的データに変し分析する傾向に
ある質的研究をについて、現場の質をもう一度考
え┤そうとするを㊃᪨で企画された。心理学、社
会福♴学、教育学の立場から話題提供される中
で、看護学の立場から現場を質感㇏かに描き出す
かていを⤂した。平成��年�月の博士論文（奈良
女子大学）の一部を加筆修正した。

４㸬実務の経験を有する者についての特記事項

奈良文化女子高等学校学校見学におけるミニ講⩏
高齢者の身体的加齢について

１）高校生に対する講⩏「看護学」

平成��年度高取⏫地域法活支援センター研修会講
師ࠉ「高齢者ケアとナラティヴアプローチ」

平成��年「養成期間と医療機関の連携」事業研修
会ࠉ講師ࠉ「実習指導に望むこと」

平成��年中⃰地区特別養護⪁人࣍ーム看護職能研
修会ࠉ講師ࠉ「高齢者体験から理解する高齢者」

３）会員企画シンポジウムࠉ講師

２）研修会講師ࠉ
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年月日事項 概 要

平成��年��月��日 フェスタに出展者として参加した。
テーマ：「年を取ると見え方⪺こえ方動きはどう
なるの」ࠉ高齢者体験をメインに体感イベントと
した。約���名の一般の参加者（子供から成人ま
で）の入場があり、約��名ほどが高齢者体験に参
加した。ࠉࠉࠉࠉࠉ場所ࠉグランフロント大阪北
館ナレッジキャピタル

平成��年��月�日 ㉸高齢社会における生活支援にむけら地域産業
出を考える研究会
テーマ：高齢者看護・護とアクティビティケア
���高齢者の気分転活動の不足に対するケアや付
き合い方ࠉ�高齢者ケアの現状と活性化の支援の必
要性を⪁年看護学教育の中から経験したことを踏
まえ講演とした。

４）フェスタ出
けいはんな体感フェア����
「来て・見て・感じて学研都市のテクノロジー」
�光の不思議や生の神⛎・・・等ࠉ最先➃の研究
内容を体験してみよう㸟�

５）研究会ࠉ講師ࠉࠉシーズ⤂講演
㉸高齢社会における生活支援にむけら地域産業
出を考える研究会
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年月日事項 概 要

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～平成��年�月

平成��年�月
～現在に至る

実習部会長として、実習全体の統括を行った。医
療機関との連携や実習調整を行っている。

平成��年７月
～現在に至る

奈良学園大学保健医療学部教授として以下の科目
の実習を担当した。「早期体験演習」（�年次、�
単位ࠉ専門必修）複数の実習場所をラウンドし、
実習の進行を支援した。時に指導の必要な学生の
実習指導を行った。

平成��年�月
～現在に至る

奈良学園大学保健医療学部教授として以下の科目
の実習を担当した。「基礎看護学実習Ϩ（�年次、
後期ࠉࠉ�単位ࠉ専門必修）複数の実習場所をラウ
ンドし、学生や教員を支援した。時に指導の必要
な学生の実習指導を担当した。

平成��年�月
～平成��年�月（前
期）

奈良学園大学保健医療学部教授として以下の科目
の授業を行った。「基礎看護技術演習Ⅱ」（�年
次、�単位専門必修）

５）奈良学園大学保健医療学部看護学科における
実習調整の実績

６）奈良学園大学保健医療学部看護学科における
教育実績

７）奈良学園大学保健医療学部看護学科における
教育実績

８）奈良学園大学保健医療学部看護学科における
教育実績

４）関西学院大学人間福♴学部おける教育実績 関西学院大学人間福♴学部社会福♴学科㠀常勤ࠉ
講師として「護概論」（�～�年次春期ࠉ㑅ᢥ�単
位）、「護技術」（�～�年次春期ࠉ㑅ᢥ�単位）
において社会福♴士国家試験内容に基づき護の
目的論、対象論、実践論について授業を行った。
文学部、法学部の学生も若ᖸ㑅ᢥしていた。学生
それぞれが学ࡪ目的をᣢち、様々な感想をᣢって
学習を深めていた。

２）ᒱ㜧医療科学大学ࠉ保健科学部看護学科に
おける教育実績ࠉࠉ

ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科教授としࠉ
て「⪁年看護学概論」（�年次後期、�単位ࠉ専門
必修）、「⪁年臨床看護（演習）」（�年次前期、
�単位ࠉ専門必修）、「⪁年看護学実習」（�年次
後期、�単位専門必修）、「卒業研究」（�年次通
年、�単位専門必修）、「アカデミック技法」（�
年次前期�単位一般必修）において授業、演習、実
習をおこなった。保健科学部ᨺᑕ⥺学科、臨床検
査学科の「看護概論」（�年次後期、�単位ࠉ専門
㑅ᢥ）において授業を行った。

３）ᒱ㜧医療科学大学ࠉ保健科学部看護学科実習
調整の実績ࠉࠉ

。実習部会長として、実習全体の統括を行ったࠉ
医療機関との連携や実習調整を行っている。

その他ࠉ５

１）公立学校法人奈良県立医科大学医学部後看
護学科における教育実践ࠉࠉ

奈良県立医科大学医学部看護学科講師としてࠉ
「⪁年看護学援助論」（専門科目、�年次配当通
年、必修�単位）において、⪁年看護の実践論につ
いて授業を行った。これにより、学生は⪁年看護
の方法について理解を深め、臨地実習に大いに活
用して、⪁年看護の学びを得ていた。「⪁年看護
学実習」（�年次配当通年ࠉ必修�単位）において
実習指導を行った。「卒業研究」（�年通年配当）
において研究計画書作成、論文作成の指導をおこ
なった、これにより、学生は実習で経験したを出
来事を理論的に説明し、今後の可能性・課題を見
出していた。「看護研究特論」（�年次前期）にお
いて、研究計画書作成につて指導した。
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年月日事項 概 要

平成��年�月
～現在に至る

平成��年�月
～現在に至る

奈良学園大学保健医療学部教授として以下の科目
の授業を行った。「⪁年看護学概論」（�年次ࠉ後
期ࠉ�単位ࠉ専門必修）「⪁年看護学援助論」年
次、�単位専門必修）

平成��年�月
～現在に至る

奈良学園大学保健医療学部教授として以下の科目
の演習を行った。「⪁年看護学援助論」�年次、�
単位ࠉ専門必修）�名の教員と共同した。

平成��年�月
～現在に至る

奈良学園大学保健医療学部教授として以下の科目
の実習を担当した。「基礎看護学実習Ⅱ（�年次、
前期ࠉࠉ�単位ࠉ専門必修）ࠉ学生�グループを担
当し、実習指導を行った。

平成��年�月
～現在に至る

奈良学園大学保健医療学部教授として以下の科目
の実習を担当した。「⪁年看護学実習Ϩ（施
設）」（�年生ࠉ後期ࠉ�単位）ࠉ「⪁年看護学実
習Ⅱ（病院）」�年生後期ࠉ�単位ࠉ専門必修）
実習の企画、臨地調整、学生࢜リエンテーショ
ン、実習指導を行った。㡿域教員の実習指導能力
の向上に関わった

年月日

昭和��年�月

平成��年�月

平成��年�月

平成��年�月
～平成��年��月

日本保健医療行動科学会雑誌のᣑ大編集委員とし
て、౫頼論文の原稿の編集を行った。����9RO��
θ�～θࠉࠉ�執筆者の意向を確認しながら、原稿
にᅗ表を配⨨し、雑誌用の原稿を作り上げた。

奈良学園大学保健医療学部看護学科教授として以
下の科目の企画・実施に関わった。「基礎看護技
術演習Ⅱ」「基礎看護技術演習Ⅲ」「基礎看護実
習Ϩ」「早期体験演習」

なし

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ３

１２）奈良学園大学保健医療学部看護学科におけ
る教育実績

１３）奈良学園大学保健医療学部看護学科におけ
る教育実績

学会誌の編集
日本保健医療行動科学会ࠉ学会誌
ᣑ大編集委員

㸷）奈良学園大学保健医療学部看護学科における
教育実績

１０）奈良学園大学保健医療学部看護学科におけ
る教育実績

１１）奈良学園大学保健医療学部看護学科におけ
る教育実績

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

事項 概 要

資格、免許ࠉ１

看護師免許（�ࠉ 第������号

修士（看護学）（�ࠉ 国立学校法人香川医科大学大学院医学⣔研究科看
護学専ᨷ
修士（看護学）�香修第十号）
修士論文題目：ナラティブを看護ケアに導入した
⪁年患者の語りの構造と変化の研究

博士（学術）（�ࠉ 国立学校法人奈良女子大学大学院人間文化研究科
博士課程
社会生活環ቃ学専ᨷࠉ人間行動科学講ᗙ
博士（学術）（博課第���号）
博士論文題目：看護における「⫈き取り」の生態
－ナラティヴ・アプローチの可能性と㝈⏺

特許等ࠉ２
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年月日事項 概 要

平成��年��月
～平成��年�月

日本保健医療行動科学会雑誌のᣑ大編集委員とし
て、論文査読を行った。雑誌は年�回発行され�刊
に�編ほど査読を行った。投稿論文を担当し、学会
誌の質を保ドできる研究論文になるように査読を
行った。研究方法の整合性や論文としての論᪨に
問がある場合には掲載不可のุ定もやむなしの
場合もあった。通常の査読者は２名であり他の査
読者と査読のุ定が大きく異なることはなかっ
た。����～����年前期まで年�ࠉ計�にの雑誌
の査読を行った。

平成��年��月
～現在に至る

臨床看護実践ナラティヴ研究会メンバーとして、
臨床看護の場において、ナラティヴ・アプローチ
を実践することの意、実際の実践について、研
究・ຮᙉ会を行っている。自己の研究の報告、メ
ンバーの研究についての意見交、海外の研究者
の論文についての意見交を行っている。月�回の
定期的な研究会である。㍯番で話題を提供し討議
する。ブルーナの意論、ベイトソンの学習理
論、リクールの≀語と時間などを担当した。ࠉ成
果の一部はၟࠉ業雑誌の特集に組み込まれた。
「ࠗ病の語り࠘ࠉ会話の産≀と現実ࠉ看護実践と
社会構成主⩏」：㹌：ナラティヴとケア�第�号�看
護実践におけるナラティヴ�紙野㞷香ࠉ野村┤樹
編�参↷

平成��年�月 平成��年度ࠉ奈良学園大学保健医療学部看護学科
研究助成制度において以下のタイトルで助成金を
獲得した「↷度アップ❆のブライトケアの可能性
の研究―認知症高齢者の╧眠支援―」

平成��年７月
～現在に至る

―学内委員会活動―

平成��年�月
～平成��年�月

実習に関して関わった。各論実習の実習配⨨表の
作成、学生のグループ分け、統合実習の計画、そ
の他、メンバーで実習に関する問題対応の情報交
、協議していった。

平成��年�月
～平成��年�月

�年生から�年生までの実習を統括する。
実習施設からの相談の❆ཱྀとなり対応する。

平成��年�月
～平成��年�月

各論実習の統括を行う。特に、実習病院・施設へ
の実習౫頼や計画配⨨の相談等、㡿域をとりまと
めて実習施設との❆ཱྀとなる。

平成��年�月
～平成��年�月

学内教員の研究の理ᑂ査にあたる。

平成��年�月
～平成��年�月

学内教員の研究活動を支援する。学内で定める研
究推進費についてᑂ査を行う。教員の学内研究発
表や講演等を企画・運営する。

その他ࠉ４

日本保健医療行動科学会ࠉ理事、編集委員に就任
し、学会雑誌の編集を行っている。

研究会への参加・運営
臨床看護実践ナラティヴ研究会

研究助成金の獲得

１）奈良県立医科大学医学部看護学科
実習部会委員

２）ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科
実習部会長

３）ᒱ㜧医療科学大学保健科学部看護学科
㡿域実習ワーキング長

４）ᒱ㜧医療科学大学保健科学部
研究・理委員会委員

５）ᒱ㜧医療科学大学保健科学部
教育・研究委員会委員長

学会誌の査読
日本保健医療行動科学会ࠉ学会誌
ᣑ大編集委員

学会誌の査読編集
日本保健医療行動科学会ࠉࠉ理事
学会誌ࠉ編集委員ࠉࠉ査読と編集
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年月日事項 概 要

平成��年�月
～平成��年�月

委員会活動として、年�回ほど地域のイベントでࠉ
地域住Ẹに健康教育を実施している。
シンポジウムやセミナー等を同❆会と協力して企
画・運営し卒業生を対象に研究発表の場を設ける
活動をしている���年度から）

平成��年�月
～現在に至る

実習全体の統括
年間の実習計画のᯟ組みࠉ企画ࠉ各実習施設への
౫頼ࠉ実習協議会の企画・開ദࠉなどࠉ月１回定
例会議を主ദし、実習に関する協議を行う。基礎
実習ࠉ㡿域実習ࠉ統合実習ࠉ課程㑅ᢥ実習に関す
る報告をまとめ調整する。実習場での感染症対策
や事ᨾなどの危機⟶理等も行う。

平成��年�月
～現在に至る

�年生㡿域実習に関する、企画調整ࠉࠉ月１回定例
会議を企画し討議を行う。成人ࠉ⪁年など各㡿域
実習からの報告をまとめ、協議し実習部会に上⏦
する。

平成��年�月
～現在に至る

奈良学園全体の、学生生活に関する協議を行って
いる。主に学生のዡ学金ࠉ表ᙲ等について協議し
た。

平成��年�月
～現在に至る

学生の健康診᩿、学校⚍について協議した。

平成��年�月
～平成��年�月

学生生活について協議した。学生の健康⟶理を担
当した。

平㟼��年�月
～平成��年�月

４月に行われる１年生ᐟἩ研修を企画し実施し
た。

平成��年�月
～現在に至る

４月に行われる１年生ᐟἩ研修を企画し実施し
た。企画実行の㈐任者として運営していった。

平成��年�月～現在に
至る

主に実習での単位修得や実習ᒚ修の要௳について
担当している。

奈良学園大学保健医療学部における教員組織活動
実習部会長

奈良学園大学保健医療学部における教員組織活動
㡿域実習ワーキング長

奈良学園大学における教員組織活動
学生生活委員会メンバー

奈良学園大学における教員組織活動
学生支援センター委員会メンバー

奈良学園大学保健医療学部における教員組織活動
学生生活ワーキングメンバー

６）ᒱ㜧医療科学大学保健科学部
生ᾭ教育委員会委員長

奈良学園大学保健医療学部新入生ᐟἩ研修の企画
担当

奈良学園大学保健医療学部新入生ᐟἩ研修の企画
㈐任者

奈良学園大学保健医療学部における教員組織活動
教務ワーキングメンバー
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著書、学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要

（著書）

基礎看護技術Ⅱ基礎ࠉ��
看護学ࠝ�ࠞ
⣔統看護学講ᗙ専門分野
Ϩ

共著 平成��年�年
第��版
平成��年�月
第��版
平成��年�月
第��版

基礎看護技術の教科書。
$�版ࠉ全���頁
編集：藤崎郁、任和子
執筆者：岡本啓子、Ᏺ本とも子、�村㞞ୡ（執筆
者全��名）
本人担当部分：以下の章を共同で執筆した。
第�部��㡿域の看護技術ࠉ第�章「環ቃ調整技術%：
病床環ቃの調⠇」3����3ࠉ���第�章「清₩・⾰生
活援助技術&：病床での⾰生活の援助3�����3����
看護の基礎教育を受ける学生が臨床で応用できる
看護技術の教科書となるようにᕤኵした。（共同
執筆の為分担のቃ⏺不明。共同で構想し、資料、
真、イラスト、文章を作成した。）
病床環ቃの調整では現在臨床で実際に行われてい
る内容をఏえようとした。ベッド・床頭ྎといっ
た病ᐊ環ቃの備ရ、,&8ベッドや高齢者ベッド等、
健康㞀害のレベルに応じたベッドや、その㑅び方
等、資料収集・イラストの作成をおこなった。病
床での⾰生活援助では点を行っている人のᐷ⾰
交を、モデル人形を用いて真影し文章を作
成した。基本を前提にしながらも臨床での安全で
安ᴦなᐷ⾰交のᕤኵを盛り込んだ。

護福♴士養成シࠉ��
リーズ�「生活支援技術・
護過程」

共著 平成��年�月 護福♴士を目指す学生用教科書。
$�版ࠉ全���頁
編著�Ᏺ本とも子、ᫍ野政明
執筆者：川ཱྀちづる、山形力生、今村美幸、大崎
大資、ᶓ井加津志、高⏿進一、新谷奈ⱑ、三ẟ美
恵子、石崎利恵、山田多㈡子、�村㞞ୡ、木村洋
子、その他�名
本人担当部分：以下を担当した。
第�章�「高齢者の╧眠の援助」3�����3����
自立を促す╧眠の必要性、∝ᛌな目覚めの援助、
自立を促す╧眠の助の実際、について執筆し
た。日常生活のリズムを整える基本的方法や不眠
の際の援助の方法が理解できることを意ᅗして具
体的な方法を示した。看護の基礎技術「╧眠の援
助」を基本にしている。

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所、発表雑誌等
又は発表学会等の名

称

医学書院

㯪明書ᡣ
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著書、学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所、発表雑誌等
又は発表学会等の名

称
護福♴士養成シࠉ��
リーズ�「護の基本ࠉコ
ミュニケーション技術」

共著 平成��年�月 護福♴士を目指す学生用教科書。
$�版ࠉ全���頁
編著：Ᏺ本とも子、ᫍ野政明
執筆者：三ᾆ㎮ဢ、原田理恵、⁁上五十鈴、ᅵ田
耕司、⩚ᰘ香恵、河野ⷃ、新谷奈ⱑ、�村㞞ୡ、
その他�名
本人担当部分：以下の章を担当した。
第�章「護ᚑ事者の理」3�����3����
国家資格をᣢつ者の㈐任と㈐務の視点から信用ኻ
ቒ行為の⚗止、Ᏺ⛎⩏務、人ᶒ᧦護の重要性、及
び実践の内容を具体的に示していった。看護の概
論となる看護師の理を基本としている。

��⣔統看護学講ᗙ
専門分野Ϩ
基礎看護技術Ⅱ
基礎看護学３

共著 平成��年�月
第��版

医学書院 基礎看護技術の教科書。
$�版ࠉ全���頁
編集：藤崎郁ࠉ任和子
執筆者：岡本啓子、Ᏺ本とも子、�村㞞ୡ（執筆
者全��名）
改定の為、内容の見┤し文言の変᭦を行った。
本人担当部分：以下の章を共同で執筆した。
第�部��㡿域の看護技術
第�章「環ቃ調整技術%：病床環ቃの調⠇」3����
3���
第�章「清₩・⾰生活援助技術&：病床での⾰生活
の援助3�����3����
看護の基礎教育を受ける学生が臨床で応用できる
看護技術の教科書となるようにᕤኵした。（共同
執筆の為分担のቃ⏺不明。共同で構想し、資料、
真、イラスト、文章を作成した。）
病床環ቃの調整では現在臨床で実際に行われてい
る内容をఏえようとした。ベッド・床頭ྎといっ
た病ᐊ環ቃの備ရ、,&8ベッドや高齢者ベッド等、
健康㞀害のレベルに応じたベッドや、その㑅び方

��⣔統看護学講ᗙ
専門分野Ϩ
基礎看護技術Ⅱ
基礎看護学３

共著 平成��年�月
第��版

医学書院 基礎看護技術の教科書。
大ᖜな改定が行われた。真・ᅗ票の充実と動画
の㏣加が大きな改定内容。
$�版ࠉ全���頁
編集：任和子
執筆者：Ᏺ本とも子、�村㞞ୡ（執筆者全��名）
��版を改正した。内容のὙ⦎化、イラストを真
に変᭦、動画を㏣加等の改正を行った。ページ数
もቑえた。
本人担当部分：以下の章を共同で執筆した。
第�部��㡿域の看護技術
第�章「環ቃ調整技術%：病床環ቃの調⠇」3����
第�章「清₩・⾰生活援助技術&：病床でのࠉ���3
⾰生活の援助3�����3����
今回の改定では、ページ数がቑえたこと、今まで
のイラストを真、あるいは動画として㏣加し
た。
看護の基礎教育を受ける学生が臨床で応用できる

㯪明書ᡣ
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著書、学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所、発表雑誌等
又は発表学会等の名

称
看護師国ࠉ����年」ࠉ��
家試験対策ࠉ要点がわか
るࠉ出題傾向が見える⪁
年看護学」

共著 平成��年��月 66)35ࠉ$5/,3 過去�年間の看護師国家試験の内容で、⪁年看護学
に関する問題について解説した。担当は国家試験
出題基準の目標Ϩと目標Ⅲについて担当した。
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著書、学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所、発表雑誌等
又は発表学会等の名

称

（学術論文）

�㸬ࠉ看護場面の�つの対
話における「⫈き取り」
の特徴―「≀語化」を実
践する看護師―
（査読付）

共著 平成��年�月 高齢者の看護において看護師が「≀語化」を実ࠉ
践していることを明らかにすることを目的に、実
際の看護の場における「⫈き取り」の実際を⫈取
し、可視化した「⫈き取り」の特徴を検討した。
��歳と��歳の高齢女性に対する看護場面で、患ࠉ
者と看護師がどのような思いで相手の言葉を受け
取り会話をしていたかを、方へのナラティヴ・
インタビューから⫈収し、高齢者と対話する看護
師の「⫈き取り」の特徴を明らかにした。その結
果、「質問の意をᣢつ言葉による対応」が⪺き
取りの特徴にあることを示唆した。看護師は経験
年齢の異なる�名の看護師とした。
本人担当部分：研究計画、データまとめ、論文作
成を担当した。
共著者：�村㞞ୡ、永野由美子、ᑎ山美由紀、㇏
田真千子、ྔ祐子、齋⡢和博

�㸬ࠉ看護における「⫈き
取り」の生態
―ナラティヴ・アプロー
チの可能性と㝈⏺―
（博士論文）

単著 平成��年�月 高齢者看護において、発語に特徴をᣢつ高齢者ࠉ
の話を⫈き取る技能として「≀語化」に注目し
た。ᚑ来から言われる「傾⫈」の技能が看護の場
では「≀語化」であると考え、高齢者看護におけ
る「⫈き取り技能」としてナラティヴ・アプロー
チの可能性を論じた。
��歳女性、��歳女性、��歳男性の�名の高齢者とࠉ
の看護において看護者がどのように患者の言葉を
受けとめ、対話を行っているか、また、患者もど
のように看護師の言葉を受けとめ対話を継続して
いるかを方へのナラティヴ・インタビューから
可視化した。患者の気ᣢちが表出されている場面
では、看護師は語尾が㏵切れる、言葉を繰り返
す、代名モで省␎するといった加齢が及ぼす発語
の特徴に対し、相手の視点から意を作り出し
「≀語化」を実践する傾向があった。この時の看
護師は「相づち」や「うなࡎき」といった対応を
していた。しかし、高齢患者の思いをᶓに⨨き、
健康回復をめࡊす看護師の視点から対応すること
もあった。このことは、看護師は「⪁いの≀語」
や「病の≀語」を⫈き取り、高齢者の多様性やಶ
別性を理解しようとするが、対応は看護師の視点
からされる傾向があると考えられた。経験年数の
長いベテラン看護師にその傾向があった。高齢患
者と対話する看護師の「⫈き取り」は�つの「ナラ
ティヴ・アプローチ」といえるが、必ࡎしも「傾
⫈」といえないことに、高齢者看護において「ナ
ラティヴ・アプローチ」を活用することの㝈⏺が
あるとした。
全���頁ࠉＡ�ุࠉ

��高齢者の語り場面の
「質感」の記述ࠉ―看護
場面の会話から฿達する
看護師の「⫈く」こと
（査読付）

単著 平成��年��月 質的心理学フォーラ
ム，�����9RO���3���
��

平成��年�月に開ദされた、第��回質的心理学会シ
ンポジウム「今あらためて質を問う」の内容が加
筆修正され特集として編集されたもの。前��の博
士論文研究を一部、加筆した論文である。ここで
は、「特集ࠉ現場の質感をどう記述するか」とい
う大きなテーマのもと、言葉と思考が相互に⤡み
合い新しい≀語が生成される会話の場面から、看
護師の「⫈く」ことを分析するために、会話場面
を質感㇏かに描き出す過程を⤂した。看護の質
的研究でも、看護場面を質感㇏かに記述し可視化
し分析することの必要性を述べた。

公立学校法人
奈良県立医科大学医
学部看護学科紀要
9RO��
3�����

国立学校法人奈良女
子大学大学院人間文
化研究科社会生活環
ቃ学専ᨷ行動科学講
ᗙ
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著書、学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所、発表雑誌等
又は発表学会等の名

称
��病院実習における高齢
者に対するಶ別アクティ
ビティケアの効果に関す
る看護学生への調査

共著 平成��年�月 ᒱ㜧医療科学大学紀
要ࠉࠉ第�号�����

高齢者護の場である施設で実施されることが多
いアクティビティケアを、医療が行われている病
院で看護師が実施することの可能性を明らかにし
ようとした。今回は、対象を看護学生とし、実習
におけるケアをアクティビティの視点から調査研
究した。講⩏科目講⩏、実習指導と実習後のデー
タ収集、論文作成を分担して行った。ࠉ藤吉恵
美、和田⿱子、�村㞞ୡ

�㸬通所サービスを利用し
ている要護高齢者の健
康づくりのための対ฎ行
動

共著 平成��年�月 ᒱ㜧医療科学大学紀
要ࠉࠉ第�号�����

通所サービスを受ける高齢者の健康観を調査し
た。護を受ける高齢者であっても㦵ᢡや転ಽ予
防が健康に対する認識であった。研究計画書の作
成、データ収集を担当した。藤吉恵美、和田⿱
子、田中和奈良、�村㞞ୡ

��「病の語り」会話の産
≀と現実ࠉ�看護実践と社
会構成主⩏ࠉ�（査読付）

単著 平成��年�月 㹌：ナラティヴとケ
ア第�号�����

「看護実践におけるナラティヴ」というタイトル
の特集の中の「進化、これからどうしていきたい
か」をテーマにした章の中で看護実践と社会構成
主⩏について論じたものである。実際の看護場面
の患者との会話を例に挙げることで看護の場は社
会構成主⩏の実践で場であることを論じた。

��地域包括ケアにおける
要護高齢者とのコミュ
ニケーションࠉ㺎加齢変化
から考える尊ཝをᏲる会
話のスキル㺎

単著 平成��年�月 日本保健医療行動学
会雑誌ࠉ����㸬
9ROࠉ���θ１S����

「地域包括ケアと行動科学」という特集で執筆し
た。地域包括ケアの対象はほとんどが要護高齢
者であり、㉸高齢社会の現在、護する家族も��
歳以上の高齢者の域にある人たちである。視覚・
⫈覚・神経⣔の変化は、⪺く、考える、言葉にす
ることに影響する。加齢変化がコミュニケーショ
ンにえる影響と、ケア提供者の会話のスキルに
ついて、⫈く、考える、語ることから述べ、地域
包括ケアでの支援者のコミュニケーションの姿勢
について述べた。

�㸬地域在Ꮿ高齢者を対象
とした運動教ᐊの効果の
検ドࠉ㺎遠㝸フィットネス
システムを使用して㺎

共著 平成��年�月 医療福♴情報行動科
学研究ࠉ第�巻，3���
��

要護高齢者及び生き生き高齢者を対象に遠㝸
フィットネスシステムを用いて、体᧯に参加して
もらい、遠㝸から運動アクティビティを実施する
ことの可能性を検ドした。施設との調整、調査の
実施、データー分析、論文作成に参加した。田中
和奈、吉村㞞ୡ、東中㡲恵子、Ᏺ本とも子㸬
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著書、学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所、発表雑誌等
又は発表学会等の名

称

��高齢者の「⪁人⓶ᥙ
症」のシュ࢞ー・スクラブに
よるスキンケアの効果の検ド

共著 平成��年�月
アビサル・ジャパン
委ク研究報告書

⪁人࣍ーム入所の高齢者を対象に，シュ࢞ースクラヴの
効果を検ドした。ẖ日の入ᾎと清ᣔの後にシュ࢞ースク
ラブを使用した群と，使用しない群とに分け，入ᾎ・清
ᣔ後のၚᾮアミラー್ࢮ，Ἔ分，水分を 定した㸬その
結果，シュ࢞ースクラヴを使用することで水分್が上᪼
することがわかった。
分担は：⪁年看護学㡿域の専門知識で調査㈐任者として
施設での職員との対応，調査の進行調整，高齢者からの
ၚᾮ採集，⪺き取り等を行った。
山ཱྀ求，Ᏺ本とも子，吉村㞞ୡ，佐藤郁代，高橋寿奈，
採用英ኵ，井上昌子，野ཱྀ寿美子

その他
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著書、学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所、発表雑誌等
又は発表学会等の名

称
その他
―国内発表―

�� ≀語生成のプロセス
から検討する「視点」の
⫈き取り技能としての可
能性―高齢患者と看護者
の対話の継起的分析から
―

単著 平成��年�月 �名の高齢者患者に対するナラティヴ・アプローࠉ
チにおいて、患者の心情が変化したとุ᩿した場
面における、⫈き手の姿勢を⫈き手の自己内対話
から可視化し、分析した。話を発展させよう⅔す
るリフレクシブクエスチョンの有効性を示唆し
た。

�㸬ࠉ高齢者の話を⫈き取
る技能の研究―≀語生成
の継起的分析から検討す
る⫈き手の視点―

単著 平成��年�月 ��歳の女性へのインタビューからインタビューࠉ
アーの「⫈き取り」について検討した。⪺き手は
高齢者のఱ度も繰り返される話の中から、「こ
れ」「その」あの」といった代名モをの意を推
 したり、「で・・・」といった止まった言葉の
先を推 したり、⪺き手の視点を移動させて⫈き
ながら≀語を共同生成している実態を明らかにし
た。

�㸬ࠉ認知症高齢者の思い
出の語りを「⪺くこと」
の看護としての研究～事
例から考える関係性を⠏
くための質問～

共著 平成��年�月 ームでᬽらすお年寄りに対して᫇の࣍グループࠉ
思い出をテーマに、グループフォーカスによる
「⫈き取り」を実施した。語られた内容から、自
己の対応を分析し、関係性を⠏く為の質問の有効
性を考察した、学部生の卒業研究である。
本人担当部分：担当として指導した。
共同発表者：東ோ美、�村㞞ୡ

�㸬ࠉ日常看護の会話の中
で実践される「傾⫈」の
研究―経験と⫈き取りの
特徴―

― 平成��年�月 看護の対象は高齢者が多く、高齢者と会話するࠉ
機会が多く「傾⫈」を必要とする機会も多くなっ
ている。看護師は日常看護の会話の中でどのよう
には「傾⫈」を行っているか、看護師経験の違い
から検討した。博士論文研究の一部である。
、経験年数の�年未満と�年以上の看護師各�名がࠉ
��歳と��歳の女性患者の看護を実践する中で「傾
⫈」しているとุ᩿できる部分を取り出し、その
ときの思いを看護師・患者から⫈取し「⫈き取
り」の特徴を明らかにした。その結果、経験年数
の多い看護師ほど医療的な専門職としての視点で
⫈き取り、経験年数のὸい看護師ほど、医療的な
視点でなく生活者の視点で⫈き取る傾向があっ
た。経験の少ない看護師のほうが、看護師として
の力㔞は未⇍であるが患者の気ᣢちに働きかける
「傾⫈」に近い⫈き取りを実践していると考え
た。

本人担当部分：研究計画書の段階からすべてに担
当した。データ収集。分析を共同で行った。
共同発表者：�村㞞ୡ、永野由美子、ᑎ山美由
紀、㇏田真千子、ྔ祐子、齋⡢和博

�㸬地域に住む高齢者の為
のエクササイズ教ᐊを
使った遠㝸フィットネス
システムの長所

― 平成��年�月 第��回国際アルࢶハ
イマー病協会国際会
議

地域で生活する高齢者のエクササイズ教ᐊで遠㝸
フィットネスシステムを使用し、その効果を検ド
し長所を検討した。東京と奈良をネット回⥺で⧅
インストラクターは東京からᫎ像を見ながら、ࡂ
指導し、高齢者は奈良で運動し、その様子は相互
いモニターで㡢声を入れ会話しながら奈良県で

第��回保健医療行動
科学会

第�回保健医療福♴情
報行動科学会大会

第�回保健医療福♴情
報行動科学会大会

第�回保健医療福♴情
報行動科学会大会
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著書、学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所、発表雑誌等
又は発表学会等の名

称
��高齢者を対象とする調
査研究の評価について
－護⪁人福♴施設でア
クティビティケアとして
遠㝸フィットネスシステ
ムを用いる研究から－

― 平成��年�月 第��回日本保健医療
行動科学会学術大会

高齢者に対するケアの有用性を調査する研究で、
高齢者の反応を 定する方法を検討した。ࠉ高齢
者の言葉による感想や9$6スケールを用いて┤接高
齢者から評価を得る方法よりも、実際に護する
する施設職員からの情報のほうがよりጇ当な評価
が得られると考えた。
本人担当部分：計画・立案・データ収集を分担し
て行った。
共同発表者：�村㞞ୡ、田中和奈、Ᏺ本とも子、
東中㡲恵子、吉村昌子
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年月日

2010～2014

2010～2014

2010～2014

2010

2010～2014

2010～2014

2010～2014

2016～2020

プリセプターシップを導入した、基礎実習の指
導

助⏘基礎実習にプリセプターシップを導入。指導
者、学生が共に学びながら、以㝆の実習でのコ
ミュニケーションの向上にもつながった。

手作り教材ࠉ性教育用教材の作成 性教育、マࢨークラス用教材、ஙᗂ児用⾰類、未
熟児用⾰類等の作成。学生だけでなく、地域の住
Ẹの協力を得ながら作成。子どもたちや受講者が
興味を示し、手作りのࡠくもりから、生尊重の
心を㣴う態度の育成にもつながっている。

助⏘学科ࠉ地域母子保健
母親参加型の授業展開

子育て中の母親の協力を得て、ディスカッショ
ン、ワークショップをし、サービスを受ける側の
女性と家族の理解に勤める。助⏘師としてのモチ
ベーションを高める授業の工夫

助⏘学科ࠉ地域母子保健
国際看護の授業方法

在日外国人への助⏘ケアの配慮について、まず海
外での出⏘経験者を招いて、体験談や出⏘・子育
て用ရの紹介等を通して、異文化における出⏘・
育児について理解を῝める授業を行った。徐々に
在日外国人女性の協力も得ることができた。

助⏘診断・技術学
外国人研修生との交流授業

ケニアからの研修生受け入れ、現在日本では使用
しない教材を使用しての診断技術の指導、異文化
における助⏘に必要な技・態度についてのディス
カッションを日本人学生とともに実施した。

助⏘学実習実習記録用紙の作成 従来の記録用紙を評価し改善を加える。効率よい
実習ができるよう、授業内容を復習を兼ねた、ス
タンダードプランを示した。

人形、パネルシアター、ペープサートなど、看
護・助⏘学生、保育士、教員、地域の女性や子ど
もたちの発想を取り入れて共に作成、考案を重ね
ている。

性教育教材の作成

地域・いのち・性・生

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

作成した教科書，教材ࠉ２

教育方法の実践例ࠉ１

助⏘学科ࠉ助⏘学概論
助⏘の歴史の授業方法

学生と共に奈良県内外在住の助⏘師（70ṓ代、80
ṓ代）にインタビューをし、今日の助⏘師に求め
られることは何かを考察する授業展開を行った

教 育 研 究 業 績 書

令和2年3月31日

    氏名 梶間敦子

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

助⏘学
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2010～2014

2009～2014

2017.05.27

2017.09.18

2018.08.10

2018.09.29

2018.12.10

2018.12.22

2019.11.13

2019.12.06

2019.12.11

平成29年度ࠉ天理市女性教育推進連⤡協議会
「いのちをどう伝えるか」
（天理市）

 広㝠町立真美ࣨୣ中学校
「性といのちの講演会」ࠉ
（広㝠町）

㡑国日本文化学会総合国際学術大会
討論者
（㡑国ࠉ全༡大学校）

平成29年度天理市ࠉ男女共同参画プラࢨ事業、天
理市女性教育推進連⤡協議会総会、記念講演。

中学3年生173名対象に、「生の神⛎」「思春期
の心とからだ」「出⏘・育児」「性被害から守
る」などについて、ピアカウンセラーの協力を得
て、VTRや模擬体験を交えながらの講演を実施し
た。

日本文化におけるዷፎ・出⏘・育児や出⏘習に
おける女性と子どもの身体等の発表に続き、現代
の日本の助⏘師としての見解を述べた。

青少年の自立を支える奈良の会(奈良県教育委
員会後援）
こころとをつなࡄ
「助⏘師による『いのち』のおはなし」
（奈良市）

平成30年度ࠉ近␥特別支援学校知的障害教育研
究協議会健康安全部会研修会
「助⏘師による『いのち』のおはなし」
－体験授業が心を生かす‐
（大和郡山市）

平成30年度ࠉ奈良県看護協会保健師職能研修会
「々の力を発揮できる子育てネットワークを
考える」ࠉ～専門職それࡒれの強み。ᙅみをふ
まえた支援の在り方～
（᷃原市）

青少年の自立を支える奈良の会、青少年の性に関
するチャレンジ事業において、ワークと講ᗙ、体
験的性教育の提案として、助⏘師による体験授業
の紹介を行った。

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ４

個人情報保護法に基づく「患者等個人情報記載
用紙の取ᢅい方法」マニュアルの作成

個人情報保護法について研修会等で学習および情
報収集、委員会で作成したガイダンスをもとに、
実習で活用する「患者等個人情報記載用紙の取ᢅ
い方法」マニュアルを作成、使用。

その他（講演活動）ࠉ５

実習中における学生の針่し・⾑ᾮ暴㟢事ᨾ対
処規定の素案作成

学生が実習中に針่し事ᨾおよび⾑ᾮによる暴㟢
事ᨾに㐼㐝した場合の対処法について、実習病
院、校医に相談しマニュアルの素案作成、危機管
理検討会で検討し活用.

教育上の能力に関する大学等の評価ࠉ３

近␥特別支援学校知的障害教育の㣴護教ㅍを対象
に、助⏘師が考えるいのち、性教育のあり方、教
材活用の実際等について、演習を中心に講演を実
施した。

ዷፎ期から子育て期の各ステージのニーズに応じ
た支援を行うために、出⏘や育児にかかわるそれ
れの専門職の持つ強みやᙅみを共有し、その力ࡒ
を発揮することで、切れ目ない支援を目指すこと
を目ᶆにした講演。

⚾立天理中学校ࠉ教職員
「性といのちのຮ強会」（天理市）

 広㝠町立真美ࣨୣ中学校
「性といのちの講演会」ࠉ
（広㝠町）

奈良県医師会看護専門学校
「今あなたにできる体づくり、心づくり」～生
の※をを見つめて～ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ（᷃原
市）

中学生の性の発達、性教育の必要性、今日の問
題、性と生の伝え方、教材の工夫

中学3年生157名対象に、「生の神⛎」「思春期
の心とからだ」「出⏘・育児」「性被害から守
る」などについて、ピアカウンセラーの協力を得
て、VTRや模擬体験を交えながらの講演を実施し
た。

身体と心の神⛎を見つめ直し、現代の生き方が自
↛とはど遠い事例を紹介。発展㏵上国や、日本
の᫇の母子の生活をにおける心の豊かさ等の紹
介、時代・文化的背景等の違いがあっても、身体
の働きや出⏘の過程は同じである。そこから、今
できる体づくり、心づくりの大切さを気づいてḧ
しい。
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2019.12.14

2020.02.07

年月日

昭和45年4月1日

昭和51年5月19日

昭和52年5月16日

昭和51年3月10日

昭和48年9月26日

昭和50年3月18日

第885号

5)保育音楽検定2級

その他ࠉ４

3)助⏘師 第74567号

音検証10696号

6)保育技能検定2級 保検証302345号

4)受⫾調⠇実地指導員（大阪府認定）

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

事項 概 要

資格，免許ࠉ１

1)准看護師 第2025号（奈良県）

2)看護師 第296880号

第908回日本Ẹ学会談話会・第321回京都Ẹ
学会談話会ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ「思
いがけないお⏘のẸ族」コメンテーターࠉ助⏘
師の立場からࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ（京都
市）

 広㝠町立真美ࣨୣ中学校
「性といのちの講演会」ࠉ
（広㝠町）

「思いがけないお⏘のẸ」の発表を受け、助⏘
師歴40数年を振り返り、事例を紹介。「思いがけ
ないお⏘」は、様々な様々な形で引き起こされ
る。それは、個人のできごとではなく、また、親
子・家族、次世代にも⧅がることである。

中学2年生144名対象、「生の神⛎」「体験授
業」（⫾児・ㄌ生・ዷ婦）母親・⫾児・㉥ちࡷん
の気持ちに近づく。発展㏵上国の子どもたちの生
活を紹介し、互いに尊重できる人間関係の在り方
について、一緒に考える場とした。
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は
発表の年

月
概 要

（著書）

出⏘のẸ学・文化人類学 共著 2014.5 ຮ誠出版
助⏘師として40年の雑感

（学術論文）
先㍮助⏘師から受け継ࡄ、
助⏘師の技・心～T市におけ
る支援～

共著 2008.7

ᡓ後から、現在も活躍中の助⏘師からの
聞き取りを通しての学び

看護学生の清潔に対する
意識調査,第二報 共著 2008.11

看護教育は、若者の清潔感に影響をえ
ているか

分ፔ介助技術教育のプロセ
スの検討

共著 2009.3

助⏘学科開設後3年間の分ፔ介助教育の
プロセスについて考察、報告

ጔのዷፎ・出⏘を経験した
∗親の思い
－意識変化の要因－ 共著 2009.5

ጔのዷፎ・出⏘時の夫のጼໃが、∗性に
どの様な影響をえているかの調査

先㍮助⏘師と学ぶフリース
タイル分ፔ

共著 2009.7

先㍮助⏘師と助⏘学生が共に学ぶことで
の効果

助⏘基礎実習におけるプリ
セプターシップ導入の効果
第1報

共著 2010.3

実習指導にプリセプターシップを導入し
ての、学生・指導者の学び

出生後の∗性意識形成にお
ける助⏘師のかかわり
－∗親自身のニーズの把握
－

共著 2010.7.1
助⏘師のかかわりが、∗性意識向上に、
どのように影響するか

在日外国人母子への出⏘前
後のサポート体制に関する
一考察
-N県内外国人市Ẹにむけて
の国際協力-

単著 2011.1
在日外国人14名（12か国）の女性より聞
き取り調査をし、支援における課題の明
確化

里帰り分ፔを経験した母親
の育児不安について－⏘後
１ࣨ月健診後－

共著 2011.7
里帰りすることも、⏘後の生活にもたら
す問題が多い。

ケニア共和国母子保健の現
状報告第一報
-マタニティセンターを視察
して-

共著 2012.5.1
マタニティーセンターと、村での生活を
視察し、ケニアの母子保健の現状把握

ケニア共和国母子保健の現
状報告第二報
-出⏘準備教育のプレࢮン
テーションを実施して-

共著 2012.5.1
ケニアの医療スタッフへ、出⏘準備教育
の紹介

在日外国人母子への出⏘前
後のサポート体制に関する
一考察
-A県での聞き取り調査より-

単著 2012.7.14
在日外国人の出⏘・育児の困難さとサ
ポートの重要性

第26回 日本助⏘学会学術集会
（ᮐᖠ）

第26回 日本助⏘学会学術集会
（ᮐᖠ）

第27回 奈良県母性衛生会
（奈良）

第23回
日本助⏘学会（東京）

吉備国際大学大学院連合国際協力
研究科

第26回 奈良県母性衛生会
（奈良）

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

第24回日本助⏘学会（つくば）

第25回  奈良県母性衛生学会
(奈良）

第65回
日本助⏘師学会（奈良）

第24回
奈良県母性衛生学会（奈良）

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

第23回
奈良県母性衛生学会

平成20年度
奈良県看護研究学会

看護－159



国際助⏘を身近に学ぶ授業
の工夫
－海外で出⏘した日本人の
体験談から学ぶ-

単著 2013.5.2
国際看護を、身近かなこととᤕえる授業
の工夫を紹介

助⏘師が行う性教育のあり
方
～思春期におけるピアエ
ディケーションでの助⏘師
の介入～

共著 2014.7
ピアエデュケーション有効性について検
討

出生前診断を受検するዷ婦
と家族へのケアࠉࠉࠉࠉ－
文献検索による研究－

共著 2014.7
出生前診断を受けるዷ婦と家族の意思決
定について文献レビュー

外国人の日本での出⏘にお
ける問題点とその関わり

共著 2014.7
日本で出⏘する外国人女性の不安や問題
点を明確にし、今後の関わりに活かす

奈良県助⏘師活動の90年
（中間報告）

共著 2015.7
助⏘師会90年の歴史を聞き取り調査、先
㍮助⏘師の心と技を次代に伝えたい

 (その他)

第30回 奈良県母性衛生学会
(奈良）

第27回 日本助⏘学会学術集会
（石川）

第29回 奈良県母性衛生学会
(奈良）

第29回 奈良県母性衛生学会
(奈良）

第29回 奈良県母性衛生学会
(奈良）
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2年 3 月 31 日 

氏名 金 ヤスミ 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

基礎看護学、母性看護学 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

２ 作成した教科書，教材 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 

５ その他 

なし 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 

看護師 

昭和 53

年 5 月

23 日 

第 344379 号 

助⏘師 

昭和 54

年 12 月

20 日 

第 77915 号 

日本周⏘期・新生児医学会 

新生児蘇生法「専門コース」（Aコース） 修了 

平成 27

年 11 月

1 日 

認定␒号 A-15 42181 

２ 特許等 

なし 

３ 実務の経験を有する者についての特記事項 

４ その他 
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研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（学術論文）     

1. 1看護⣔の大学及び専門

学校で用いられている基

礎看護学実習評価表の内

容分析による構成概念の

抽出とルーブリック形式

の評価表の作成 

単著 

 

平成 25 年 3

月 

 

␥央大学 修士論文 

 
 

2. 看護学生の載石位体験

前後の⏘婦人科診察台に

対するイメージとᕪ心

の変化 

 

共著 

 

平成 27 年 

 

␥央大学紀要 第 12

巻、第 1号、Pl5-30 

 

௰居由美子、小笠原知枝、金ヤスミ、

他 

 

3.基礎看護学実習評価項

目の内容分析によるパフ

ォーマンス評価のための

ルーブリックの作成 

 

共著 

 

平成 30 年 2

月 

 

医療福祉情報行動科

学 研 究  第 5 巻 

2018 年 2 月 

 

金ヤスミ、小笠原知枝、中居由美子、

河合まゆみ、、小林由里、ᑞ中百合、新

井祐恵、大田容子、伊藤明子 

 

４．新人看護師のクリティ

カルシンキング能力と情

報活用能力の特徴とその

関連性 

共著 

 

平成 31 年 3

月 

 

医療福祉情報行動科

学 研 究  第 㸴 巻 

2019 年 3 月 

 

小林由里、小笠原知枝、河合まゆみ、中

居由美子、金ヤスミ、他 

 

（その他）     

（学会発表）     

看護職員離職経験者の離

職要因に関する実態調査

一離職時の状況と現在の

心境からみた働き続ける

ための職場環境一 

 

 
平成 25 年 

 

第 42 回日本看護学会

論文集（看護管理）

P187-190 

 

飯尾美和、土井理久ᐿ、田岡眞由美、

金ヤスミ、他 

 

Image of gynecological 

examination in young 

women.（若い女性の⏘婦人

科診察台イメージ） 

 

 
平成 25 年 

 

WANS（世界看護科学学

会）ポスター発表 

 

YumikoNakai, JongySeongMoon, 

YasumiHarikane 他 

 

学生カンファレンスの現

状と今後の指導課題 

 

 
平成 26 年 

 

第 45 ᅄ日本看護学会

（看護教育）学術集

会、P37 ポスタ一発

表 

城使紀子、金ヤスミ、丸野由美 

 

看護－162



著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

基礎看護学実習評価項目

の内容分析による実習評

価の構成概念 

 
平成 26 年 

 

第 24 回日本看護学教

育学会学術集会（口

演） 

金ヤスミ、小林由里、中居由美子、他 

 

新人看護師のクリテイカ

ルシンキング能カと情報

活用能力の関連性とその

特徴 

 

 
平成 26 年 

 

第 24 回日本看護学教

育学会学術集会（口

演） 

 

小林由里、河合まゆみ、金ヤスミ、他 

 

看護専門学校における高

校新卒学生と社会人経験

学生の学習意ḧに関する

要因 

 

 
平成 27 年 

 

第 25 回日本看護学教

育学会学術集会（口

演） 

 

河合まゆみ、小笠原知枝、中居由美子、

金ヤスミ他 
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2年 3 月 31 日 

氏名 Ⱚ田 ゆかり   

研   究   分   野 研究内容のキーワード 

 公⾗衛生看護学,地域看護学  保健・医療・福祉の連携 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概         要 

１ 教育方法の実践例   

1) 看護学生のための初年次教育の教育方法作成 

 

 

 

 

 

 

 

2) 地域基┙型ボランティア教育方法の作成  

 

 

 

 

 

 

平成24年12月

～26 年 4月 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 4月

～28 年 3月 

飯田女子▷期大学看護学科の教授就任前から看護学

生のための初年次教育の教育方法を㺀キャリアデࢨ

イン㺁として新講義を作成した.具体的には,就任前

本学科は留年する過年度生が多いため,看護師にな

るための動機づけを先駆けて行い,㺀聴く」㺀読む㺁㺀調

べる㺁「書く」ための教育方法を新たに作成・実施し

た. 

 

朝日大学保健医療学部看護学科准教授として,地域

基┙型ヘルスボランティア教育方法を作成した.具

体的には多世代交流を目的とした利他的行動の体験

型学習であり,ᒱ㜧県⍞穂市地域包括支援センタ

ー・介護予防サポーターと連携し,地域基┙型のボラ

ンティア教育方法を考案・実施した. 

 
3）リフレクション（振り返り）シートの活用 

  

平成 22 年 4月

～現在に⮳る. 

学生の理解について振り返りを促すため,独自に作

成したシートを活用する工夫を行っている. 

学生自身が目ᶆ達成度は何㸣かを評価し,100㸣にな

るために学生自身がどうしたらよいかを考えて記入

したものを毎回回収して,学生の理解度を確認して

いる.理解がஈしい内容は,次回に補足説明を行って

いる. 

２ 作成した教科書，教材 

  特記なし 

  

３ 教育上の能力に関する大学等の評価   

1) 文部科学省による大学設置審議会の教員組織審

査において,朝日大学保健医療学部看護学科専任 

准教授：適格と認定 

平成 25 年 8 月 

 

 

 

科目名：㺀公⾗衛生看護学概論㺁㺀公⾗衛生看護活動論

Ⅰ㺁㺀公⾗衛生看護活動論Ⅱ㺁㺀公⾗衛生看護活動論

Ⅲ㺁㺀公⾗衛生看護学実習㺁㺀看護研究演習Ⅰ㺁㺀看護研

究演習Ⅱ㺁「基礎ࢮミナールⅠ・Ⅱ」担当可と判定 

2) 学位授機構・文部科学省「大学設置審議会教員

審査」において,飯田女子▷期大学専攻科㣴護教育専

攻 兼担教授：適格と認定 

平成25年12月 科目名：「看護学特論」担当可と認定 

3）文部科学省による AC 教員審査において,奈良学 

園大学保健医療学部看護学科専任准教授：適格と認

定 

平成 29 年 2月 

 

科目名：㺀公⾗衛生看護学概論㺁㺀公⾗衛生看護学Ⅰ 

（地域活動）㺁㺀公⾗衛生看護方法論Ⅰ㺁㺀公⾗衛生看 

護方法論Ⅱ㺁㺀公⾗衛生看護学実習㺁㺀看護研究Ⅱ㺁「公

⾗衛生看護診断演習」「在宅看護学実習」「基 

礎看護学実習Ⅰ」「基礎看護学実習Ⅱ」「統合実 

習」担当可と判定 
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4）文部科学省による大学院設置の教員組織審査にお

いて,奈良学園大学保健医療学部看護学科准教授：適

格と認定 

平成 29 年 8月 

科目名：「在宅看護学特論Ⅰ（在宅看護学）」担当

可と判定 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 

1) NPO 法人大阪㺬㺼㺵㺻㺡㺆㺏教育研究所 理事
平成 17 年 1月

～現在に⮳る 

NPO 法人大阪㺬㺼㺵㺻㺡㺆㺏教育研究所の前身である大阪

㺬㺼㺵㺻㺡㺆㺏教育研究会の時より,障がい児教育に関わっ

ており,地域住Ẹを巻き込んだボランティア教育活

動を行っている. 

2) 東大阪大学 委員会（保健センター）業務担当
平成 21 年 4月

～22 年 3月 

㣴護教ㅍ・看護師・保健師・健康運動実践指導者・

精神保健福祉士業務を担当した. 

3) 精神障害者㺩㺽㺏㺫㺷㺨㺽㺎等㣴成研修事業(在宅看護

の基礎知識Ⅰ) 講師 
平成22年12月 

精神障害者㺩㺽㺏㺫㺷㺨㺽㺎等㣴成研修事業受講者を対象

に,在宅看護の基礎知識Ⅰの講義を担当した. 

4) 加古川市国Ẹ健康保険運営協議会 委員
平成 23 年 2月

～24 年 3月 

加古川市より保健師教育に関わる教員として,加古

川市国Ẹ健康保険運営協議会の委員を委კされた. 

5) 兵庫大学にて教務主任（保健師科目）として

カリキュラム作成

平成 23 年 4月

～24 年 3月 

平成 24 年度入学生より保健師選択制を兵庫大学で

実施するにあたり,教務主任として保健師教育のカ

リキュラムと実習計画を作成した.

5) 飯田女子▷期大学 公開講ᗙ
平成 25 年 9月 

「こころとからだの元気づくり」をテーマに,継続的

に取り組むことが必要であることを理解することを

目ᶆに公開講ᗙの講師を担当した.自分自身のから

だのことを知り,生活機能を低下させない方法を実

際に体験する機会とした. 

５ その他 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 

1）外国語(㺪㺵㺻㺛語)中学校教ㅍ 1級教ㅍᬑ通免許

2）外国語^㺪㺵㺻㺛語`高等学校教ㅍ 2級教ㅍᬑ通免許

高等学校教ㅍ 級（ 庫 高 ᬑ第 ）

昭和 57 年 3月 

昭和 57 年 3月 

3）㣴護学校教ㅍ 1級ᬑ通免許

4）国語科中学校教ㅍ 1種ᬑ通免許

5）国語科高等学校教ㅍ 1種ᬑ通免許

6) 看護婦免許

7) 保健婦免許

8) 㣴護教ㅍ 2 種免許

9) 第 1種衛生管理者免許

10) 介護支援専門員

11) 精神保健福祉士免許

12) 健康運動実践指導者

平成元年 3月 

平成 3年 3月 

平成 3年 3月 

平成 9年 4月 

平成 11 年 5月 

平成11年10月 

平成11年10月 

平成 12 年 2月 

平成 15 年 6月 

平成15年10月 

２ 特許等 

  特記なし 

３ 実務の経験を有する者についての特記事項 

1) 文部科学省による大学設置審議会の教員組織審

査において,朝日大学保健医療学部看護学科専任准

教授：適格と認定

平成 25 年 8 月 科目名：㺀公⾗衛生看護学概論㺁㺀公⾗衛生看護活動論

Ⅰ㺁㺀公⾗衛生看護活動論Ⅱ㺁㺀公⾗衛生看護活動論

Ⅲ㺁㺀公⾗衛生看護学実習㺁㺀看護研究演習Ⅰ㺁㺀看護研

究演習Ⅱ㺁「基礎ࢮミナールⅠ・Ⅱ」担当可と判定 
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2) 学位授機構・文部科学省「大学設置審議会教員

審査」において,飯田女子▷期大学専攻科㣴護教育専

攻 兼担教授：適格と認定 

平成25年12月 科目名：「看護学特論」担当可と認定 

3）文部科学省による AC 教員審査において,奈良学 

園大学保健医療学部看護学科専任准教授：適格と認

定 

平成 29 年 2月 

 

科目名：㺀公⾗衛生看護学概論㺁㺀公⾗衛生看護学Ⅰ 

（地域活動）㺁㺀公⾗衛生看護方法論Ⅰ㺁㺀公⾗衛生看 

護方法論Ⅱ㺁㺀公⾗衛生看護学実習㺁㺀看護研究Ⅱ㺁「公

⾗衛生看護診断演習」「在宅看護学実習」「基 

礎看護学実習Ⅰ」「基礎看護学実習Ⅱ」「統合実 

4） 文部科学省による大学院設置の教員組織審査に

おいて,奈良学園大学大学院看護学研究科看護学専

攻准教授：適格と認定 

平成 29 年 8月 

 

 

科目名：「在宅看護学特論Ⅰ（在宅看護学）」担当

可と判定 

 

 
４ その他   

 1)東大阪市まちづくり助成金 平成 21～22 年 東大阪大学,東大阪▷期大学 研究共同分担 

 2)2015(平成 27)年度教育改㠉推進事業助成金 平成 27～28 年 朝日大学 2015 年度教育改㠉推進事業 研究代表者 

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月  

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（著書） 

1  2018 年要点がわかる

出題傾向がみえる小児 
看護学 (看護師国家試験

対策) 
 

共著 平成 29年 11月 PILAR PRESS 

「看護師国家試験出題基準（平成 30 年

版）」準拠.中項目別にみた要点と過去

問題集を作成した.第 97回～第 106回看

護師国家試験問題収録. 

守本とも子（監修） 

Ⱚ田ゆかり,田場真理, 瀬山由美子（編

著） 

2 2019 年出題傾向がみえ

る健康支援と社会保障 

制度 (看護師国家試験対

策) 

共著 

 

平成 30 年 5月 

 

PILAR PRESS 

「看護師国家試験出題基準（平成 30 年

版）」準拠.中項目別にみた要点と過去

問題集を作成した.第 91回～第 107回看

護師国家試験問題収録.  

守本とも子（監修） 

新谷奈苗,Ⱚ田ゆかり,森山浩司他 

3 2020 年解いて,わか

る㸟覚えて合格㸟小児看

護学/看護の統合と実践 

共著 令和 2年 3月 PILAR PRESS 

「看護師国家試験出題基準（平成 30 年

版）」準拠.看護の統合と実践,中項目別

の過去問題集を作成した.第 87 回～第

108 回看護師国家試験問題収録.  

守本とも子（監修）,山口求（編著） 

三浦康代,Ⱚ田ゆかり,吉水清,佐藤郁

代,井上葉子,斎藤英夫他 

（学術論文）     

1 市町村合併後の集団

健康教育（運動）プログ

ラムの評価―総合型地域

スポーツクラブにアウト

ソーシングした事例の検

討― 

単著 
平成 21 年 12

月 

東大阪大学教育研究紀要

第 7号;25-30 

市町村合併前後の集団健康教育（運

動）プログラム評価への示၀を得ること

を目的に,総合型地域スポーツクラブに

アウトソーシングした事例を検討した.

その結果,集団健康教育の実施において

㺀運動の機会や時間がない者や参加者の

性別・年齢に応じたアプローチとその評

価システムが必要であることが示၀さ

れた. 
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2 総合型地域スポーツ

クラブを活用した運動啓

発事業の評価 

単著 
平成 22 年 3

月 

日本福祉大学大学院社会

福祉学研究科「社会福祉学

研究」，第 5 号，55－63 

中高年者の運動不足といった課題か

ら経年・長期的に継続した運動啓発事業

を実施するために,総合型地域スポーツ

クラブを活用した事業の多面的な評価

を検証した.その結果運動啓発事業の評

価において,参加実人数を用いて評価を

行うことで,実施回数が増えても,男性

や運動を継続する実参加人数が増える

とは限らないことが明らかになった. 

3「保健師に求められる実

践能力と卒業時の฿達

度」における学生の自己

評価 : 実習形態の違い

による฿達度の比較 

共著 
平成 26 年 3

月 

大阪市立大学看護学雑誌,

（10）1-10 

行政 3 週間実習(行政実習),行政 1 週

間と⏘業 2 週間の計 3 週間実習(⏘業実

習),行政 1週間と学校 2週間の計 3週間

実習(学校実習)という実習形態で学生

の฿達度に違いがあるか否かを検討し

た. 2012-2013 年度に地域看護学実習を

ᒚ修した計 124 名に調査⚊を配布,104 

名(回収率: 83.9�) から回答を得た.調

査は「保健師に求められる実践能力と卒

業時の฿達目ᶆと฿達度」(厚生労働省， 

2010) の項目を用いた.実習という臨地

の特性により経験しにくい項目につい

ては,実習運営のさらなる工夫が必要で

あることを考察した. 

担当分:調査，統計解析 

著者：林知里,横山美江,藤村一美,村

井智郁子,Ⱚ田ゆかり 

4 看護基礎教育におけ

る保健師教育 
単著 

平成 27 年 3

月 

朝日大学保健医療学部看

護学科紀要,(1)44-52 

看護基礎教育における保健師教育に

ついて,ձ学士課程（大学 4 年間）の看

護基礎教育における保健師教育の変遷,

②朝日大学保健医療学部看護学科の保

健師教育の考え方,ճ今日の社会に求め

られる保健師の役割を概観した. 

 

5 2015 年度教育改㠉推

進事業：介護予防プロジ

ェクト報告ー地域と大学

が連携した地域基┙型の

ボランティア教育システ

ムー 

共著 
平成 29 年 3

月 

朝日大学保健医療学部看

護学科紀要,(3)59-66 

2015 年度教育改㠉推進事

業助成金報告書 

現在の日本における看護学教育にお

いて，介護予防における地域包括システ

ムを目指した地域基┙型のボランティ

ア教育の取り組みは少ない．そこで我々

は，2015 年度教育改㠉推進事業：介護予

防体操作成プロジェクトに取り組み，本

事業の目的達成を目指した．地域連携協

定を結ぶ A 市をはじめ，A 市社会福祉協

議会・A 市地域包括支援センター・みず

生き活きサポーター等関係機関の協

力のもと，「介護予防体操作成プロジェ

クト：地域と大学が協働したボランティ

ア教育システム」を実施した内容を報告

した. 

本人担当部分：研究代表者㺃統計解析，

結果,考察,総括 

著者：Ⱚ田ゆかり,高橋直美,名和めࡄ

み,北➃惠子 
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2019 第 22 回東アジア看

護学研究者フォーラムの

報告（Ⅰ）～文献検討に

よる女性の身長▷縮に関

連する因子および因子間

の関連～ 

共著 令和元年 9月 
奈良学園大学紀要,（11） 

211-215.2019. 

A Report on 22nd East Asian Forum of 

Nursing Scholars (EAFONS) Conference 

2019（Ⅰ）～Association among the 

factors in conjunction with Height 

Loss of females by the literature 

review～ 

Yasuyo MIURA，Yukari SHIBATA 

Kiyoshi YOSHIMI=U，Yohko INOUYE 

2019 第 22 回東アジア看

護学研究者フォーラムの

報告（Ⅱ）－⅖症性⭠疾

患患者の食生活に焦点を

あてたライフスキルに関

する文献検討－ 

共著 令和元年 9月 

奈良学園大学紀要,（11） 

207-210.2019. 

 

A Report on 22nd East Asian Forum of 

Nursing Scholars (EAFONS) Conference 

2019 Part 2－Study of literature on 

life skills that focus on eating 

habits of patients with inflammatory 

bowel disease－ 

Yohko INOUYE, Yukari SHIBATA, 
Kiyoshi YOSHIMI=U， Yasuyo MIURA 

（学会発表）     

1 学生による「保健師に

求められる実践能力と卒

業時の฿達目ᶆと฿達

度」の自己評価－行政保

健実習・学校保健実習・

⏘業保健実習による比

較・検討－ 

共著 
平成 25 年 1

月 

第１回日本公⾗衛生看護 
学会（首都大学東京）, 
2013.1.14-15,第１回日本

公⾗衛生看護学会講演集,
第 1 号,75 

2012 年度４年制大学の保健師課程学

生への調査から,保健師に求められる実

践能力と卒業時の฿達目ᶆと฿達度を

明らかにし,行政・学校・⏘業実習によ

る自己評価の比較・検討を行った.   

担当分:調査,統計解析，結果      

著者：藤村一美,Ⱚ田ゆかり,横山美江 

2 Effect of 

Caregiver's Smile for 

Comfortable in Older 

Adult with 

Alzheiheimer's Disease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同発

表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 10

月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 10th International 

Association of 

Gerontology and 

Geriatrics-Asia/Oceania 

2015 Congress 

19-22 October 2015 

Chiang Mai,Thailand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In patients with advanced Alzheimer's 

disease, showing various expressions, 

such as �surprise face� photo �smile�, 

�crying�, see how it feels this 

person? � I heard. Then see the 

surprise face�so not recognize 

the�angry face�,  �smile�could 

recognize most people. Slow dementia, 

and the ability to feel from people's 

facial expressions. But smile, that 

capability to read or see someone 

happy, or happier not learned unabated 

to the end. This time, evaluate 

effects caregiver̓s smile in a saliva 

test for older Alzheiheimer diseases 

objective. 

本人担当部分抽出不可能 

共著：大塚静香,濱畑章子,Ⱚ田ゆかり,

3 児童・生ᚐ等における

う⼃有病状況の年齢特性

比較―学校保健統計調査

結果からの検証― 

単著 
平成 27 年 1

月 

第 3回日本公⾗衛生看護

学会(神戸)第１回日本公

⾗衛生看護学会講集,P205 

学校保健統計調査結果を用いてう⼃

有病状況について,経年的に年齢特性の

傾向を明らかにした. 
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4 Collaboration 

between University and 

Community Volunteers in 

a Nursing-Care 

Prevention Exercise 

Project 

共同発

表 

平成 28 年 6

月 

The 3rd Korea-Japan 

Joint Conference on 

Community Health Nursing 

(KJJCCHN)July 

1-3,2016Busan,South 

Korea 

2015 年度教育改㠉推進事

業助成金 

This study develops an education 

program with community participation 

as part of a new project that utilizes 

a regional partnership between the 

university and community volunteers 

through intergenerational exchange 

and allows volunteers to participate 

with residents and government 

officials.The subjects were nine 

students who applied to participate in 

the nursing-care prevention exercise 

project and were recruited from the 87 

students in the university's two-year 

nursing program. The subjects were 

studied for six months (June̽December 

2015).In Workshop and two gatherings 

of elderly people who live in the 

community, it was content analysis of 

Reflection and impressions of the 

student.By content analysis, we were 

able to extract the concept of 

individual and collective.本人担当部

分：研究の総括,統計解析，結果,考察 

共著：Ⱚ田ゆかり,北➃惠子,高橋直美 

 

 

5 地域と大学が連携し

た地域基┙型のボランテ

ィア教育プログラムの展

開ー2015 年度教育改㠉推

進事業：介護予防体操作

成プロジェクトー 

 
平成 28 年 8

月 

日本地域看護学会第 19 回

学術集会(ᰣ木)講演集, 

(19)111 

2015 年度教育改㠉推進事

業助成金 

本研究の目的は,住Ẹや行政等関係者

と共にボランティアとして参加する機

会を利用した世代間交流を通して,地域

と大学との地域連携協定を活用した介

護予防体操作成プロジェクトへ参加す

る地域基┙型のボランティア教育プロ

グラムを展開することである.学生はձ

高齢者やボランティア・関係機関の専門

職とコミュニケーションを持ち,世代間

交流を図り,他者を理解することの必要

性を学び,②介護予防体操を作成・ᢨ㟢

することでの達成感や喜び等を得たこ

とを報告した.また地域の人々からも今

後の学生ボランティア活動の継続希望

の声が聞かれ,大学としての地域㈉献へ

の一歩となり,地域基┙型のボランティ

ア教育プログラムを展開することがで

きた. 

本人担当部分：研究の総括,統計解析，

結果,考察 

共著：Ⱚ田ゆかり,北➃惠子,名和めࡄ

み,高橋直美 
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6  地域基┙型のヘルス

ボランティア教育プログ

ラムに参加した学生のリ

フレクション・プロセス 

 

 

 

 

7 介護予防体操作成ボ

ランティアの活動が学生

にえたもの-高齢者と

の関わりで学んだ人ᶒ᧦

護について- 

 

 

 

 

 

8  国内におけるソーシ

ャルサポート受領につい

てのベネフィット・ファ

インディングに関する文

献研究 

 

 

 

 

9  Study of literature 
on life skills that 

focus on eating habits 

of patients with 

inflammatory bowel 

disease 

 

 

10 Association among 

the factors in 

conjunction with Height 

Loss of females by the 

literature review 

 

 

 

 

不登校中学生の心身の健

康状態への支緩における

文献検討-学校適応行動

を採択するまでの過程- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単著 

 

 

 

 

 

 

 

共同発

表 

 

 

 

 

 

 

 

 

単著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同発

表 

 

 

 

 

 

 

 

共同発

表 

 

 

 

 

 

 

単著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 1

月 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 5

月 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 1

月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 1

月 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 1

月 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 9月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 回日本公⾗衛生看護

学会学術集会(台)，

2017. 

 

 

 

 

日本看護倫理学会第 10 回

年次大会（大分）2017. 
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22nd East Asian Forum of 

Nursing Scholars 

2019EAFONS 東アジア看護

学研究者フォーラム シン

ガポール大会,2019. 
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Nursing Scholars 
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学研究者フォーラム シン

ガポール大会,2019. 

 

 

 

 

日本地域看護学会学術集

会講演集 （横浜） 

 22nd,P87,2019． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域基┙型のヘルスボランティア教育

プログラムに参加した学生のリフレク

ション・プロセスを質的研究で明らか 

にした. 

 

 

今回介護予防体操作成のボランティア

の活動を 2年生 9名の学生と実施した.

学生は介護予防体操を行ううちに,高齢

者にとって意味のある内容や,コミュニ

ケーションの取り方を学び,体操作成自

体の過程が学びになっていること等多

くの学びを得ていた.高齢者の立場であ

ればどうかと考えることや,人間として

の共感に近づく大切さを考えさせられ

ていた. 

本人担当部分：統計解析，結果,考察

共著：北➃惠子,Ⱚ田ゆかり,高橋直美 

 

国内におけるソーシャルサポート受領

についてのベネフィット・ファインディ

ングに関する文献研究を行った. 

 

 

 

We will clarify the trend of research 

on life skills focusing on the diet of 

patients with IBD and use our results 

as the basic data to consider 

supporting methods.  

本人担当部分：統計解析，結果,考察 

共著：井上葉子,Ⱚ田ゆかり他 

 

 

 

We examined the several factors 

related to the height loss of female 

and relations among those factors to 

provide basic resources to prevent 

height loss. 

本人担当部分：統計解析，結果,考察 

共著：三浦康代,Ⱚ田ゆかり他 

 

 

 

中学生が学校適応行動を採択するまで

の過程を明らかにすることを目的に,従

来の不登校中学生の心身の健康状態を

支援した関連論文等を基礎に,文献検討

を行った.その結果,TTM は行動変容段階

である㸺無関心期㸼㸺関心期㸼㸺準備

期㸼㸺継続期㸼に大別された.そして

TTM により中学生が学校適応行動を採択

するまでの過程が明らかになり,学校適

応のためのプログラム開発に用いる理

論・モデルの選定に役立つ可能性につい

て展望できた. 
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年月日

平成21年5月

～

平成25年3月

平成23年4月

～

平成24年2月

平成25年4月

～

平成26年2月

平成25年5月

～

現在に⮳る

平成25年5月

～

現在に⮳る

奈良県立医科大学医学部看護学科にて、科目名
「成人看護学援助論Ⅰ」、近大ጲ路大学看護学部
看護学科にて、科目名「治療看護技術論」のス
トーマ造設術を受ける患者の看護の講義を担当し
た。講義後の学生アンケートでは、ストーマの写
真を初めて見て非常にຮ強になった。講義内容が
分かりやすくて良かったなどの感想が書かれてい
た。講義後の演習にて、学生へ模擬ストーマを
着させて半日過ごすことでストーマ造設患者の体
験をさせた。演習後の評価として、ࡰ全員の学
生からストーマ造設患者の心理状況がよく理解で
きたとの感想が聞かれた。

2）卒業研究にて1名の学生の卒業研究を指導した。

1）ストーマ造設術を受ける患者の看護」講義・
演習に模擬ストーマを着させて患者体験を実施
した。

5）看護過程の展開を学習するために成人期の術
後患者の事例を作成してグループ演習を行った。

奈良県立医科大学医学部看護学科にて、科目名
「看護研究」にて４年生1名の卒業研究を指導し
た。研究テーマは「臨床看護師が考えるレジリエ
ンスについて」であった。

3）卒業研究にて4名の学生の卒業研究を指導した。 近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「看
護研究」にて４年生４名の卒業研究を指導した。
研究テーマは「術後せん妄に関する文献検討」、
「術後の足ᾎ実施のリラクセーション効果につい
て」、「術後せん妄発症の要因と対策に関する文
献検討」、「ஙがん患者の手術を受ける意思決定
に関する文献検討」であった。

近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「治
療看護技術論」、奈良学園大学保健医療学部看護
学科にて、科目名「成人看護学援助論Ⅰ」の毎講
義のṧり5～10分間で、講義内容に見合った過去に
看護師国家試験に出題された問題を提示し、解答
させた。解答後、解説を行った。学生からは、講
義の内容をふまえて実際の国家試験問題を解答す
ることができて良かったとの感想が聞かれた。

研 究 分 野

成人看護学

教 育 研 究 業 績 書

令和2年3月31日

氏名ࠉࠉ松浦ࠉ純平

研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

急性期看護、周手術期看護、術後せん妄、テキストマイニング

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

教育方法の実践例ࠉ１

近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「治
療看護技術論」、奈良学園大学保健医療学部看護
学科にて、科目名「成人看護学援助論Ⅰ」の演習
の中で後期からの臨地実習に向けて、⫶がん患者
と大⭠がん患者の事例を作成して、グループワー
クにて紙上での看護過程の展開を行った。学生か
らは実習に向けて看護過程が良く理解できたとの
感想が多く聞かれた。

4）講義内容の知識の定着を確認する目的にて、
担当講義中に講義内容に合った看護師国家試験の
過去問題を提示し解答させた。解答後、解説をし
た。
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平成25年6月

～

現在に⮳る

平成25年6月

～

現在に⮳る

平成25年10月

～

現在に⮳る

平成25年10月

～

現在に⮳る

平成26年4月

～

平成27年2月

平成27年4月

～

平成28年2月

平成28年6月

～

現在に⮳る

奈良学園大学保健医療学部看護学科にて、科目名
「ヘルスアセスメント」の講義後の演習にて生体
シュミレーターモデルを使用して、異常྾音と
異常心音の聴取の演習に取り組んだ。学生から
は、異常྾音と異常心音の聴き分けができるよ
うになり、実習前の不安が軽減したとの感想が数
多く聞かれた。

12）生体シミュレーターモデル「フィジコ」を使
用して異常྾音および異常心音の聴取の演習を
行った。

10）卒業研究にて6名の学生の卒業研究を指導し
た。

近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「看
護研究」にて４年生㸴名の卒業研究を指導した。
研究テーマは「術後せん妄予防のための音楽療法
の効果について」、「せん妄の発症と予防に関す
る文献検討」、「術後患者に対する音楽療法の効
果について」、「足ᾎ実施によるリラクセーショ
ン効果の検証」、「術後せん妄発症の要因に関す
る文献検討過去５年間の文献より」、「ஙがん患
者の治療方法決定に関する自己決定に関する文献
検討」であった。

11）卒業研究にて3名の学生の卒業研究を指導し
た。

近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「看
護研究」にて４年生３名の卒業研究を指導した。
研究テーマは「術後の音楽療法の効果に関する文
献検討」、「看護師の考える感情労働に関する現
状と課題」、「看護⣔大学生の考える性教育に関
する現状と課題」であった。

近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「治
療看護技術論」、奈良学園大学保健医療学部看護
学科にて、科目名「成人看護学援助論Ⅰ」のᩆ
処置の講義後の⩣週に心⫵蘇生法練習用人形とAED
を使用して一次ᩆ処置を実際に行う演習を行っ
た。学生からはᩆ処置の実際を経験できて学び
が῝まったとの感想が聞かれた。

8）術前྾訓練として「トリフロー」と「トラ
イボール」を使用して体験する演習を行った。

7）心⫵蘇生法練習用人形モデルとAEDを使用して
一次ᩆ処置（BLS）の実際の演習を行った。

近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「治
療看護技術論」、奈良学園大学保健医療学部看護
学科にて、科目名「成人看護学援助論Ⅰ」の中の
術前྾訓練の講義後の演習として、トリフロー
とトライボールの2種類のჾ具を使用して演習を
行った。学生からは術前྾訓練の実際を経験す
ることができてຮ強になったとの感想が聞かれ
た。

9）周手術期の講義中に、イメージがつきやすい
ようにᤄ管時に使用する気管チューブ、ႃ㢌㙾な
どのჾ具を実際に手に取り見せて説明した。

近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「治
療看護技術論」、奈良学園大学保健医療学部看護
学科にて、科目名「成人看護学援助論Ⅰ」の周手
術期の講義の中でᤄ管時に使用する気管チュー
ブ、スタイレット、ႃ㢌㙾の実物を手に取り見せ
て説明した。学生からは実物を見ることができて
ᤄ管時のイメージが理解できたとの感想が聞かれ
た。

6）生体シミュレーターモデル「シムマン」を使
用して異常྾音および異常心音の聴取の演習を
行った。

近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「治
療看護技術論」、奈良学園大学保健医療学部看護
学科にて、科目名「成人看護学援助論Ⅰ」の演習
の中で後期からの臨地実習に向けて、生体シュミ
レーターモデルを使用して、異常྾音と異常心
音の聴取の演習に取り組んだ。学生からは、異常
྾音と異常心音の聴き分けができるようにな
り、実習前の不安が軽減したとの感想が数多く聞
かれた。
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平成28年12月

～

現在に⮳る

平成28年12月

～

現在に⮳る

平成28年12月

～

現在に⮳る

平成21年5月

～

平成25年3月

平成25年5月

～

現在に⮳る

平成25年5月

～

現在に⮳る

2）成人看護学知識確認資料 近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「治
療看護技術論」、奈良学園大学保健医療学部看護
学科にて、科目名「成人看護学援助論Ⅰ」の毎講
義のṧり5～10分間で、講義内容に見合った過去に
看護師国家試験に出題された問題を提示し、解答
させた。解答後、解説を行った。学生からは、講
義の内容をふまえて実際の国家試験問題を解答す
ることができて良かったとの感想が聞かれた。

3）看護過程アセスメントサブマニュアル（ゴー
ドンの枠組み）開発

近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「治
療看護技術論」、奈良学園大学保健医療学部看護
学科にて、科目名「成人看護学援助論Ⅰ」の演習
の中で後期からの臨地実習に向けて、⫶がん患者
と大⭠がん患者の事例を作成して、グループワー
クにて紙上での看護過程の展開を行った。アセス
メント実施時の分類のための資料を作成し活用し
た。学生からは実習に向けて看護過程が良く理解
できたとの感想が多く聞かれた。

奈良県立医科大学医学部看護学科にて、科目名
「成人看護学援助論Ⅰ」、近大ጲ路大学看護学部
看護学科にて、科目名「治療看護技術論」の講義
後の演習にてストーマサイトマーキングの部位が
分かるような資料を作成した。演習後、学生から
はストーマ造設時の位置決めが分かりやすかった
との意見が聞かれた。

13）術前྾訓練の講義後にインセンティブスパ
イロメトリーを使用した術前྾訓練の演習を実
施した。

奈良学園大学保健医療学部看護学科にて、科目名
「成人看護学援助論Ⅰ」の術前྾訓練の講義後
にインセンティブスパイロメトリーを演習にて実
際に使用して術前྾訓練を実施した。学生から
は実際に実施したことで難しさがよく理解できた
との感想が数多く聞かれた。

14）一次ᩆ処置の講義後に演習にてᩆ蘇生用
トレーニング人形とAEDを使用して一次ᩆ処置
の練習を実施した。

奈良学園大学保健医療学部看護学科にて、科目名
「成人看護学援助論Ⅰ」の一次ᩆ処置の講義後
に演習にてᩆ蘇生用トレーニング人形とAEDを使
用して一次ᩆ処置の練習を実施した。演習後、
学生からは講義で学んだだけでは大変さが分から
なかったが、実際に演習で実施することで⬚㦵圧
迫の῝さや難しさが理解できたとの声が多く聞か
れた。

奈良学園大学保健医療学部看護学科にて、科目名
「成人看護学援助論Ⅰ」の術後離床の講義後に演
習にて点チューブ、ドレーン、ᒀ㐨留置カテー
テル等を付けて術後離床時の看護援助の演習を実
施した。実施後、学生からは術後の患者の具体的
な状況や心理が分かったやまた看護師がいかに安
全・安楽に離床を進める必要があるか理解が῝
まったとの意見が多く聞かれた。

15）術後離床の講義後に演習にて点チューブ、
ドレーン、ᒀ㐨留置カテーテル等を付けて術後離
床時の看護援助の演習を実施した。

作成した教科書，教材ࠉ２

1）成人看護学演習サブテキスト開発（ストーマ
サイトマーキング）
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平成25年6月

～

現在に⮳る

平成25年6月

～

現在に⮳る

平成25年6月

～

現在に⮳る

平成27年2月

平成28年2月

平成29年2月

平成19年

4月1日

～

平成20年

3月31日

1）三重大学医学部㝃ᒓ病院にてプリセプターと
して１年目の看護師の教育指導した。

三重大学医学部㝃ᒓ病院⪥㰯ဗႃ㢌㢕部外科病棟
にて、1年間1年目の新卒看護師の教育指導をし
た。1年間指導することで新人看護師と共に⚾自身
の成長にもつながった。

近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「治
療看護技術論」、奈良学園大学保健医療学部看護
学科にて、科目名「成人看護学援助論Ⅰ」の中の
術前྾訓練の講義後の演習として、トリフロー
とトライボールの2種類のჾ具を使用して演習を
行った。学生からは術前྾訓練の実際を経験す
ることができてຮ強になったとの感想が聞かれ
た。

1）近大ጲ路大学看護学部学生授業評価 ⚾が担当した「症状マネジメント論」「看護援助
論Ⅱ」講義後の学生からの感想として、「とても
理解しやすかった。国試に出やすいと先生が言う
と集中して覚えようとします。」、「分かりやす
かったです。」などの感想が多く記載されてい
た。

奈良学園大学保健医療学部看護学科専任講師「早
期体験演習」「ヘルスアセスメント」「基礎看護
学実習Ⅰ・Ⅱ」「成人看護学援助論Ⅰ（急性期・
周手術期）」「成人看護学実習Ⅰ（急性期・周手
術期）」「成人看護学実習Ⅱ（慢性期・回復期・
終ᮎ期）」「統合看護学実習」「卒業研究Ⅱ」可
と判定。

奈良学園大学保健医療学部看護学科准教授「早期
体験演習」「ヘルスアセスメント」「基礎看護学
実習Ⅰ・Ⅱ」「成人看護学援助論Ⅰ（急性期・周
手術期）」「成人看護学実習Ⅰ（急性期・周手術
期）」「成人看護学実習Ⅱ（慢性期・回復期・終
ᮎ期）」「統合看護学実習」「卒業研究Ⅱ」可と
判定。

2）大学設置・学校法人審議会教員組織審査

近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「治
療看護技術論」、奈良学園大学保健医療学部看護
学科にて、科目名「成人看護学援助論Ⅰ」のᩆ
処置の講義後の⩣週に心⫵蘇生法練習用人形とAED
を使用して一次ᩆ処置を実際に行う演習を行っ
た。演習時に⬚㦵圧迫の部位、㏿さ、῝さなどを
書いた資料を見ながら演習に取り組んだ学生から
はᩆ処置の実際を経験できて学びが῝まったと
の感想が聞かれた。

5）一次ᩆ処置（BLS）サブマニュアル資料開発

3）大学設置・学校法人審議会教員組織審査

4）異常྾音および異常心音サブテキスト開発 近大ጲ路大学看護学部看護学科にて、科目名「治
療看護技術論」、奈良学園大学保健医療学部看護
学科にて、科目名「成人看護学援助論Ⅰ」の演習
の中で後期からの臨地実習に向けて、生体シュミ
レーターモデルを使用して、異常྾音と異常心
音の聴取の演習に取り組んだ。学生からは、異常
྾音と異常心音の聴き分けができるようにな
り、実習前の不安が軽減したとの感想が数多く聞
かれた。

6）術前྾訓練サブマニュアル開発

教育上の能力に関する大学等の評価ࠉ３

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ４
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平成19年

4月1日

～

平成21年

3月31日

平成20年

4月1日

～

平成21年

3月31日

平成21年9月

～

平成25年2月

平成23年12月

平成24年8月

平成25年1月

平成25年9月

～

平成28年2月

平成28年9月

～

平成29年2月

平成21年4月

～

平成25年3月

平成25年4月

～

平成28年3月

1）奈良県立医科大学医学部看護学科助教として
講義担当

「ヘルスアセスメント」「フィジカルアセスメン
ト」「看護援助論Ⅰ」「看護援助論Ⅱ」「成人看
護学実習Ⅰ（急性期）」「成人看護学実習Ⅱ（慢
性期）」「看護研究特論」「看護研究」

2）近大ጲ路大学看護学部看護学科専任講師とし
て講義担当

「看護対象論Ⅰ」「症状マネジメント論」「看護
援助論Ⅱ」「治療看護技術論」「看護展開実習Ⅰ
（急性期）」「看護展開実習Ⅱ（慢性期）」「統
合看護学実習」「看護課題ࢮミ」「補代᭰療法
と看護」

5）国立病院機構敦賀医療センター主ദ「2012年
度院内看護研究発表会」へ招聘

6）2013年度福井大学医学部看護学科公開セミ
ナー「質的研究と量的研究のコラボレーション」
招聘講演

福井大学医学部看護学科公開セミナーにて「質的
研究と量的研究のコラボレーション」をテーマと
してテキストマイニング手法に関する講演を行っ
た。

7）第6回Project AKI全国集会「テキストマイニ
ングの紹介」招聘講演

Project AKI全国集会にて「テキストマイニングの
紹介」に関する講演を行った。

8）近大ጲ路大学看護学部看護学科「成人看護学
実習Ⅰ」「成人看護学実習Ⅱ」実習指導

近大ጲ路大学看護学部看護学科3年生を対象に「成
人看護学実習Ⅰ」、「成人看護学実習Ⅱ」臨地実
習指導を担当した。

9）奈良学園大学保健医療学部看護学科「成人看
護学実習Ⅰ」「成人看護学実習Ⅱ」実習指導

奈良学園大学保健医療学部看護学科3年生を対象に
「成人看護学実習Ⅰ」、「成人看護学実習Ⅱ」臨
地実習指導を担当した。

2）三重大学医学部㝃ᒓ病院にて院内BLS（一次ᩆ
）講習を受けBLSインストラクターとして指導
に関わった。

院内の一次ᩆ処置の講習を受講し、BLSインスト
ラクターとして他の看護師の指導に関わった。院
内の急変時にも෭静に対応することができた。

3）三重大学医学部㝃ᒓ病院にて院内看護研究の
代表者として他3名の看護師と看護研究に取り組
んだ。

院内看護研究として、ႃ㢌がん患者のႃ㢌摘出手
術を受ける意思決定の過程に関する研究に取り組
み院内看護研究発表会で発表した。

院内看護研究発表会にて総評を述べた。

4）奈良県立医科大学医学部看護学科「成人看護
学実習Ⅰ」「成人看護学実習Ⅱ」実習指導

奈良県立医科大学医学部看護学科3年生を対象に
「成人看護学実習Ⅰ」、「成人看護学実習Ⅱ」臨
地実習指導を担当した。

その他ࠉ５
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平成28年4月

～

平成29年3月

平成29年4月

～

現在に⮳る

平成30年4月

～

現在に⮳る

年月日

平成16年4月

平成27年3月

平成16年

4月1日

～

平成20年

平成3月31日
2）三重大学医学部㝃ᒓ病 ～ࠉࠉࠉࠉ

平成21年12月

2）修士号（看護学）

（ᅄ日市看護医療大学大学院第22号）

ᅄ日市看護医療大学大学院看護学研究科看護学専
攻修士課程を修了した。「修士論文題名：術後せ
ん妄の発現を予測するスクリーニングツール開発
のための基礎的研究」

1）三重大学医学部㝃ᒓ病院にて感ᰁ予防リンク
ナースとして活動した。

三重大学医学部㝃ᒓ病院⪥㰯ဗႃ㢌㢕部外科病棟
および第１外科病棟（肝⫹⮅外科）にて、感ᰁ予
防リンクナースとして病棟内の感ᰁ予防対策に取
り組んだ。

三重大学医学部㝃ᒓ病院主ദの就職希望者向けの
病院説明会にて、男性看護師としての院内での業
務および活動を紹介した。参加者から分かりやす
く非三重大学医学部㝃ᒓ病院で働きたいとの声
が聞かれた。

3）ACLS（二次ᩆ処置）プロバイダー免許（日
本ACLS協会0392-5404-2329-2177）

平成30年8月 アメリカ心⮚協会（AHA）主ദのアメリカをはじめ
世界各国で開ദされている医療専門家・ᩆのプ
ロフェッショナルのための世界最高水準の二次ᩆ
処置（ACLS：Advanced Cardiovascular Life
Support）教育訓練プログラムを修了。

3）BLS（一次ᩆ処置）ヘルスケアプロバイダー
免許（日本ACLS協会0392-5404-2329-2177）

平成30年6月 アメリカ心⮚協会（AHA）主ദのアメリカをはじめ
世界各国で開ദされている医療専門家・ᩆのプ
ロフェッショナルのための世界最高水準の一次ᩆ
処置（BLS：Basic Life Support）教育訓練プロ
グラムを修了。

4）奈良学園大学保健医療学部看護学科准教授と
して講義担当

「基礎演習Ⅰ」「ヘルスアセスメント」「成人看
護学援助論Ⅰ」「感ᰁ症看護論」「成人看護学実
習Ⅰ」「成人看護学実習Ⅱ」「卒業研究Ⅱ」「統
合看護学実習」

3）奈良学園大学保健医療学部看護学科専任講師
として講義担当

「ヘルスアセスメント」「成人看護学援助論Ⅰ」
「成人看護学実習Ⅰ」「成人看護学実習Ⅱ」

1）看護師国家資格

事項 概 要

資格，免許ࠉ１

（第1272430号）

5）奈良学園大学大学院看護学研究科准教授とし
て講義担当

「看護研究特論」「病態生理学」「フィジカルア
セスメント」「臨床薬理学」「在宅看護学特論Ⅰ
（在宅看護学）」「在宅看護学特論Ⅱ（慢性
期）」「在宅看護学特論演習」「特別研究」

なし

特許等ࠉ２

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ３

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項
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平成21年5月

～

平成22年3月

平成22年5月

～

平成25年3月

平成24年5月

～

平成27年3月

平成25年5月

～

平成26年3月

平成25年

4月1日

～

平成26年

3月31日

本研究は、手術後の高齢者に高確率で発症する術
後せん妄の発症前駆症状に関して、臨床経験豊富
な看護師の経験知に基づく術後せん妄発症を早期
に発見するための術後せん妄アセスメントツール
開発につなげるための基┙とすることである。研
究方法は質問紙調査とし、対象は全国20病院に勤
務する臨床看護経験年数5年以上を有し外科病棟で
の臨床経験3年以上の看護師300名を対象とした。
回収数は71通、有効回答数は66通であった。記述
統計分析の結果、行動、ΰ、陰性症状、╧╀、
妄想、ἥの6つのカテゴリーが抽出された。
研究代表者：松浦純平
研究題目：高齢患者の術後せん妄発症を早期に発
見するための術後せん妄アセスメントスケールの
信頼性に関する予備的検討

1）助成団体名：ダイワハウス工業ᰴ式会社病室
環境研究助成

2）助成団体名：日本学術振興会科学研究㈝助成
事業（基┙研究C）

3）助成団体名：日本学術振興会科学研究㈝助成
事業（若手研究B）

本研究は、がん患者サロンに関する認識と現在の
利用状況を明らかにすることを目的として研究に
取り組んだ。対象はA県がん患者会会員430名を対
象とした。 研究方法は、質問紙調査法とした。回
収率は158名、有効回答数は148名であった。本研
究結果からサロンのニーズは非常に高いこと、立
地場所としては公共交通機関から近いことサロン
利用者は臨床心理士の配置を希望していることが
明らかになった。
研究代表者氏名：松浦純平
研究題目：がん患者が求める『患者サロン』活用
への支援の検討患者サロンに関する認識と活用の
実際

本研究の目的は看護学生の話し手としての看護学
生のコミュニケーション技法が聞き手の自律神経
⣔にえる影響を明らかにすることを目的とし
た。研究方法は3つの看護⣔大学の看護学生710名
を対象とし有効回答372名を分析対象とした。看護
学生のコミュニケーション技報はポジティブな内
容は交神経に優位に働き、ネガティブな内容
は交感神経に優位に働いていたことが明らかに
なった。
研究代表者氏名：上野栄一
研究題目：話し手としての看護学生のコミュニ
ケーション技法が聞き手の自律神経⣔にえる影
響

本研究の目的は術後せん妄アセスメントスケール
を開発することである．本研究は，文献検討，面
接調査，質問紙調査,質問紙調査に基づく術後せん
妄前駆症状の抽出の㡰に実施した．全国国立大学
医学部㝃ᒓ病院19病院に勤務する外科経験年数3年
以上看護師725名を対象とした．相関分析，I-T相
関分析，天井・床効果の検討，ᑤ度とṍ度の検
証，因子分析を実施した．結果10因子40項目から
なるアセスメントツールを開発した．
研究代表者：松浦純平
研究題目：我が国史上初の術後せん妄を早期発見
するためのアセスメントスケールの開発

5）近大ጲ路大学臨地実習委員会委員

その他ࠉ４

臨地実習委員会メンバーとして、実習病院との日
程および受け入れ可能人数等の調整、実習病院の
新規開拓などに取り組んだ。

4）助成団体名：大阪ガスグループ福祉財団
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平成25年

4月1日

～

平成27年

3月31日

平成25年

4月1日

～

平成27年

3月31日

平成25年

4月1日

～

平成26年

3月31日

平成27年10月

～

平成28年10月

平成28年

4月1日

～

平成29年

3月31日

平成28年

4月1日

～

平成29年

3月31日

平成28年

4月1日

～

現在に⮳る

平成28年

4月1日

～

平成29年

3月31日

平成29年

4月1日

～

現在に⮳る

研究倫理審査員会のメンバーとして、毎月1回開ദ
された研究倫理審査に携わった。

7）近大ጲ路大学地域㈉献活動委員会委員

入試委員会メンバーとして、本学および地方会場
（高知・豊岡・岡山・大阪）の入学試験の準備お
よび試験監╩として入試業務に携わった。また
オープンキャンパスの企画、運営に取り組んだ。

スポーツ振興委員会メンバーとして、毎月1回開ദ
されている委員会会議に出ᖍして、スポーツ振興
活動に関する協議に携わった。

6）近大ጲ路大学入試委員会委員

本研究の目的は、㢌部外傷によるQOL低下をもたら
すႥ覚障害に対するႥ覚神経再生に関する因子は
何かを明らかにすることである。マウスを使用し
た実験の結果,受傷早期にIgGをᢞすることによ
りႥ覚障害が改善される可能性が示၀された。
研究代表者：松浦純平.
研究題目：㢌部外傷によるQOL低下をもたらすႥ覚
障害に対するႥ覚神経再生に関する研究

研究倫理審査員会のメンバーとして、毎月1回開ദ
されている研究倫理審査に携わった。

10）奈良学園大学倫理審査委員会委員

11）奈良学園大学学生生活委員会委員

9）助成団体名：三重大学新研究プロジェクト

地域㈉献活動員会メンバーとして、年2回大学周囲
の清ᤲ美化に取り組んだ。また9月にエイズ予防
キャンペーンを学生と共に企画運営しJRጲ路㥐前
にて開ദした。

12）奈良学園大学FD委員会委員

生活委員会メンバーとして、毎月1回開ദされてい
る会議にて保護者会、3者面談等の計画、運営に携
わった。

実習部会委員会メンバーとして、毎月1回開ദされ
ている委員会会議に出ᖍして、実習に関する協議
に携わっている。

FD委員会メンバーとして、毎月1回開ദされている
会議に出ᖍして、年2回開ദのFD講演会の企画、運
営等に携わっている。

8）近大ጲ路大学倫理審査委員会委員

14）奈良学園大学実習部会委員会委員

13）奈良学園大学スポーツ振興委員会委員
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平成28年

4月1日

～

平成31年

3月31日

平成30年

平成30年

本研究の目的は、㢌部外傷によるQOL低下をもたら
すႥ覚障害に対するႥ覚神経再生に関する因子は
何かを明らかにすることである。マウスを使用し
た実験の結果,受傷早期にIL-6をᢞすることによ
りႥ覚障害が改善される可能性が示၀された。
研究代表者：松浦純平
研究題目：外傷性Ⴅ覚障害患者のQOL向上を目指し
たႥ神経の再生に関する基礎的研究

学内広報委員会メンバーとして、オープンキャン
パス、高校出前講義、大学案内パンフレット、シ
ンポジウム等の企画、準備、運営に携わってい
る。

学内広報委員会委員長として、オープンキャン
パス、高校出前講義、大学案内パンフレット、シ
ンポジウム等の企画、準備、運営に携わってい
る。

4月1日～
同年9月2日

9月3日～
現在に⮳る

17）奈良学園大学学内広報委員会委員長

16）奈良学園大学学内広報委員会委員

15）助成団体名：岡三加藤文化振興財団
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

（著書）
共著 平成23年2月

共著 平成24年3月

共著 平成27年10月

共著 平成29年3月

共著 平成29年12月

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

4.看護職・看護学生のための
「痛みケア」

ᰴ式会社ピラールプレス 看護職と看護学生を対象に痛みについてのケアの
概要と実際の事例を紹介した。B5判全175ページ
編著:守本とも子,共著者：池辺寧,Ἀ本克子,梶村
郁子,片山康予,小池恵理子,澤田京子,篠原百合
子,新谷奈苗,高ᇉ麻⾰,立川茂樹,田中登美,Ჴ橋
千弥子,辻下守弘,西上智彦,前田吉樹,松浦純平,
室津史子,守本とも子,横山美菜.本人担当部門：
第15章「慢性⑊痛のある患者の看護」p134-148を
共著。

3.看護のための『教育学』 ᰴ式会社あいり出版
（看護・介護・福祉のた
めの「教育学」第１巻）

患者教育指導において看護者に必要な視点を、心
理学・教育学の成果を生かして主要な疾患につい
ての概要と実際の事例を紹介した。B5判ࠉ全158
ページ（看護・介護・福祉のための「教育学」第
１巻）編者:守本とも子,共著者：松田智子,᮫
真智子,㙊田首治ᮁ,松浦純平,中尾友美,武富由美
子,山口᭙子,佐々木千恵,新谷奈苗,東中須恵子,
岡本響子．本人担当部門：第４章「⢾ᒀ病」p43-
58を単著。生活習慣病（⢾ᒀ病）患者の主に薬物
療法と運動療法を中心とした健康維持・増進・回
復に向けた援助方法について解説した。具体的に
は、服薬自己管理に向けたアドヒアランス獲得を
目的とした教育原理・教育心理を㋃まえた患者の
服薬指導実践の展開事例と在宅での薬物療法を継
続できるように援助および薬物治療時の低⾑⢾出
現時や有害事象出現時の対処方法について、教育
理論を用いて具体的な事例を2例提示して図・表
を入れて解説した。

1.身体ᣊ᮰の適切な考え方と
看護記録

ᰴ式会社日総研出版
（看護きろくと看護過程
2・3月号）

ケアの根拠が見える記録を効率よく書けるように
なることを目的とする。A4変型判ࠉ全104ページ
編者：岸田良平共著者：一ノ山隆司, 松浦純平,
舟崎起代子, 上野栄一, 内香里, 山本美千代,
高野悦子．本人担当部門：p52-61を単著。認知症
高齢者に対する適切な身体ᣊ᮰、倫理に即した看
護記録の記載方法について事例を通して検討し
た。身体ᣊ᮰は必要な医療と患者の安全のために
やむを得ず行動制限を行う場合がある。その場合
は倫理的配慮を行い家族の理解と協力を得て必要
最低限に留めチームとして治療計画を再検討する
必要性を解説した。

2.看護師が㐼㐝する倫理的ジ
レンマとは

ᰴ式会社日総研出版
（主任＆中ሀ�こころサ
ポート3・4月号）

管理・教育・業務の実践とスキルを強化すること
を目的とする。B5変型判ࠉ全120ページ編者：岸
田良平,共著者：一ノ山隆司, 舟崎起代子, 松浦
純平, 上野栄一．本人担当部門：p48-52を単著。
看護師が臨床で㐼㐝する倫理的ジレンマについて
原因と対応について具体的な場面を想定して検討
した。その結果、看護師が倫理問題に෭静に向き
合うጼໃが大切であることを解説した。

5.2018年看護師国家試験対策
要点がわかる出題傾向がみえ
る成人看護学 上

ᰴ式会社ピラールプレス 看護師国家試験対策として看護学生を対象に成人
看護学分野の要点編と過去問編の2部構成で看護
師国家試験ຮ強に必要なポイントついて紹介し
た。B5判全139ページ 監修:守本とも子,編著：松
浦純平,著：明神一浩.本人担当部門：p10-
52,p104-127を単著。

看護－180



著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成29年12月

共著 平成29年12月

共著 平成30年5月

共著 平成30年7月9.出題基準平成30年版準拠
2019年出題傾向がみえる成人
看護学 上

10.出題基準平成30年版準拠
2019年出題傾向がみえる基礎
看護学

共著 平成30年12月 ᰴ式会社ピラールプレス 看護師国家試験対策として看護学生を対象に必修
問題の要点編と解説付過去問編の2部構成で看護
師国家試験ຮ強に必要なポイントついて紹介し
た。B5判全189ページ 監修:守本とも子, 編著：
松浦純平, 著：井上昌子、ᩧ藤英夫、⁁口みち
る、明神一浩.

6.2018年看護師国家試験対策
要点がわかる出題傾向がみえ
る成人看護学 下

ᰴ式会社ピラールプレス 看護師国家試験対策として看護学生を対象に成人
看護学分野の要点編と過去問編の2部構成で看護
師国家試験ຮ強に必要なポイントついて紹介し
た。B5判全146ページ 監修:守本とも子,編著：松
浦純平,著:大山ᮎ美,梶村郁子,田場真理.本人担
当部門：p10-146を単編著。

7.2018年看護師国家試験対策
要点がわかる出題傾向がみえ
る精神看護学

ᰴ式会社ピラールプレス 看護師国家試験対策として看護学生を対象に精神
看護学分野の要点編と過去問編の2部構成で看護
師国家試験ຮ強に必要なポイントついて紹介し
た。B5判全110ページ 監修:守本とも子,編著：松
浦純平,明神一浩.

看護師国家試験対策として看護学生を対象に基礎
看護学分野の要点編と解説付過去問編の2部構成
で看護師国家試験ຮ強に必要なポイントついて紹
介した。B5判全179ページ 監修:守本とも子, 編
者：松浦純平, 著：北島洋子,澤田京子,瀬山由美
子,平野加代子,中馬成子,丸上㍤剛.

ᰴ式会社ピラールプレス平成30年8月共著

看護師国家試験対策として看護学生を対象に成人
看護学分野の要点編と解説付過去問編の2部構成
で看護師国家試験ຮ強に必要なポイントついて紹
介した。B5判全189ページ 監修:守本とも子, 編
著：松浦純平, 著：明神一浩.

ᰴ式会社ピラールプレス

8.出題基準平成30年版準拠
2019年出題傾向がみえる精神
看護学

ᰴ式会社ピラールプレス 看護師国家試験対策として看護学生を対象に精神
看護学分野の要点編と解説付過去問編の2部構成
で看護師国家試験ຮ強に必要なポイントついて紹
介した。B5判全123ページ 監修:守本とも子,編
著：松浦純平,明神一浩.

看護師国家試験対策として看護学生を対象に成人
看護学分野の要点編と解説付過去問編の2部構成
で看護師国家試験ຮ強に必要なポイントついて紹
介した。B5判全207ページ 監修:守本とも子, 編
著：松浦純平, 著：明神一浩.

11.出題基準平成30年版準拠
2019年出題傾向がみえる成人
看護学 下

共著 平成30年11月 ᰴ式会社ピラールプレス

12.出題基準平成30年版準拠
2019年出題傾向がみえる必修
問題
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

（学術論文）
共著 平成22年4月

単著 平成23年11月

共著 平成24年2月

2.外科領域における術後せん
妄発症予測要因
（査読付）

医学生物学155巻11号．
P825-829．2011．

経験豊富な看護師が直観的に感じる術後せん妄発
症の前駆症状は何かを明らかにする目的で，2病
院外科病棟に勤務する看護師20名へ半構成的面接
を実施した．逐語録を分析し，カテゴリ化した．
せん妄予測項目の名モ78個を分類した結果，【時
間感覚】，【置かれた環境】，【対象者】，【認
識】，【情意】，【対象物】，【表情】，【コ
ミュニケーション】，【患者の反応】など12カテ
ゴリが生成された．経験豊富な看護師は，表情，
失見当識，看護師の説明に対する認識，反応等か
ら術後せん妄発症予測し，前駆症状として捉えて
いた．これらの観察視点は，経験の浅い新人看護
師が気付きにくい観察項目である．今後，この重
要観察項目の共通理解を῝めることで術後せん妄
の早期発見・早期対応につながることが示၀され
た．

3.がん患者サロンに対する患
者会会員の認識と課題（査読
付）

日本地域連携精神看護学
研究誌第3巻p82-88．
2012．

本研究の目的は、Ａ県内のがん患者会会員が考え
るサロンにおけるメンタルヘルスに関する認識お
よび現状を明らかにすることである．研究対象は
Ａ県がん患者会会員400名．調査方法は，対象者
に本研究の主᪨と自記式無記名質問紙調査を同ᑒ
し㒑送した．調査項目は，基本的ᒓ性，サロンの
認識，サロン立地᮲௳，サロン利用者，サロンに
必要と考える医療従事者，サロンへの期待の6項
目．分析方法は，PASW Statistics18.0を用いて
単純集計を行った．結果、以下の3点が明らかと
なった．1．地域に暮らす患者にとってサロンの
ニーズ・期待度は，非常に高い．しかし，実際に
サロンを利用している人は少ない．2．サロン設
置場所として通いやすい立地᮲௳であることを望
んでいた．3．サロン内にメンタル面のフォロー
ができる専門職の配置を望んでいた．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平，上野栄一．

1.わが国のせん妄に関する看
護研究の動向と課題ࠉ―文献
検討を通して―
（査読付）

日本看護学会論文集看護
管理第40号．p264-266．
2010．

本研究の目的は、我が国における看護分野でのせ
ん妄に関する研究について、文献検討により研究
の動向と課題を明らかにし、患者のケアへの示၀
を得ることである。研究方法は医学中央雑誌を用
いキーワードはせん妄と看護とした。その結果、
178編の文献の中から31編の文献を抽出し分析対
象とした。結果、研究の動向としては2004年を除
き年間20編程度の研究がなされていた。研究デࢨ
イン別では量的研究が91編、質的研究は14編、事
例研究は15編であった。研究対象者は患者である
ものが105編であった。筆㢌研究者は臨床看護師
が94௳、看護⣔大学教員は17編、両者の共同研究
が9編であった。フィールド別では整形外科17
編、外科病棟12編、ICU5編、CCU4編、一般外科4
編であった。せん妄発症要因について研究された
のは31編であった。せん妄評価尺度は日本語版
ニーチャムΰ・㘒状態スケールが11編であっ
た。本研究結果から予防に関する研究が少なかっ
たため、今後はせん妄発症予防ケアの充実を図る
ための研究が期待されることが明らかになった。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平，上平悦子．
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成24年3月

共著 平成24年3月

共著 平成25年3月6.異なる⾑圧測定技術教育方
法による技術習得状況の違い
（査読付）

本研究は⾑圧測定の教育方法として、測定手技の
手㡰を教授する方法と主に測定手技の根拠を教授
する方法のどちらが⾑圧測定技術の習得状況によ
い影響をもたらすのかを検討した。結果、測定手
技の根拠を教授した方が患者役に対して測定に伴
う苦痛を減少させることや正しく測定できること
が明らかになった。
（調査実施、データ分析、考察の論文執筆を担当
した。）
共著者：吉岡一実, 一ノ山隆司, 石井秀美, 大川
智恵子, 菊地淳, 有馬義貴, 松浦純平, 吉岡多美
子．

4.テキストマイニングによる
看護師の考える術後せん妄発
症予測についてࠉ―経験豊富
な看護師へのインタビューの
分析―
（査読付）

日本看護学会論文集成人
Ⅰ第42号p62-65．2012．

研究の目的は外科病棟に勤務する看護師が考える
術後せん妄発症予測につながる前駆症状を明らか
にすることである．調査対象者は病院外科病棟に
勤務する看護師20名である。研究方法は術後せん
妄発症前の段階でアセスメントをどのような視点
で実施しているかについて半構成的面接を実施し
た．分析方法はインタビューより得られた逐語録
について形態素解析，コロケーション解析を実施
した．データ解析ソフトは，WinCha，KWIC
Finderを使用した．結果、せん妄発症アセスメン
ト項目は「行動」「コミュニケーション」「行動
対象」「表情」「╧╀」「ッえ」など9カテゴリ
が生成された．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 喜田加奈子, 福田弘子, 上野
栄一, 水野正延．

5.㢌㢕部外科領域における術
後せん妄発症要因の検討ࠉ―
内容分析，セブン・クロス
（7�7）法の分析より―（査
読付）

富山大学看護学会学会誌
11巻1号p9-18．2012．

本研究の目的は，㢌㢕部外科病棟に勤務する経験
豊富な看護師が考える術後せん妄発症要因は何か
を明らかにすることである．対象は，A病院㢌㢕
部外科病棟に勤務する看護師5名．術後せん妄発
症要因について半構成的面接を実施，結果は
Krippendorffの内容分析手法およびセブン・クロ
ス法にて分析した．内容分析の結果から【性格特
性】，【理解力不足】，【長期安静】，【高
齢】，【不╀】，【男性】，【独居】の7つのカ
テゴリーが生成された．セブン・クロス法の結果
から優先㡰位が高い㡰に【不╀】，【性格特
性】，【高齢】，【長時間手術】，【術中出⾑
量】，【╀の影響】，【術前不安】の 7つのカ
テゴリーが生成された．内容分析とセブン・クロ
ス法の両方に含まれていたのは【高齢】，【不
╀】，【個人特性】の3カテゴリーであった．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平，喜田加奈子，上野栄一．
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成25年4月

共著 平成25年5月

共著 平成25年6月

共著 平成25年6月

8.⾑圧測定時における前㢌葉
の㈿活の様相―看護学生と看
護師との比較検討―（査読
付）

医学生物学157巻5号
p565-568．2013．

本研究は⾑圧測定時における測定者の前㢌葉の㈿
活状況を、近㉥外分光法を用いて看護学生と看護
師とで比較検討した。その結果、前㢌葉の21部分
で㈿活状況を比較したところ、両手技とも手技前
に比べて看護学生は看護師の2ಸの部位で有意に
㓟素化ヘモグロビン⃰度が上᪼していた。このこ
とは⾑圧測定技術の習得度と前㢌葉の㈿活状況が
反比例していることを示しており、初学者は前㢌
葉をより㈿活化させて測定していることが明らか
になった。
（データ分析、考察の論文執筆を担当した。）
共著者：吉岡一実, 菊地淳, 平野大㍜, 入江裕
子, 一ノ山隆司, 松浦純平, 有馬義貴, 石井秀
美, 大川智恵子, 吉岡多美子．

9.看護師が実践している術後
せん妄発症予防について―テ
キストマイニングを利用した
分析―
（査読付）

医学生物学157巻6号
p1372-1376．2013．

医学と生物学157巻4号
p450-454．2013．

医学生物学157巻6号
p1377-1381．2013．

7.患者情報から看護問題を抽
出する際の⬻活動に関する研
究-近㉥外分光法による看護
学生の前㢌葉㈿活状況につい
て-
（査読付）

本研究は、患者情報から看護問題を抽出する際の
前㢌葉の㈿活状況を、学年のことなる看護学生計
2名を対象に比較検討したものである。患者情報
を5ᯛのスライドで提示したあとに、看護問題を
抽出する課題をえた。前㢌葉の㈿活状況は近㉥
外分光法を用いて測定し、22か所で㓟素化ヘモグ
ロビン⃰度により評価した。測定終了後には、そ
れࡒれのスライド提示時にどのようなことを考え
たのかを質問紙で調査した。その結果、前㢌葉の
㈿活状況には被験者間でᕪがみられ、これが看護
問題を抽出する際の思考の違いであると示၀され
た。
（データ分析、考察の論文執筆を担当した。）
共著者：吉岡一実, 菊地淳, 平野大㍜, 入江裕
子, 一ノ山隆司, 石井秀美, 大川智恵子, 松浦純
平, 有馬義貴, 吉岡多美子．

本研究は術後せん妄発症予防のために看護師が取
り組んでいる看護実践を明らかにすることであ
る。2施設の外科病棟に勤務する看護師20名を対
象に半構成的面接調査を実施した。分析は形態素
解析にて分析した。その結果，頻出名モはせん
妄，患者，説明などが多かった。説明に関するコ
ロケーション解析の結果「見当識障害予防を意識
した説明をすること」や「本人・家族へ術後はせ
ん妄発症の可能性があることを説明する」などで
あった。「予防」に関する結果から「ኪ㏫㌿予
防を意識した早期離床の援助の実施。」などの文
脈が抽出された。本研究結果から以下の4点が明
らかになった。術前より患者本人へ術後の状況に
ついて説明を実施していた。術後はサーカディア
ンリズムを整えるために✚ᴟ的な早期離床を行
なっていた。見当識障害予防のため日時を伝える
などを実施していた。術後⑊痛緩和の援助を実施
していた。
（本研究の代表者として研究に取り組んだ。）共
著者：松浦純平, 一ノ山隆司, 吉岡一実

10.臨床看護師が実践してい
る術後せん妄発症予防の取り
組み
（査読付）

本研究は、臨床看護師の術後せん妄発症予防に対
する取り組みを明らかにすることである。テキス
トマイニング手法の共起関係ネットワーク分類の
結果から、次の4点が明らかになった。1点目は、
術後の生活リズムの再構築を意識した✚ᴟ的な早
期離床を実施していること。2点目は、体位変
に生じる身体的苦痛の除去にດめていること。3
点目は、手術前には具体的な説明を実施している
こと。4点目は、環境整備の実施や術後⑊痛の緩
和に対する援助に取り組んでいることであった。
（データ分析、考察の論文執筆を担当した。）
共著者：一ノ山隆司, 松浦純平, 吉岡一実
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成25年6月

共著 平成25年6月

共著 平成26年12月13.FACTORS RELATED TO THE
USE OF HOME CARE SERVICES
BY STROKE PATIENTS UNDER
JAPAN̓S LONGTERM CARE
INSURANCE SYSTEM
（日本における長期間の介護
保険システム下の⬻卒中患者
による在宅ケアサービス使用
要因）
（査読付）

International Journal
of Medical Research 	
Health Sciences 4（1）
p103-109．2014．

本研究の目的は、在宅で精神障がい者と生活する
家族の負担要因を明らかにし、今後の家族支援へ
の示၀を得ることである。A県内の11の地域家族
会に所ᒓしている精神障がい者と同居する家族
236人の「日頃から気になること」への記述を分
析データとした。データ分析は、内容分析の手法
を参考に形態素解析、コロケーション解析を行っ
た。結果、【病気に関する不安】、【家族自身の
体調の心配】、【ᑗ来の生活に対する焦り】、
【社会や周囲および身内からの理解不足に関する
苛立ち】、【責任を持ってケアする重圧】、【同
居することで生じる᮰⦡感】、【地域の施設が整
わないことへの不満感】の7つのカテゴリーを生
成し、家族が精神障がい者のケアの担い手であっ
ても、家族はケアの対象者である観点から地域連
携の精神看護に反ᫎさせていく有効な知見が示၀
された。
（データ分析、考察の論文執筆を担当した。）
共著者：一ノ山隆司，松浦純平

12.精神科臨床経験3年未満の
看護師が抱く陰性感情の特徴
（査読付）

医学生物学157巻6号
p1387-1392．2013．

本研究は、精神科病棟に勤務する精神科臨床経験
3年未満の看護師3人対象として、ᙼらが抱く陰性
感情の特徴を把握することが目的である。半構成
的面接法により陰性感情に関する調査を行った結
果、陰性感情として8カテゴリー生成することが
できた。患者に対しては否定的な捉え方によって
生じる【不安感】、患者から被害を受けるといっ
た【ᜍᛧ心】、患者との対応における未熟さから
生じる【困ᝨ】、どこにもぶつけることができな
い感情から生じる【ᛣり】、患者に自分の思いが
受け入れてもらえないことによる【苛立ち】、患
者とのかかわりから生じていくⴠ⫹から引き起こ
される【⑂ᘢ感】、患者の対応を他の看護師と比
べることによって生じる【ຎ等感】、患者との関
係性や対応を振り返ることから生じる【自責感】
であった。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 一ノ山隆司, 菊地淳, 吉岡一
実

⬻卒中患者は、在宅ケア看護サービスを利用者数
の中では最も多い。本研究の目的は、日本の介護
保険システムの下で在宅ケア・サービスの使用状
況との利用者の関係を決定するために⬻卒中患者
の㘽となる要因と主な介護者の関係を明らかにす
ることである。研究方法は東海と近␥地域で14の
主題とᙼらの介護者を対象とした。質問紙調査⚊
が主な介護者のために使用した、データ分析方法
は、一変量分析により分析した。結果、バルテル
Index（BI）得点より高い⬻機能障害が、長期の
介護保険の使用率と関連があることが明らかに
なった。またBI得点低下と在宅ケア率は増加し
た。結論：⬻卒中患者の2つの特徴が長期の介護
保険の使用率に関連することが明らかになった。
（質問紙⚊作成、データ入力、データ分析、考察
の論文執筆を担当した。）
共著者：Kazuya Ikenishi,Jumpei Matsuura
2015年度インパクトファクター：0.18

医学と生物学157巻6号
p1382-1386．2013．

11.在宅で精神障がい者と生
活する家族の負担に関する研
究
（査読付）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

単著 平成27年3月

単著 平成27年4月

共著 平成27年6月

共著 平成27年6月17.The needs of post-
operative delirium
assessment tool for
clinical nuese
（臨床看護師の考える術後せ
ん妄スクリーニングツールの
必要性に関する研究）
（査読付）

RA Journal of Applied
Research.1(6)p219-
226.2015.

本研究の目的は、臨床看護師が考える術後せん妄
アセスメントツールについてのニーズを明らかに
することである。
対象は全国の大学病院19病院の外科⣔病棟に勤務
する看護師725人である。
アセスメントツールの必要性について「必要であ
る」、「やや必要である」と回答した対象者の割
合は全体の85.5㸣であった。このことからアセス
メントツールの必要性について、非常に受容があ
ることが明らかになった。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：Jumpei Matsuura, Eiichi Ueno
2015年度インパクトファクター：3.62

15.Early detection and
treatment : an examination
of prodromal symtoms of
post operative delirium in
elderly patients
（早期発見と処置：高齢患者
の術後せん妄の前駆症状につ
いて）
（査読付）

International Journal
of Clinical and
Biomedical Research. 1
（2）p1-6.2015.

研究目的は，臨床経験豊富な看護師の経験知に基
づく術後せん妄発症を早期に発見するための術後
せん妄アセスメントスケール開発のための基┙と
することである。対象は看護師300名とした。結
果，看護師が術後せん妄前駆症状として考えてい
る症状は「看護師へ遠慮して何も言わない」「自
分でᐷ返りをᡴたない」であった。術後せん妄前
駆症状を症状別に類ఝするカテゴリー別に分類し
た。その結果「行動」「ΰ」「陰性症状」「╧
╀」など6カテゴリーに分類された。

2015年度インパクトファクター：3.3

16.Initial development of
a screening tool for
postoperative delirium
prodrome
（術後せん妄スクリーニング
ツールの開発）
（査読付）

International Journal
of Current Advanced
Research.4(7)p165-
167.2015.

本研究の目的は、術後せん妄発症を早期に発見す
るためのアセスメントツールを開発することであ
る。全国の国立大学医学部㝃ᒓ病院の看護師725
名を対象に質問紙調査を実施した。結果、10因子
38項目からなる術後せん妄アセスメントツールを
開発した。（本研究の代表者として、中心となり
研究に取り組んだ。）
共著者：Jumpei Matsuura, Eiichi Ueno
2015年度インパクトファクター：5.438

本研究の目的は経験年数を問わず臨床看護師が⡆
౽に使用できる術後せん妄スクリーニングツール
開発に向けての予備的研究として術後せん妄発症
前駆症状の構成因子を明らかにすることである．
本研究は，調査Ⅰの文献検討，調査Ⅱの面接調
査，調査Ⅲの質問紙調査,質問紙調査に基づく術
後せん妄前駆症状の抽出の㡰に実施した．調査Ⅲ
は全国国立大学医学部㝃ᒓ病院19病院に勤務する
外科経験年数3年以上看護師725名を対象とした．
相関分析，I-T相関分析，天井・床効果の検討，
ᑤ度とṍ度の検証，因子分析を実施した．PASW
18を使用した．因子分析の結果【妄想支配による
精神的ッえ】，【活動意ḧの減退】，【意味のな
い行動】，【認識機能の低下】，【外見的興
奮】，【理解力の違和感】，【ᜍᛧ・心配のッ
え】，【失見当識】，【ᒀに関するឋッ】，
【╧╀覚醒サイクルの障害】10因子40項目を抽出
した．本研究で明らかになった新しい知見は【外
見的興奮】，【理解力の違和感】の2因子であっ
た．

14.術後せん妄の発現を予測
するスクリーニングツール開
発のための基礎的研究（修士
論文）

ᅄ日市看護医療大学大学
院看護学専攻修士課程
p1-36.2015.A4版 総頁数
36
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成27年7月

共著 平成27年12月

共著 平成28年5月20.テキストマイニングを用
いたうつ病患者へのカウンセ
リング時の会話分析
（査読付）

精神看護におけるディス
コース分析研究会誌第4
巻p67-74.2016.

本研究の目的はうつ病患者へのカウンセリング場
面の会話分析からセラピストの援助の特徴を明ら
かにすることである。対象はうつ病患者へのカウ
ンセリングを実施したセラピストとクライエント
の発語とした。分析はセラピストとクライエント
別に記述統計，階層的クラスター分析，多次元尺
度法，共起ネットワーク分類を行った。セラピス
トの発語内容を多次元尺度法にて分析した結果，
同調や促しの「うん」以外は，非常にバランスが
取れた発語であったことが明らかになった。共起
ネットワーク分類にて分析した結果，「調整」と
「気分」と「楽観」の3つに関する話題に分類さ
れた。
クライエントの発語内容を多次元尺度法にて分析
した結果，A氏、先生に関する発言が多いことが
明らかになった。ࠉ共起ネットワーク分類にて分
析した結果，「A氏と先生との会話」と「㞠用に
関するᑗ来の不安」と「休職したことの自責の
念」の3つに関する話題に分類された。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平,川野雅資

19.テキストマイニングを用
いたセラピストとクライエン
トの会話分析
（査読付）

精神看護におけるディス
コース分析研究会誌第3
巻p87-94.2015.

本研究の目的は，うつ病患者へのカウンセリング
場面を会話分析にてカウンセラーの援助の特徴を
明らかにして今後のうつ病患者へのカウンセリン
グに活用することである．カウンセラーが話した
「思う」についてコロケーション解析を実施した
結果，ポジティブな発言内容は10回中6回であっ
た．ネガティブな発言内容は10回中1回であっ
た．このカウンセラーのクライエントへの関わり
方は意図的にクライエントの✚ᴟ的な発語を引き
出す重要な手法であるのではないかと推察する．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平,川野雅資

18.The Relationship
Between Work-Life Balance
And Nwi-R Score Among
Unmarried Nurses Working
For Less Than Two Years In
Hospital.
(病院の勤務年数2年以下の未
፧看護師におけるワークライ
フバランスとNwi-R得点との
関連）
（査読付）

International Journal
Of Medical Science And
Clinical Invention.
2(7)p1120-1125.2015.

近年、ワークライフバランスに関する研究が増加
している。本研究の目的は経験年数が2年以下の
看護師についてワークライフバランス（WLB）と
NWI-R得点の関連を明らかにすることである。
調査対象者は東海地区と関東地区の病院に勤務す
る看護師とした。収集したデータは年齢、性別、
経験年数、ワークライフバランス、NWI-Rとし
た。回答者は117人だった。経験年数が１年未満
の看護師は61人、1年以上2年以下は56人だった。
WLBでは、満足と回答したのは37人、不満足は36
人、どちらとも言えないは44人だった。クラスカ
ルウォリス検定の結果、この3群間ではNWI-R得点
に有意ᕪを認めた(p 0.0013)。結果、育児や家事
以外の⚾生活に関する時間を有効に活用できるよ
うに職場の改善が必要なことが示၀された。
（質問紙⚊作成、データ入力、データ分析、考察
の論文執筆を担当した。）
共著者：Kazuya Ikenishi,Jumpei Matsuura
2015年度インパクトファクター：3.301
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成28年9月

（その他）
「研究㈝助成報告書」

共著 平成21年3月

単著 平成25年5月

1.がん患者が求める「患者サ
ロン」活用への支援のࠉ検討
―「患者サロン」に関する認
識と活用の実際―

平成21年度病室環境研究
成果報告集奈良県立医科
大学住居医学大和ハウス
寄付講ᗙ．p17-23.2009.

本研究は、がん患者サロンに関する認識と現在の
利用状況を明らかにすることを目的として研究に
取り組んだ。対象はA県がん患者会会員430名を対
象とした。 研究方法は、質問紙調査法とした。
回収率は158名、有効回答数は148名であった。本
研究結果からサロンのニーズは非常に高いこと、
立地場所としては公共交通機関から近いことサロ
ン利用者は臨床心理士の配置を希望していること
が明らかになった。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平，瀬川睦子
全ページ104ページ

2.高齢患者の術後せん妄発症
を早期に発見するための術後
せん妄アセスメントスケール
の信頼性に関する予備的検討

大阪ガスグループ福祉財
団研究報告書26号.p111-
116.2013.

本研究は、手術後の高齢者に高確率で発症する術
後せん妄の発症前駆症状に関して、臨床経験豊富
な看護師の経験知に基づく術後せん妄発症を早期
に発見するための術後せん妄アセスメントツール
開発につなげるための基┙とすることである。研
究方法は質問紙調査とし、対象は全国20病院に勤
務する臨床看護経験年数5年以上を有し外科病棟
での臨床経験3年以上の看護師300名を対象とし
た。回収数は71通、有効回答数は66通であった。
記述統計分析の結果、行動、ΰ、陰性症状、╧
╀、妄想、ἥの6つのカテゴリーが抽出され
た。
全146ページ

21.スライディングシート導
入後の現状と課題 －トラウ
マインフォームドケア
（TIC）の観点より－
（査読付）

第1回臨床精神看護学研
究会誌2016年.p77-
79.2016.

本研究の目的は，TICの観点に基づき対象者と医
療スタッフのそれࡒれの立場から移送用スライ
ディングシートの導入後の現状と課題は何かを明
らかにすることである。対象は，;病棟に入院中
の対象者5名と同病棟にて勤務する医療スタッフ5
名。データ収集方法は研究者がスライディング
シートの導入前と導入後の使用後の感想をそれࡒ
れに直接聞き取り調査を実施した。対象者の肯定
的意見は，「抱えられるよりは全↛ᛧくない
ね。」，「安心感があるよ。」などの意見が聞か
れた。否定的意見は「ゆっくりとしないとໃいよ
くすると滑り過ࡂる時があるね。」との意見が聞
かれた。医療スタッフの肯定的意見は「⭜への負
担が少なくなった。」，「ഹかな力でも⡆単に
シートがよく滑るから使いやすい。」などであっ
た。ノーリフトの基本理念は，対象者を抱えずに
滑らせて移動する方法である。TICの基本的な考
え方は，対象者にいかにトラウマ体験をさせない
かである。スライディングシート導入後，対象者
と医療スタッフからは肯定的意見が多く聞かれ
た。このことからスライディングシート導入によ
る患者へᜍᛧ心をえない看護の提供が出来たこ
とで看護の質の向上など一定の効果はあったので
はないかと考える。
（データ収集、データ分析、結果、考察の論文執
筆を担当した。）
共著者：西木一美，香田美ᕹ，松浦純平
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

単著 平成26年8月

「国際学会発表ᢒ録」

― 平成23年1月

― 平成23年6月

1.Examination of nurse's
communication skills in
role playing.
（看護師のコミュニケーショ
ンスキル向上を目指したロー
ルプレイングの効果の検証）

The 3rd Korea-China-
Japan Nursing
Conference,p239.2011.

本研究は統合失調症患者との対話場面におけるコ
ミュニケーションスキルアップにつながる示၀を
得ることを目的とした。対象はȘ県内精神病院に
勤務中の看護師5名である。面接内容は同意が得
られた場合のみICレコーダーにて録音し，逐語録
を作成した。分析方法はインタビューより得られ
た逐語録について形態素解析，コロケーション解
析を実施した．データ解析ソフトは，WinCha，
KWIC Finderを使用した．結果、統合失調症患者
との対話場面においての看護師が患者に対して話
した発語項目の中から名モのみを対象とした。そ
の結果688個の構成要素を抽出した。コミュニ
ケーション（120） 沈黙（114）相手（110）時間
（74）などの6カテゴリが生成された．本研究か
ら統合失調症患者との対話場面におけるコミュニ
ケーションスキルアップにつながる要因として看
護師の配慮がスキルアップにつながる可能性が示
၀された。
（逐語録作成、データ分析、考察の論文執筆を担
当した。）
共著者：Ryuji Ichinoyama,Kiyoko
Funasaki,Jumpei Matsuura

2.The characteristis of
nursing literature on the
family nursing during 15
years past．
（過去15年間の世界における
家族看護に関する研究の特
徴）

The 10th International
Family Nursing
Conference,p243.2011.

3.我が国史上初の術後せん妄
を早期発見するためのアセス
メントスケールの開発

日本学術振興会科学研究
㈝助成事業若手B研究報
告書.2014.

本研究の目的は術後せん妄アセスメントスケール
を開発することである．本研究は，文献検討，面
接調査，質問紙調査,質問紙調査に基づく術後せ
ん妄前駆症状の抽出の㡰に実施した．全国国立大
学医学部㝃ᒓ病院19病院に勤務する外科経験年数
3年以上看護師725名を対象とした．相関分析，I-
T相関分析，天井・床効果の検討，ᑤ度とṍ度の
検証，因子分析を実施した．結果10因子40項目か
らなるアセスメントツールを開発した．
全6ページ

本研究の目的は，世界における家族看護に関する
研究の特徴を明らかにすることである．文献検索
は，PubMedを用い，キーワードは
「characteristis」「Family」「 Care」
「Nursing」で検索した．㐳及期間は1995年～
2010年の過去15年間とした．対象は抽出された文
献126௳を分析対象とした．方法は126௳の文献に
含まれるキーワードに注目して類ఝするキーワー
ドからカテゴリ化を行い，記述統計を実施した．
結果,6個のカテゴリと26個の項目を導き出した．
カテゴリは，それࡒれ家族，ケア，関係など6種
類であった．項目では，家族，患者，∗親，高齢
者,老人，母など26個であった．対象は，家族が
一␒多い結果であった．傾向は，分野別では，在
宅ケア，高齢者などが多い結果であった．システ
ム理論を発展させ更に家族療法を組み合わせた考
え方の家族システム看護の視点から分析するとコ
ミュニケーションについて伝達内容だけでなく家
族の関係性も重要であることが明らかになった。
また家族成員の変化が発生した場合は家族メン
バー間で認知変化を注意して観察していく必要が
あると考える．
（データ収集、データ分析、考察の一部執筆を担
当した。）
共著者：Eiichi Ueno, Jumpei Matsuura
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本研究は，外科病棟における術後せん妄発症予防
のために病棟看護師が実践しているケアリングに
ついてを明らかにすること．対象者は病院外科病
棟に勤務する看護師の看護師7名について半構成
的面接を実施した.分析方法は逐語録を文脈内容
から意味のある内容を単一記録として区切り帰納
的分類を実施してカテゴリ化を実施した.10個項
目と41個のカテゴリを導き出した．項目は時間，
コミュニケーションなどであった．カテゴリは現
在，時間などであった.分析結果から術後せん妄
発症予防に関して，看護師は，術後患者に対して
「認知」，「╧╀」に関するケアを特に注意して
実施している事が明らかになった.ケアリングの
概念の中の「関わり」「交流」をベースとして
「支持的態度」「コミュニケーション」「情報提
供」「患者へ安楽の提供」に当てはまると推察す
る．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：Jumpei Matsuura,Eiichi Ueno

5.The desired nursing
students̓ability of
communication from the
caring standpoint.
（ケアリングの見地から見た
看護学生のコミュニケーショ
ン能力）

International Hirosima
Conference on caring
and Peace, p263.2012.

本研究の目的はケアリングの視点から見た看護学
生のコミュニケーション能力について明らかにす
ることである。対象A大学看護学部学生120名とし
た。段階別コミュニケーション能力評価尺度を用
いて学年別に評価した実施した。ケアリングの視
点としては相手への思いやりである。結果、相手
が話すまで待つや相手が話すことを真に聞くな
どが多項目よりも高い結果であった。これらの視
点はケアリングの考えに基づくコミュニケーショ
ンであると推察する。今後はこの部分を更に伸ば
すような指導を授業、演習、実習を通して行って
いく必要性が示၀された。
（データ入力、データ分析、考察の論文執筆を担
当した。）
共著者：Eiichi Ueno, Jumpei Matsuura

3.Trend and problem of
research on family nursing
in the world from the
review of the literature
for past 15 years．
（世界における家族看護に関
する研究の現状と課題ࠉ過去
15年間の文献検討）

The 10th International
Family Nursing
Conference,p251.2011.

本研究の目的は，世界における家族看護に関する
研究の動向と課題を明らかにすることで今後の家
族看護に対する研究の方向性の示၀を得ることで
ある．文献検索は，文献検索オンラインデータ
ベースPubMedを用い，キーワードは「Family」,
「 Care」, 「Nursing」で検索した．㐳及期間は
1995年～2010年の過去15年間とした．対象は抽出
された文献106௳を分析対象とした．方法は106௳
の文献に含まれるキーワードに注目して類ఝする
キーワードからカテゴリ化を行い，記述統計を実
施した．結果,8個のカテゴリと33個の項目を導き
出した．カテゴリは，それࡒれ対象，関係，分野
など8種類であった．項目では，家族，患者，親
族，年配，子供新生児，老人，母，看病など33個
であった．対象は，家族が一␒多い結果であっ
た．傾向は，新生児・子供から高齢者まで多ᒱに
渡りᖜ広かった．分野別では，集中，ᩆが多い
結果であった．種類では，看護，医療，介護，研
究，教育の㡰でᖜ広い結果であった．家族看護学
には，看護とシステム理論と家族療法を組み合わ
せた考え方の家族システム看護という考え方があ
る．このことから，変化が起こった場合には，家
族間での知覚の変化を注意して観察していくこと
が必要ではないかと考える．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：Jumpei Matsuura,Eiichi Ueno

4.The caring concerns of
the reducing the incidence
of postoperative deliria
in the field of head and
neck.
（ケアリングの視点に基づく
外科病棟における術後せん妄
発症率を減らすための方␎）

International Hirosima
Conference on caring
and Peace, p196.2012.
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「国内学会発表ᢒ録」

― 平成21年5月1.わが国のせん妄に関する看
護研究の動向と課題ࠉ―文献
検討を通して―

本研究の目的は我が国における看護分野でのせん
妄に関する研究について、文献検討により研究の
動向と課題を明らかにし、患者のケアへの示၀を
得ることである。研究方法は医学中央雑誌を用い
キーワードはせん妄と看護とした。結果、31編の
文献を対象とした。研究デࢨイン別では量的研究
が91編、質的研究は14編、事例研究は15編。研究
対象者は患者105編。筆㢌研究者は臨床看護師94
編、看護⣔大学教員17編、共同研究9編。フィー
ルド別では整形外科17編、外科病棟12編、ICU5
編、CCU4編。せん妄発症要因については31編。せ
ん妄評価尺度はニーチャムΰ・㘒状態スケー
ル11編。本研究結果から予防に関する研究が少な
かったため、今後はせん妄発症予防ケアの充実を
図るための研究が期待されることが明らかになっ
た。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 上平悦子

第40回日本看護学会学術
集会看護管理ᢒ録
集.p119.2009.

6.The present conditions
and problem about
professionalism and the
stress on the nurse in the
world
（世界における看護師のプロ
フェッショナリズムとストレ
スに関する現状と課題）

The 6th Asian Congress
of Health
Psychology2016

本研究の目的は、世界の看護師のプロフェッショ
ナリズムとストレスに関する研究の現状と課題を
明らかにすることである。PubMedを使用してキー
ワードは「professionalism」、「nursing」、
「stress」とした。結果、抽出された17編の論文
の中から内容を精査した結果15編の論文を対象に
した。国別に分類した結果、USA 3編、Swedish 2
編、Germany 2編、Australia 2編、Taiwan 2編、
France1編、Canada1編、UK 1編、Spanish 1編で
あった。研究デࢨイン別は，質的研究6編、量的
研究7編、報告1編、文献研究1編であった。研究
目的別は、成人のがん病棟の患者と看護師間の相
互作用のࣘーモアの使用について、プロ意識と
チームワークの関係についてなどであった。研究
対象者別分類は、臨床看護師10編と最多であっ
た。研究フィールド別分類は、臨床8編で最多で
あった。日本では取り組みがなされていないかっ
たため今後取り組む必要性が示၀された。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：Jumpei Matsuura, Eiichi Ueno

7. The characteristicon
the past paper
concerns of mental health
caused when
a disaster strikes
(⅏害発生時における精神衛
生に関する文献研究)

The 6th Asian Congress
of Health
Psychology2016

本研究の目的は、⅏害発生時の精神衛生に関する
動向と課題を明らかにすることである。対象は
PubMedを使用した1973年から2015年の894論文で
ある。
分析方法は内容分析である。ソフトはKH Coderを
使用した。結果、ハリケーンのような多くの⅏害
地㟈と津Ἴについて研究されていた。⅏害は、個
人とコミュニティにおいて精神衛生で最も重要で
あり優先度が高い問題である。今後はプログラム
開発など多くの種類の⅏害への適切な支えとなる
方法を提供する必要性がある。
（テキストマイニングソフトを使用しての分析、
考察の執筆、スライドの一部作成を担当した。）
共著者：Eiichi Ueno, Nobuaki Maegawa, Jumpei
Matsuura, Sanae Naruse
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3.術後せん妄発症要因と予防
に関する文献検討ࠉ―過去5
年間の国内文献より―

2.看護学生のコミュニケー
ション能力からみたカリキュ
ラムの開発

第23回日本看護研究学会
近␥・北㝣地方会学術集
会プログラム・ᢒ録
集.p49.2010.

本研究の目的は看護学生の段階別コミュニケー
ション能力評価尺度を用いて、効果的な授業プロ
グラムを開発することを目的とした。研究方法は
3つの看護⣔大学の看護学生710名を対象とし有効
回答372名を分析対象とした。看護学生の段階別
コミュニケーション能力評価制度を用いた学生の
コミュニケーション能力を測定した。結果、４学
年が多くの項目で高得点を示したが2学年になる
とコミュニケーション能力が低下する傾向であっ
た。今後は看護学生のコミュニケーション能力を
向上させるために各学年別にᐈ観的指ᶆを基に重
点項目を教授することが大切である。そのために
は各学年にコミュニケーションを教授する科目を
効果的に配置するカリキュラムが必要である。
（データ入力、データ分析、スライド作成の一部
を担当した。）
共著者：上野栄一,明神一浩,松浦純平

第23回日本看護研究学会
近␥・北㝣地方会学術集
会プログラム・ᢒ録
集.p51.2010.

本研究の目的は文献検討から国内におけるせん妄
発症要因と予防について明らかにすることであ
る。研究方法は医学中央雑誌を用いキーワードは
せん妄と術後と要因と予防とした。その結果、
202編の文献の中から31編の文献を抽出し分析対
象とした。結果、要因に関する論文は18編、予防
に関する論文は10編であった。要因としては認知
症、65ṓ以上などが多い結果であった。予防目的
の取り組みとしてはビデオメッセージ、リアルオ
リエンテーションなどがあった。本研究から以下
の2点が明らかになった。1点目は発症要因として
は「ᾘ化ჾ外科病棟」、「認知症」「65ṓ以上」
が多い結果であった。予防については「環境の変
化」「╧╀障害」などㄏ発因子への介入が発症予
防に効果があることが分かった。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平，上野栄一

4.患者の暴力に対する看護師
の予測マネージメントの研究

第23回日本看護研究学会
近␥・北㝣地方会学術集
会プログラム・ᢒ録
集.p55.2010.

本研究の目的は精神科病棟におけるベテラン看護
師の危険予測について語りを振り返り臨床現場で
の実践に示၀を得ることを目的とした。研究方法
はȘ県内の精神科病院に勤務する精神科臨床経験
10年以上の看護師6名を対象とした。 研究方法は
半構成的面接法より得られたデータを質的帰納的
に分析した。結果、患者の暴力に対する予測過程
を抽出した。結果、「患者の行動パターンの把
握」、「過去に起こった場面の想起」、「患者の
話す内容の整合性」の3つのカテゴリーが生成さ
れた。今後は精神病患者の暴力を予測するための
ᐈ観的評価についても更に量的・質的に検証する
ため必要がある。
（逐語録作成、データ分析、スライド作成の一部
を担当した。）
共著者：明神一浩,上野栄一,松浦純平
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5.高齢男性介護者の介護に対
する自己の構え

日本看護研究学会学術集
会プログラム・ᢒ録
集.p113.2010.

本研究の目的は高齢男性介護者の介護に関わる介
護者の構えについて明らかにすることである。対
象は高齢男性介護者の介護に関わる介護者4名を
対象とした。対象者へ半構成的面接を実施した。
結果、「喜び」「Ꮥ行」「負担」「責任」の4カ
テゴリが抽出された。今後は男性介護者の気持ち
を大事にして関わっていく必要性が示၀された。
（逐語録作成、分析、スライド作成の一部を担当
した。）
共著者：上平悦子, 松浦純平, ⯪瀬Ꮥ子, 明神一
浩, 上野栄一

6.看護師のコミュニケーショ
ンスキルをレベルアップする
ための方␎

第17回ヘルスカウンセリ
ング学会学術大会・総会
プログラムおよび講演ᢒ
録集. p60.2010.

本研究の目的は、看護師のコミュニケーションス
キルをレベルアップする要因を明らかにすること
である。看護⣔大学Ș大学の看護学生１学年～４
学年まで各学年70名、合計280名を対象に調査を
実施した。方法は「看護師における患者とのコ
ミュニケーションスキル測定尺度」を中心にそれ
れの技法の場面設定の質問紙を作成し5段階評ࡒ
定で、それࡒれのコミュニケーション場面で、そ
の時の感情について評価した。分析は対応のある
t-test、一元配置分ᩓ分析を実施した。看護学生
236名の回答があった学年別のコミュニケーショ
ン技法の平ᆒ値は2.88s0.28であった(p㸺
0.0001)。得点の高かったコミュニケーション技
法は情報提供4.31 s0.82、協同提言4.26s0.91
であった。治療的技法の場面で非治療的技法の場
面よりもᛌ度は有意に高い結果であった。これら
の結果を今後のコミュニケーションに活用してい
くことでスキルアップにつながることが示၀され
た。（データ入力、データ分析、スライド作成の
一部を担当した。）
共著者：明神一浩, 上野栄一, 松浦純平, 一ノ山
隆司

7.がん患者サロンに対する患
者会会員の認識と課題

第3回日本地域連携精神
看護学研究学術集会会
誌，p4.2010.

本研究の目的は、Ａ県内のがん患者会会員が考え
るサロンにおけるメンタルヘルスに関する認識お
よび現状を明らかにすることである．研究対象は
Ａ県がん患者会会員400名．調査方法は，対象者
に本研究の主᪨と自記式無記名質問紙調査を同ᑒ
し㒑送した．調査項目は，基本的ᒓ性，サロンの
認識，サロン立地᮲௳，サロン利用者，サロンに
必要と考える医療従事者，サロンへの期待の6項
目．分析方法は，PASW Statistics18.0を用いて
単純集計を行った．結果、以下の3点が明らかと
なった．1．地域に暮らす患者にとってサロンの
ニーズ・期待度は，非常に高い．しかし，実際に
サロンを利用している人は少ない．2．サロン設
置場所として通いやすい立地᮲௳であることを望
んでいた．3．サロン内にメンタル面のフォロー
ができる専門職の配置を望んでいた．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平，上野栄一
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― 平成23年1月

― 平成23年1月

― 平成23年1月

8.福島第一原発事ᨾに起因す
る食ရと安全とᾘ㈝行動に対
する実態調査

第70回日本公⾗衛生学会
総会ᢒ録集,p418.2011.

本研究の目的は福島第一原発事ᨾに起因する食ရ
と安全とᾘ㈝行動を明らかにすることである。対
象はインターネットで研究参加に同意をした成人
男女450名を対象とした。設問項目は食ရ⏘地を
見て㈙うかどうか。福島第一原発事ᨾの前後で食
ရ⏘地を見てから㉎入するかどうか。結果、原発
事ᨾの前後では事ᨾ後が生⏘地を見てから㈙うよ
うになった項目で有意ᕪがみられた。このことは
報㐨がᾘ㈝行動に影響をえている可能性が示၀
された。
（データ入力、データ分析を担当した。）
共著者：ᚚ㍿久美子, 守田貴子, 水野静枝, 松浦
純平, 濱田美来, 尾花尚弥, 今村知明

9.看護師の就労継続をエンパ
ワメントする因子についての
研究

第70回日本公⾗衛生学会
総会ᢒ録集，p492.2011.

本研究の目的は、看護師の就労継続をエンパワメ
ントする因子を明らかにすることである。調査対
象はȘ・ș県内の病院施設の看護師であり，研究
参加への同意が得られた250名。記述データは自
記式質問紙の自由記載項目とした。データ分析方
法は文脈の意味内容を精読し，その内容の類ఝ性
に基づき分類し，カテゴリー化した。スーパーバ
イࢨーに指導を受けてカテゴリー化した。分析の
結果【看護職としてのやりがい】【家族を支える
ために必要な経῭的資※】【看護職へのり】
【帰ᒓ意識の高さ】の4カテゴリリーが生成され
た。看護師不足である現状の中継続して就労して
いる看護師が継続している要因は様々なである
が、患者家族からの感謝の気持ちの表明、家族の
支援などが就労継続に影響している結果となっ
た。今後、この結果を基に看護師の就労継続の可
能性が示၀された。
（逐語録作成、分析を担当した。）
共著者：加藤礼識, 伊藤㞷絵, 水野静枝, 松浦純
平, ᚚ㍿久美子, 今村知明

10.看護体制の違いによる職
務満足の検討

第42回日本看護学会精神
看護ᢒ録集,p49．2011.

本研究は統合失調症患者との対話場面におけるコ
ミュニケーションスキルアップに向けて示၀を得
ることを目的に取り組んだ。対象はȘ県内精神病
院に勤務中の看護師5名。面接内容から逐語録を
作成。分析方法はインタビューより得られた逐語
録について形態素解析，コロケーション解析を実
施した．データ解析ソフトは，WinCha，KWIC
Finderを使用した．結果、統合失調症患者との対
話場面においての発語項目に該当する名モに着目
し，718個の構成要素を抽出した。コミュニケー
ション行動（130）] [行動（123）][対象
（120）][陰性症状（76）]などの8カテゴリが生
成された．形態素解析で最頻度名モの『気㐵い』
25個に着目しコロケーション解析した結果，「活
動量増加（19）」「体動増加（12）」などであっ
た．本研究から統合失調症患者との対話場面にお
けるコミュニケーションスキルアップにつながる
要因としてなど看護師の配慮がスキルアップにつ
ながる可能性が示၀された。
（逐語録作成、分析、スライド作成の一部を担当
した。）
共著者：明神一浩,上野栄一,松浦純平
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― 平成23年1月

― 平成23年3月

― 平成23年8月

11.統合失調症患者との対話
場面におけるコミュニケー
ションスキルに関する研究

本研究は統合失調症患者との対話場面におけるコ
ミュニケーションスキルアップに向けて示၀を得
ることを目的に取り組んだ。対象はȘ県内精神病
院に勤務中の看護師5名。面接内容から逐語録を
作成。分析方法はインタビューより得られた逐語
録について形態素解析，コロケーション解析を実
施した．データ解析ソフトは，WinCha，KWIC
Finderを使用した．結果、統合失調症患者との対
話場面においての発語項目に該当する名モに着目
し，718個の構成要素を抽出した。コミュニケー
ション行動（130）] [行動（123）][対象
（120）][陰性症状（76）]などの8カテゴリが生
成された．形態素解析で最頻度名モの『気㐵い』
25個に着目しコロケーション解析した結果，「活
動量増加（19）」「体動増加（12）」などであっ
た．本研究から統合失調症患者との対話場面にお
けるコミュニケーションスキルアップにつながる
要因としてなど看護師の配慮がスキルアップにつ
ながる可能性が示၀された。
（逐語録作成、分析、スライド作成の一部を担当
した。）
共著者：明神一浩,上野栄一,松浦純平

第42回日本看護学会精神
看護ᢒ録集,p49．2011.

12.㢌㢕部外科領域における
術後せん妄発症要因に関する
看護師の視点について

第10回富山大学看護学会
学術集会会誌 10（1），
p30.2011.

本研究の目的は，㢌㢕部外科病棟に勤務する経験
豊富な看護師が考える術後せん妄発症要因は何か
を明らかにして，臨床での術後せん妄発症患者に
対する看護実践への示၀を得ることである．対象
は，A大学医学部㝃ᒓ病院㢌㢕部外科病棟に勤務
する看護師5名．術後せん妄発症要因について半
構成的面接を実施，結果内容分析手法およびセブ
ンクロス法にて分析した．内容分析の結果から
【性格特性】【理解力不足】【長期安静】【高
齢】【不╀】【男性】【独居】の7つのカテゴ
リーが生成された．セブンクロス法の結果から，
優先㡰位が高い㡰に【不╀】【性格特性】【高
齢】【長時間手術】【術中出⾑量】【╀の影
響】【術前不安】の 7つのカテゴリーが生成され
た．内容分析とセブン・クロス法の両方に含まれ
ていたのは，【高齢】【不╀】【個人特性】の3
つのカテゴリーであった．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 喜田加奈子, 上野栄一�F59

13.一般外科領域における術
後せん妄発症予測要因の検討
―経験豊富な看護師へのイン
タビューより―

第37回日本看護研究学会
学術集会ᢒ録集，p178．
2011.

本研究の目的は一般外科病棟に勤務する経験豊富
な看護師が直観的に判断している術後せん妄の発
症予測につながる患者の前駆症状を明らかにする
ことである．対象者は病院外科病棟に勤務する看
護師20名とした．半構成的面接を実施した．逐語
録を形態素解析分析し，抽出した名モを類ఝ性に
基づき分類し，意味内容の共通性に基づきカテゴ
リ化した．類ఝ性により分類した結果【表情】
【認識】【患者の反応】【置かれた環境】【コ
ミュニケーション】【時間感覚】【失見当識】
【行動】，【対象者】【対象物】【情意】【直
観】，【患者特性】【不安】【╧╀】の15のカテ
ゴリが生成された．本研究結果から経験豊富な看
護師の術後せん妄発症予測につながる前駆症状の
観察視点としては，患者の眼に代表される表情，
失見当識，看護師の説明に対する認識とその反応
等から術後せん妄の発症を予測していた．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 福田弘子, 上野栄一.
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― 平成23年8月

― 平成23年8月

― 平成23年8月

本研究では過去1年間の診療報㓘に焦点を当てて
その特徴を明らかにすることを目的とした。過去
1年間の診療報㓘の看護に関する記事を抽出して
カテゴリー化した。結果、1236௳の記事が検索さ
れた。記事内容を分類した結果、120種類のカテ
ゴリーに分類された。最も多かったのは診療報㓘
（222）介護保健（192）DPC（68）などであっ
た。これらのことから診療報㓘についてDPC制度
導入、診療報㓘改正などを視野に入れて取り組み
がなされていた。今後も診療報㓘改定に注目して
動向を注視していくことが重要であると考える。
（逐語録作成、分析、スライド作成の一部を担当
した。）
共著者：上野栄一, 一ノ山隆司, 明神一浩, 松浦
純平, 上平悦子.

本研究では介護保険適応施設の従事者が認知症高
齢者およびその家族を地域で支えていく困難性を
どのように捉えているのかを把握することを目的
とした。対象は介護保険施設の従事者27人。記述
データは自記式質問紙の自由記載項目。データ分
析方法は内容の類ఝ性に基づきカテゴリ化した。
結果，【認知症に対する理解不足と೫見】【支え
るために必要な経῭的資※の欠ዴ】【職種間の連
携と情報不足】【行動心理症状の理解と対応困
難】4カテゴリを抽出した。認知症高齢者に対し
て家族や地域住Ẹ，介護保険適応施設の従事者
が，認知症の種類や中᰾症状・行動心理症状に関
して理解不足が೫見を助長し，さらに理解不足が
対応の困難性を高める原因になっており，職種間
の連携にも影響を及ࡰしていたことが明らかに
なった。
（逐語録作成、分析、スライド作成の一部を担当
した。）
共著者：京谷和哉, 一ノ山隆司, 舟崎起代子, 松
浦純平.

16.データマイニングによる
看護師の考える術後せん妄発
症予測についてࠉ―経験豊富
な看護師へのインタビューの
分析―

第42回日本看護学会学術
集会成人Ⅰᢒ録
集,p60.2011．

本研究目的は外科病棟に勤務する経験豊富な看護
師が考える術後せん妄発症予測につながる前駆症
状を明らかにすることである．調査対象者は病院
外科病棟に勤務する看護師20名。研究方法は術後
せん妄発症前の段階でアセスメントをどのような
視点で実施しているかについて半構成的面接を実
施した．分析方法は逐語録について形態素解析，
コロケーション解析を実施した．データ解析ソフ
トはWinCha，KWIC Finderを使用した．結果、718
個の構成要素を抽出。［行動][コミュニケーショ
ン][行動対象][表情][╧╀][ッえ][時間][幻
覚][認知]の9カテゴリが生成された。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 喜田加奈子, 福田弘子, 上野
栄一, 水野正延．

14.内容分析による最近の診
療報㓘の特徴

第37回日本看護研究学会
学術集会ᢒ録集，
p227.2011.

15.認知症高齢者および家族
の地域生活を阻害する困難要
因

第37回日本看護研究学会
学術集会ᢒ録集，
p339.2011.
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― 平成23年9月

― 平成23年9月

― 平成23年11月 本研究では過去1年間の医療政策の中で、看護の
政策に焦点を当ててその特徴を明らかにすること
を目的とした。過去1年間の医療政策の中の看護
に関する記事を抽出してカテゴリー化した。結
果、2291௳の記事が検索された。記事内容を分類
した結果、225種類のカテゴリーに分類された。
最も多かったのは診療報㓘（302）介護保健
（292）インフルエン（222）ࢨなどであった。看
護に注目すると「看護教育」「外国人看護師」
「人材㣴成」「訪問看護」などのカテゴリーが抽
出された。これらのことから看護政策においては
看護教育、カリキュラム改正、特定看護師に関す
るものが多くまた外国人看護師への支援策も具現
化されていた。多くの施策が提示される中、今後
看護教育、看護サービスを充実させるために看護
施策の情報をいかに取り入れ教育施設、各病院で
の取り組みを考えることが重要であると考える。
（文献収集、データ分析、スライド作成の一部を
担当した。）
共著者：上野栄一, 一ノ山隆司, 明神一浩, 松浦
純平, 上平悦子, 八塚美樹.

17.看護理論にみるカウンセ
リング技法の特徴

第18回ヘルスカウンセリ
ング学会学術大会・総会
プログラムおよび講演ᢒ
録集,p48.2011.

本研究では、カウンセリング技術にはどのような
ものがるかを明らかにし、さらにカウンセリング
理論との関係について明らかにすることを目的と
した。ナイチンゲールは、優れた看護師の能力と
して、患者にどのようなことを感じているか読み
取れ、患者の㢦に現れる変化についての意味を理
解できると確信が持てる研究をすべきと明言して
いる。ヘンダーソンは、全で成熟した優れた看
護師とは患者に同情を寄せ、かつ敏感に反応する
能力、自分の情緒的な反応と技術的な対応を活用
する機会をもつと述べている。 看護理論にはコ
ミュニケーション技術、カウンセリング技術に関
する独自の看護論が存在していた。それらは、治
療的コミュニケーション技術をベースに傾聴、受
容、共感的理解、自己決定へと看護過程を展開す
る中で展開していることが明らかとなった。
（文献収集、データ分析、スライド作成の一部を
担当した。）
共著者：上野栄一,松浦純平, 明神一浩.

18.看護学生のコミュニケー
ション技法と感情との関係

第24回健康心理学会ᢒ録
集,p89.2011.

本研究の目的は看護学生の学年別コミュニケー
ションの技法がどのように感情に影響をえてい
るかについて明らかにする。対象は看護⣔大学Ș
大学の看護学生１学年～４学年280名。方法は看
護師における患者とのコミュニケーションスキル
測定尺度を使用し技法の場面設定の質問紙を作成
し５段階評定でコミュニケーション場面で、その
時の感情（ᛌ―不ᛌ）について評価した。分析
は、対応のあるt-test、一元配置分ᩓ分析を実施
した。看護学生236名の回答があった１学年58
名、２学年60名、３学年55名、４学年63であっ
た。治療的技法の平ᆒ値は2.88s0.28、非治療的
技法の平ᆒ値は2.5s9.43であった(p㸺0.0001)。
治療的技法でᛌ得点の高かったコミュニケーショ
ン技法は情報提供4.31 s0.82、協同の提言4.26
s0.91であった。平ᆒ治療的技法の得点と非治療
的得点の学年別にみた比較を一元配置分ᩓ分析し
た結果、平ᆒ治療的技法（F 4.35; p<0.05）では
平ᆒ治療的技法得点は１学年2.95s0.28 ２学年
2.92s0.28３学年2.83s0.27４学年2.80s0.25で
あり１学年と４学年（p<0.05）１学年と３学年
（p<0.1）２学年と４学年（p<0.1）との間に有意
なᕪを認めた。
（データ収集・入力、データ分析を担当した。）
共著者：上野栄一,松浦純平.

19.医療政策の中での看護の
動向

日本看護研究学会第24回
近␥・北㝣地方会学術集
会プログラム・ᢒ録
集,p29.2011.
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― 平成23年11月

― 平成23年11月

― 平成23年11月 日本看護研究学会第24回
近␥・北㝣地方会学術集
会プログラム・ᢒ録
集,p57.2011.

20.㢌㢕部外科領域における
術後せん妄発症予測要因の検
討ࠉ―経験豊富な看護師への
インタビューより―

日本看護研究学会第24回
近␥・北㝣地方会学術集
会プログラム・ᢒ録
集,p34.2011.

21.過去10年間の職務満足の
研究タイトルの分析による研
究動向の検討

日本看護研究学会第24回
近␥・北㝣地方会学術集
会プログラム・ᢒ録
集,p48.2011.

本研究の目的は看護師の職務満足度に関する研究
について形態素解析を行うことにより職務満足に
関する研究の動向を明らかにし今後の研究に示၀
を得ることである。対象は医学中央雑誌で過去10
年間に発表された研究タイトル895௳を分析対象
とした。解析方法は内容分析法を使用した。結
果、新人看護師、中ሀ看護師、職員定着、キャリ
ア、看護体制、自律性などが抽出された。看護体
制が職務満足度にどのように影響をしているのか
をみた研究が増加傾向である。新人看護師の離職
予防について職場に愛着を持たせるような帰ᒓ意
識も重要であることが本研究から示၀された。
（文献収集、データ分析、スライド作成の一部を
担当した。）
共著者：明神一浩, 前川哲弥, 森下憂一, 松浦純
平, 上平悦子, 上野栄一.

22.わが国における術後せん
妄発症予測に関する研究の動
向ࠉ―過去27年間の文献検討
より―

研究目的は，看護分野におけるせん妄発症予測に
関して患者ケアに示၀を得ることである．文献検
索は，医学中央雑誌を用い，キーワードは「せん
妄」，⤠込み検索は「看護」，「原著論文」とし
た．㐳及範囲：1983年～2010年の27年間とした.
対象は12௳の文献とした．分析方法はデータの示
す傾向や性質を把握ため，12௳の文献を各フィー
ルド別，予測項目別に記述統計の手法で分析し
た．結果,予測項目のカテゴリ別分類では，「認
知力障害」20௳，「ルート類」19௳，「環境の変
化」15௳，「患者ᒓ性」11௳，「活動ᢚ制」・
「性格」・「薬」10௳，「身体症状」・「周手
術期」9௳であった.看護師の術後せん妄発症予測
項目には，同じことを何度も聞く，指示動作困難
等，点่入部，心㟁図㟁ᴟを不必要に触る，
⥭急入院，個室への移動，70ṓ以上，身体ᣊ᮰，
ชᖒ面な性格，麻薬・精神薬服用中，⬺水，⑊
痛，5時間以上の手術等があり，術後せん妄発症
予測を行っていることが明らかとなった．今後，
上記の項目を重視して術後の患者のケアに活かし
ていく必要性が示၀された．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 上野栄一, 一ノ山隆司, 明神
一浩, 福田弘子.

本研究の目的は、外科病棟に勤務する経験豊富な
看護師が直観的に感じている術後せん妄発生予測
につながる前駆症状は何かを明らかにすることで
ある。調査対象者は外科病棟に勤務する看護師7
名を対象とした。看護師へ、外科領域における認
知症を併発していない術後せん妄患者への関わり
を想起してもらい，外科領域における術後せん妄
発症予測についてのアセスメントをどのような視
点で実施しているかについて，半構成的面接を実
施し，逐語録を作成した。術後せん妄発症予測ア
セスメント項目に該当する名モに着目した結果
718個の構成要素を抽出した。意味内容の類ఝ性
に基づき分類した結果，9カテゴリーが生成され
た。結果から得られた観察ポイントは，経験豊富
な看護師の長年の経験に基づく熟練の技に該当す
る部分だと考える。経験の少ない新人看護師が気
付きにくい観察項目であると考えるため，この部
分に注目し，共通理解を῝めることでせん妄の早
期発見・早期介入が可能となるため重要なポイン
トだと推察した。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 上野栄一, 一ノ山隆司, 明神
一浩, 福田弘子.
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23.臨床看護師が考える術後
せん妄発症予防に関する看護
実践について ―KH Coderを
利用した分析―

第11回富山大学看護学会
学術集会ᢒ録集 11
（1），p38．2011.

本研究目的は，外科病棟に勤務する看護師が術後
せん妄発症予防のために取り組んでいる看護実践
は何かを明らかにすることである．対象は病院外
科病棟に勤務する看護師20名．調査方法は半構成
的面接法を実施した．分析は記述統計，対応分
析，階層的クラスター分析，共起ネットワーク分
類を実施した．術後せん妄発症予防についての取
り組みは「説明」「術前」「自分」「家族」など
であった．階層的クラスター分析結果から，⑊痛
除去，十分な╧╀の確保，✚ᴟ的離床に基づく生
活リズムの再構築等など8つのクラスターに分類
された．抽出名モの出現パターンの類ఝ性を線で
結んだ共起ネットワーク分類の結果から，看護師
は術前に患者家族へ十分な説明の実施，術後にお
ける十分な╧╀確保などの看護実践に取り組んで
いた．本研究結果から看護師は術前の段階より患
者家族へ術後の環境および状況の変化について十
分な説明を実施し理解を促す様にດめていたこと
が明らかになった。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 上野栄一, 一ノ山隆司, 京谷
和哉, 上平悦子, 梅林かおり．

24.経験豊富な看護師が考え
る術後せん妄発症予測要因の
検討ࠉ―データマイニングを
用いたインタビューの分析―

第31回日本看護科学学会
学術集会講演集
,p393.2011.

本研究の目的は，外科病棟での臨床経験豊富な看
護師が考える術後せん妄の発症予測につながる前
駆症状とは何かを明らかにすることである．対象
者は2病院の外科病棟に勤務する経験豊富な看護
師21名である.調査者対象者へ認知症の併発がな
く術後にせん妄を発症した患者を想起してもら
い，術後せん妄発症予測に関するアセスメント内
容について半構成的面接を実施し逐語録を作成し
た．分析方法は逐語録の言語すべてについて形態
素解析分析を行い，記述統計および抽出した名モ
について形態素間の共起関係を検証するため対応
分析を実施した.術後せん妄発症前駆症状に関す
る発言を形態素解析した結果，総単語数33,447個
より2,249個1,806種類s27.08（meansSD）の名
モを抽出．結果，70ṓ以上の高齢であることを前
提とした上で眼に代表される【表情】言語・非言
語的コミュニケーションを含む【コミュニケー
ション】家族のことを気にする，家族への面会要
求等の理由により【安静保持不能】ᒀ意，術後創
部痛があるが対処できていないことによる【不ᛌ
感】ガーࢮ・ルート・ドレーン類が気になる等の
【術後処置に伴う影響】の5つのカテゴリが生成
された．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 一ノ山隆司, 上野栄一
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本研究の目的は新しい看護学生の授業における
3eAnalyzerを用いての看護学生の授業における
3eAnalyzerによる学習の効果を明らかにすること
である。研究方法はȘ大学の授業で3eAnalyzerを
用いて学生60名に調査を実施した。3eAnalyzerで
答えることのできる質問を10項目設定した。分析
方法はテキストマイニングによる単語解析、こと
ばのネットワーク分析、対応分析を実施した。結
果、回収は49名、有効回答は44名であった。頻出
単語は良い、楽しい、面白いなどの肯定的表現が
上位を༨めた。ことばのネットワークでは楽し
い、良いという単語に参加できる、いといった
単語と連動していた。対応分析では「楽しい、参
加できる」と「良い、授業、่⃭」が抽出され
た。3eAnalyzerの使用した授業の感想について自
由記載を分析したところすべてが肯定的な回答で
あった。3eAnalyzerの特徴である教員と学生が
方向でリアルタイムで回答表示でき学生への
フィードバックが即時にできることが学生の学習
意ḧを上げて高い肯定的評価を得た。
（データ収集・入力、データ分析を担当した。）
共著者：上野栄一, 松浦純平, 上平悦子.

26.テキストマイニングによ
る看護管理の研究の動向ࠉ－
過去 10年間の文献より－

日本看護研究学会ࠉ第25
回近␥・北㝣地方会学術
集会プログラム・ᢒ録
集,p47.2012.

本研究の目的はテキストマイニングを用いて看護
管に関する国内文献の研究タイトルの分析から看
護管理に関する研究の動向と今後のの示၀を明ら
かにすることである.調査対象は検索結果から抽
出した368文献の研究タイトルとした.分析方法は
形態素解析，記述統計とコロケーション解析を
行った.結果,368文献の研究タイトルを形態素解
析した結果，総抽出語数は4250語，2226種類で
あった．高頻度に出現した単語に着目した結果，
管理（22）管理者（18）看護部（10）新人看護師
（6）研修（5）などが抽出された.早期離職予防
に関する研究が多い結果であった．管理の単語に
注目し，管理の先行と後続文脈（前後文脈）を抽
出するため，コロケーション解析した結果，新人
看護師を対象にした研修の研究,離職予防に関す
る研究が実施されていた．研修の前後文脈からは
ラダー制度や能力別研修などの文脈が得られた．
本研究結果から今後，新人看護師の早期離職予防
のための研修内容の充実を図りその後の評価を検
証していく必要性が示၀された．
（文献収集、データ分析、スライド作成の一部を
担当した。）
共著者：上野栄一, 松浦純平, 上平悦子, 安東則
子, 八塚美樹, 神保浩子.

25.看護学生の授業における
3e-Analyzer による学習効果

日本看護研究学会ࠉ第25
回近␥・北㝣地方会学術
集会プログラム・ᢒ録
集,p37.2012.

27.過去10年間の医療機関に
おける暴力に関する研究の動
向

日本看護研究学会ࠉ第25
回近␥・北㝣地方会学術
集会プログラム・ᢒ録
集,p55.2012.

本研究の目的は過去10年間におよぶ暴力に関する
文献の特徴を明らかにして今後の暴力に対する看
護への示၀を得ることである。対象は医学中央雑
誌で過去10年間に発表された研究タイトル1700௳
を分析対象とした。分析方法は内容分析法を使用
した。結果、暴力に関する研究は1508タイトルで
あった。対象をクラスター解析結果から「暴力の
実態」「暴力予防」「暴力場面」「暴力防Ṇ」
「DV被害」「暴力認知」「暴力の危機介入」の7
つのクラスターを抽出した。暴力の実態を明らか
にした研究や事例を通じて暴力行為に⮳る過程や
せん妄による暴力を認知できない患者による暴力
が問題になっていることが明らかになった。
（文献収集、データ分析、スライド作成の一部を
担当した。）
共著者：明神一浩, 上野栄一,松浦純平, 上平悦
子.
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28.テキストマイニングを用
いた術後せん妄に関する研究
論文タイトルの分析

日本看護研究学会ࠉ第25
回近␥・北㝣地方会学術
集会プログラム・ᢒ録
集,p57.2012.

本研究の目的は，我が国における術後せん妄に関
する研究論文タイトルから研究の動向と課題を明
らかにすることである。調査方法は医学中央雑誌
を使用してキーワードは「術後せん妄」，⤠り込
みは看護と原著論文として，期間は1982年以前～
2011年とした。調査対象は検索結果より抽出した
129文献とした。分析方法は計量テキスト分析ソ
フトKH Coderを使用した。記述統計，階層的クラ
スター解析，共起ネットワーク分類にて分析し
た。結果129本の論文タイトルを分析可能な意味
をなす最小単位である形態素に解析した結果，総
抽出語数は2,043語，420種類であった。そのうち
抽出された名モ774個の中から高頻度に出現した
名モに着目した結果発症（44）要因（33）検討
（30）予防（28）術前（16）分析（15）などで
あった。階層的クラスター解析の結果「関連分
析」「リスク評価」，「実態調査」「予防効果の
検討」の5個のクラスターに分類された。共起
ネットワーク分類にて分析した結果，せん妄発症
予防を重視した研究，患者の状態を日本語版
NEECHAMΰ・㘒スケールを用いて分析した研
究に取り組んでいることが明らかになった。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 梅林かおり, 植木健康, 安東
則子, 八塚美樹, 上野栄一.

29.臨床看護師が考える術後
せん妄アセスメントツールに
関する分析

第38回日本看護研究学会
学術集会ᢒ録集，
p127.2012.

本研究の目的は,術後せん妄アセスメントツール
に関するニーズについて明らかにすることであ
る。対象者は全国の19病院の外科病棟勤務の看護
師725人。看護経験年数別に5群に分け,アセスメ
ントツールの必要性,使用希望,項目数,所要時間
を一元配置分ᩓ分析にて分析した。ツールが必要
と回答した割合は85.5㸣,使用希望割合は82.5㸣,
全体のアセスメントツール項目平ᆒ数は10.4項
目,経験年数20年以上の群が平ᆒ21項目であっ
た。経験年数別のアセスメントツール必要性,使
用希望,所要時間に関する5群間の多重比較では有
意ᕪがなく,項目数の群間比較において,経験年数
20年以上の群が他4群の全てと比較して有意なᕪ
が生じた。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 梅林かおり, 石澤美保子, 京
谷和哉, 一ノ山隆司, 上野栄一.

看護－201



著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

― 平成24年8月

― 平成24年8月

本研究の目的はテキストマイニング手法を用いて
我が国における周手術期における⓶トラブルに
関する研究の動向と課題を論文タイトルから明ら
かにすることである。調査方法はWeb版医学中央
雑誌を使用。検索キーワードは「手術室」「手術
体位」とした。調査期間は1982年以前～2011年と
した。調査対象は検索結果より抽出した93編。分
析方法は計量テキスト分析ソフト「KH Coder」を
使用した。93編の論文タイトルについて形態素解
析を実施し記述統計，階層的クラスラー解析，共
起ネットワーク分類を行った。形態素解析より総
抽出語数1465語253種類を抽出した。抽出された
名モ575語の名モに関して記述統計の結果頻度㡰
に手術（36）使用（24）体位（20）検討（13）な
どが抽出された。階層的クラスター分析より「発
㉥予防のための物ရの工夫」「௮⮩位時の⓶調
査」「〟⒔発生予防」「術中体位の工夫」「術中
体位ᅛ定についての効果の検討」の5カテゴリー
に分類された。周手術期看護において，〟⒔発生
に代表される⓶障害が問題視されている。本研
究の分析結果から，術中同一体位による〟⒔発生
予防に関して，物ရを用いて様々な工夫を行い研
究に取り組んでいた。
（文献収集、データ分析、考察の一部、スライド
作成の一部を担当した。）
共著者：西山和成, 松浦純平, 上野栄一.

31.話し手の治療的コミュニ
ケーション技法と非治療的コ
ミュニケーション技法が聞き
手の感情にえる影響―㹎㹍
Ｍ㹑を用いた調査から―

第19回ヘルスカウンセリ
ング学会学術大会・総会
プログラムおよび講演ᢒ
録集,p33.2012.

話し手のコミュニケーション技術が聞き手の感情
にどのような影響をえているかPOMSを用いて感
情の変化を調べた。調査期間は平成23年10月。対
象はȘ看護⣔大学学生20名に実施。方法は聞き手
が治療的技法群と非治療的技法群に分けて実施し
た。質問は半構成的面接を用いた。治療的技法を
用いた群は、非治療的技法を持ちいた群に比較し
て、D（ᢚうつ－ⴠ込み）、A-H（ᛣり－ᩛ意）、
F（⑂労）、C（ΰ）の得点は有意に下がり、V
（活気）の得点は㏫に有意に上᪼した
（p<0.05）。受容的態度をとる治療的コミュニ
ケーション技術は、話し手の内容を聞き手が認め
ることを意味する。聞き手にとり自分の話す内容
を話し手が受けとめてくれることは自分を理解し
てくれているという気もⴠちが生じ心にᛌの状態
を作り出すと考えられる。
（文献収集、データ分析、考察およびスライド作
成の一部を担当した。）
共著者：上野栄一, 松浦純平.

30.テキストマイニングを用
いた周手術期における⓶ト
ラブルに関する 研究の動向
と課題－過去29年間の論文タ
イトルの分析－b

第38回日本看護研究学会
学術集会ᢒ録
集,p141.2012.
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― 平成24年8月

― 平成24年8月33.EBNに基づいた会話分析と
は何か

第19回ヘルスカウンセリ
ング学会学術大会・総会
プログラムおよび講演ᢒ
録集,p52.2012.

本研究では、会話分析の方法について研究者らが
用いている方法についてその特徴を明らかにする
ことを目的とした。会話分析の種類について、こ
れまでの方法について、会話を分析するという視
ᗙにたち、その特徴を明らかにし、㹃㹀㹌に基づ
いた会話分析について示၀を得ることとした。テ
キストマイニングソフトを用いると、言葉とこと
ばの関係性が一目░↛にビジュアル化できる。た
とえば「看護師はである」「看護師は優しい」と
いった会話例を分析すると次のようなスキ―マに
表わすことができる。これは共起分析ともば
れ、言葉のネットワークとして図式化できるので
会話を可視化することができるので会話の構造を
調べるのに適していると考える。最近は、コン
ピュータを利用したテキストマイニングのソフト
が開発されている。㟁子化テキストの最小構成単
位としての 文Ꮠについて、 文Ꮠ連㙐の出現頻
度、あるいは文Ꮠの次に生起する文Ꮠの確率が算
出できる。 また、クラスター解析が可能とな
る。従来の質的研究と併用することにより信頼性
のある精度の高い分析が可能になると期待され
る。
（文献収集、考察およびスライド作成の一部を担
当した。）
共著者：上野栄一, 松浦純平.

32.コミュニケーションにお
ける話し手と聞き手の発話量
の比較

第19回ヘルスカウンセリ
ング学会学術大会・総会
プログラムおよび講演ᢒ
録集,p51.2012.

本研究では、コミュニケーションにおける話し手
と聞き手の発話量の比較をし、特徴を明らかにす
ることを目的とした。調査期間は平成23年㸶月。
対象は看護⣔大学の学生10名に実施した。方法は
聞き手が治療的技法を用いる群と非治療的技法を
用いる群に分けて実施した。2人の間の相互交΅
内容を分析した。会話の内容について逐語⚘を作
成後、両者の文Ꮠ数をカウントして会話量とし、
両者の会話量をMann-Whitney U-testにて分析し
た。治療的技法で話を聞いた聞き手は、非治療的
技法を用いた聞き手よりも有意に高い発語量の変
化を示した。また、非治療的技法では、話し手の
治療的技法を用いた発話量に比べて少ない発話量
の変化であった。話し手が治療的技法を用いた場
合は、聞き手は、受容的な接し方に共感的理解が
῝まり、自分から話すモチベーションが高まった
と考えられる。㏫に話し手が非治療的技法を用い
た場合は、聞き手は自分の意見を拒否されるため
不ᛌな感情が生じ話す気にはなれない気持になっ
たと推察する。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 上野栄一.
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― 平成24年11月

― 平成25年1月

35.テキストマイニングによ
る術後せん妄アセスメント
ツールのニーズに関する自由
記述の分析

第32回日本看護科学学会
学術集会講演集
p288.2012.

本研究の目的は、話し手のコミュニケーション技
術が聞き手の感情にどのような影響をえている
か自律神経測定置を用いて感情の変化を明らか
にすることである。対象はȘ看護⣔大学学生20名
に実施。方法は聞き手が治療的技法群と非治療的
技法群に分けて実施した。質問⚊はPOMSで「気分
の状態」を6尺度で測定治療的技法を用いた群
は、非治療的技法を持ちいた群に比較して、D
（ᢚうつ－ⴠ込み）、A-H（ᛣり－ᩛ意）、F（⑂
労）、C（ΰ）の得点は有意に下がり、V（活
気）の得点は㏫に有意に上᪼した（p<0.05）。受
容的態度をとる治療的コミュニケーション技術
は、話し手の内容を聞き手が認めることを意味す
る。聞き手にとり自分の話す内容を話し手が受け
とめてくれることは自分を理解してくれていると
いう気もⴠちが生じ心にᛌの状態を作り出すと考
えられる。
（文献収集、データ入力、データ分析、考察およ
びスライド作成の一部を担当した。）
共著者：上野栄一, 松浦純平.

本研究の目的は、臨床看護師が考える術後せん妄
アセスメントツールのニーズに関する自由記述内
容をテキストマイニング手法から明らかにするこ
とである。対象は全国の19病院の外科病棟に勤務
する看護師725人。データ分析方法は記述内容を
形態素解析，記述統計，コロケーション解析，ク
ラスター分析，共起ネットワーク分類した。分析
対象は、自由記述回答数51部。記述統計結果の頻
出名モは、せん妄、術後、アセスメントツール、
使用、発見、対応、判断、必要、早期発見であっ
た。アセスメントツールの前後文脈の意味内容を
読み取る解析から「活用したい」「౽利である」
「リスク管理としても効果的」「術前から使用可
能」などの文脈を得た。クラスター分析では「発
症の早期発見」「予防」「臨床での活用」など5
個のクラスターを抽出し共起ネットワーク分類か
ら「予防効果」「リスクアセスメント」など7カ
テゴリーに分類された。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 一ノ山隆司, 上野栄一．

36.テキストマイニング分析
について

大阪府内に勤務する臨床看護師を対象にした研修
会にて新しい研究手法であるテキストマイニング
法について事例に基づき説明した。具体的には、
日本看護研究学会で口演発表したスライドを使用
し具体的なポイントを示しながら実施した。結
果、参加者から具体的な質問が出て本研究手法の
興味の高さが明らかになった。
（本研究の代表者として研究に取り組んだ。）著
者：松浦純平．

34.話し手としての看護学生
のコミュニケーション技法が
聞き手の自律神経⣔と感情に
える影響

第32回日本看護科学学会
学術集会講演
集,p206.2012.

第6回Project AKI全国集
会p2.2013.
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― 平成25年1月

― 平成25年8月

37.スピリチュアルケアに関
する研究の動向

日本がん看護学会誌 27
（l）, p269.2013.

本研究の目的はテキストマイニングを用いてスピ
リチュアルケアに関する国内文献の研究タイトル
の分析からスピリチュアルケアに関する研究の動
向と今後の示၀を明らかにすることである.調査
対象は検索結果から抽出した457文献の研究タイ
トルとした.分析方法は形態素解析，記述統計と
コロケーション解析を行った.結果,457文献の研
究タイトルを形態素解析した結果，総抽出語数は
4250語，2226種類であった．高頻度に出現した単
語に着目した結果，スピリチュアルケア（42）看
護（18）がん（10）ターミナル（6）看護（5）な
どが抽出された.スピリチュアルケアの精神面に
関する研究が多い結果であった．スピリチュアル
ケアの単語に注目し，先行と後続文脈（前後文
脈）を抽出するため，コロケーション解析した結
果，スピリチュアルケアを対象にした研修の研
究,スピリチュアルケアの実践に関する研究が実
施されていた．本研究結果から今後，スピリチュ
アルケアのための研修内容の充実を図りその後の
評価を検証していく必要性が示၀された．
（逐語録作成、データ分析、考察の一部、スライ
ド作成の一部を担当した。）
共著者：上野栄一, 長光代, 松浦純平.

38.テキストマイニングを用
いたせん妄とメラトニンに関
する研究の分析

第39回日本看護研究学会
学術集会ᢒ録
集,p267.2013.

本研究目的はせん妄とメラトニンに関する英語文
献の研究タイトルの分析から研究の動向と今後の
せん妄看護への示၀を明らかにすることであ
る.PubMedを使用しDelirium,Melatoninのキー
ワードとした.対象は検索結果から抽出した42文
献の研究タイトルである.分析方法は研究タイト
ルをKH Coderを使用し形態素解析,記述統計,コロ
ケーション解析を行った．結果,せん妄とメラト
ニンに関する研究は，1969年の1௳から2004年の2
௳で増加傾向であった.42文献の研究タイトルを
形態素解析した結果，総抽出語数は870語，226種
類であった．高頻度に出現した単語はDelirium
（22）Melatonin（18）Postoperative（10）
Patients（10）Sleep（6）など.Melatoninの単語
に注目しMelatoninの先行，および後続文脈を抽
出するためコロケーション解析した結果術前，術
後におけるメラトニン分Ἢ量の研究，サーカディ
アンリズムとメラトニン分Ἢ量に関する研究が実
施されていた周手術期におけるMelatoninの使用
についてサーカディアンリズムとMelatonin分Ἢ
についての研究やMelatoninの分Ἢを促すことで
患者をⴠち着かせることができたなどの文脈が得
られた．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 一ノ山隆司, 吉岡一実.
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― 平成26年7月

― 平成26年8月 テキストマイニング手法の紹介をした。本研究の
目的は，うつ病患者へのカウンセリング場面の会
話分析からうつ病患者へのカウンセラーの援助の
特徴を明らかにすることである．研究対象はカウ
ンセリング対象であるうつ病患者へのカウンセリ
ングを実施したカウンセラーの発語．方法はカウ
ンセラーのカウンセリング時の会話内容を録音し
録音内容から逐語録を作成した．分析は計量テキ
スト分析ソフト「KH Coder」を使用した．具体的
方法は記述統計，共起関係ネットワーク分類，コ
ロケーション解析を実施した．結果はカウンセ
ラーの発語総数は520種類，2,583語であった．カ
ウンセリング中に高頻度に発語されていた単語に
着目した結果，「うん」（50），「そう」
（43），などが抽出された．関連の強い語同士を
視覚的に表した共起関係ネットワーク分類の結
果，会話中にカウンセラーは「うん」，「そ
う」，「ああ」という特徴的な相ᵔを多用してい
た．カウンセラーが話した「思う」という動モに
ついてコロケーション解析を実施した結果，ポジ
ティブな発言内容は「心配ないと思う」，「それ
だけでも十分だと思う」，「そういう能力はⴠち
てないと思う」など10回中6回であった．ネガ
ティブな発言内容は「いらないと思います」の10
回中1回であった．
（本研究の代表者として研究に取り組んだ。）
共著者：松浦純平，川野雅資.

39.NANDA-Ⅰ看護診断におけ
る「急性ΰ」の変遷および
その特徴について

第20回日本看護診断学会
学術大会ᢒ録集,p112-
113.2014.

本研究の目的は、NANDA-Iの急性ΰの定義およ
び診断指ᶆ・関連因子の各項目の記載内容を分析
することでせん妄の早期発見につながる観察の視
点やケアへの示၀を得ることである。対象は
NANDA-Ⅰ看護診断名の急性ΰとした。対象期間
は1997-1998から2012-2014までとし、年度区分別
に定義・診断指ᶆ・関連因子の各項目についてま
とめた。結果、急性ΰの定義の変遷は、1997-
1998から2012-2014までの間に3回変更されてい
た。1回目は1997-1998の「障害のクラスターの✺
↛の発生」から1999-2000には「障害がひとかた
まりになった」へ変更された。2回目は2005-2006
の「注意，認知，精神運動性活動，意識レベル，
そして㸭または╧╀㸭覚醒周期の包括的で一過性
の変化および障害がひとかたまりになった✺↛の
発生」から2007-2008「▷時間で発達する，意
識・注意・認知および知覚の可㏫的なΰの✺↛
の発生」へ変更された。3回目は2009-2011「▷時
間で発達する，意識・注意・認知および知覚の可
㏫的なΰの✺↛の発生」から2012-2014「▷時
間に進行する，可㏫的な障害が意識・注意・認
知・知覚に✺↛発症した状態」へ変更された。本
研究では、看護診断を使用する看護師が共通認識
の元で使用しやすいように定期的に見直しされて
おり年々成度が高まっていることが明らかに
なった。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 上野栄一.

40.Text miningを用いたディ
スコース分析

第40回日本看護研究学会
学術集会ᢒ録
集,p118.2014.
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― 平成26年8月

― 平成26年8月 第40回日本看護研究学会
学術集会ᢒ録
集,p303.2014.

41.テキストマイニングを用
いたうつ病患者へのカウンセ
リング場面の会話分析

第40回日本看護研究学会
学術集会ᢒ録
集,p302.2014.

本研究の目的は，うつ病患者へのカウンセリング
場面の会話分析からうつ病患者へのカウンセラー
の援助の特徴を明らかにすることである．
研究対象はカウンセリング対象であるうつ病患者
へのカウンセリングを実施したカウンセラーの発
語．方法はカウンセラーのカウンセリング時の会
話内容を録音し録音内容から逐語録を作成した．
分析は計量テキスト分析ソフト「KH Coder」を使
用した．具体的方法は記述統計，共起関係ネット
ワーク分類，コロケーション解析を実施した．結
果はカウンセラーの発語総数は520種類，2,583語
であった．カウンセリング中に高頻度に発語され
ていた単語に着目した結果，「うん」（50），
「そう」（43），などが抽出された．関連の強い
語同士を視覚的に表した共起関係ネットワーク分
類の結果，会話中にカウンセラーは「うん」，
「そう」，「ああ」という特徴的な相ᵔを多用し
ていた．カウンセラーが話した「思う」という動
モについてコロケーション解析を実施した結果，
ポジティブな発言内容は「心配ないと思う」，
「それだけでも十分だと思う」，「そういう能力
はⴠちてないと思う」など10回中6回であった．
ネガティブな発言内容は「いらないと思います」
の10回中1回であった．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 川野雅資, 上野栄一.

42.テキストマイニングによ
る休職した看護師の復職に対
する支援の実際

メンタルヘルス不調によって休職した病院看護師
の復職支援に関する実際を明らかにすることを目
的とした．研究対象はAᅪ内の200床以上の総合病
院102施設の看護管理とした．データ収集方法は
質問紙調査⚊の自由記載項目である「看護師のメ
ンタルヘルス不調者の復職において，どのような
援助を行っているのか」に記述された内容であ
る．データ分析方法は記述内容をKH Codeを使用
して，形態素解析後，共起関係ネットワーク分析
を実施した．記載内容を形態素解析した結果，総
抽出語数は3,168語，675種類に分類された．共起
関係ネットワーク分析の結果，[復職，本人，プ
ログラム，支援，業務，職場]，[看護，勤務，調
整]，[体制，サポート，休職，ጼໃ、相談，面
談]，[専門，面接，必要，メンタル，不調]の語
ྃの結びつきなどが明らかになった。そして，
「職場復職支援プログラム」，「面談・相談」，
「勤務調整」，「専門職によるフォロー」の4因
子に分類された．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平, 一ノ山隆司, 大津聡美, 遠藤
加奈子.
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― 平成26年8月

― 平成26年12月 本研究の目的は，うつ病患者へのカウンセリング
場面の会話分析からうつ病患者へのカウンセラー
の援助の特徴を明らかにすることである．対象は
カウンセリング対象であるうつ病患者へのカウン
セリングを実施したカウンセラーの発語。方法は
カウンセラーのカウンセリング時の会話内容を録
音し録音内容から逐語録を作成した．分析は計量
テキスト分析ソフト「KH Coder」を使用した．具
体的方法は記述統計，共起関係ネットワーク分
類，コロケーション解析を実施した．結果カウン
セラーの発語総数は520種類，2,583語であった．
「思う」という動モについてコロケーション解析
を実施した結果，ポジティブな発言内容は「心配
ないと思う」，「それだけでも十分だと思う」，
「そういう能力はⴠちてないと思う」など10回中
6回であった．ネガティブな発言内容は「いらな
いと思います」の10回中1回であった．本研究の
結果よりうつ病患者へのカウンセラーの援助の特
徴として以下の2点が明らかになった。1点目はカ
ウンセラーのカウンセリング時のコミュニケー
ション技法としては効果的な相ᵔをᡴっていた．
2点目は意図的にクライエントへポジティブな発
言をᢞげ掛けることで承認をしていた．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平,上野栄一,川野雅資.

第3回ディスコース分析
研究会ᢒ録集,p28.2014.

44.テキストマイニングを用
いたうつ病患者へのカウンセ
リング場面におけるカウンセ
ラーの会話分析

43.メンタルヘルス不調に
よって休職した看護師への復
職支援

第40回日本看護研究学会
学術集会ᢒ録
集,p328.2014.

本研究の目的はメンタルヘルス不調によって休職
した看護師の復職に関して看護管理者がどのよう
な援助を行なっているのかを明らかにすることで
ある.研究対象は᯾地方の精神科病院を除く200床
以上の総合病院350病院とし，全体的に看護職員
のことを把握している看護部長および管理職とし
た．データ収集方法は質問紙調査⚊の一部の自由
記載文であり，「看護職のメンタルヘルス不調に
よる休職後の復職に関してどのような援助を実施
しているのか」についてである．データ分析方法
は回答が得られた102௳の記述内容をKH Codeにて
分析した．記述内容を形態素解析した結果，総抽
出語数は3,168語，675種類に分類された．高頻度
に出現した単語に着目し記述統計を実施した結
果，頻出㡰に「復職」(27)，「サポート体制」
(25)，「本人」(23)，「休職」(19)，「プログラ
ム」(16)，「メンタルヘルス」(16)等が抽出され
た．階層的クラスター分析では，5つのクラス
ターに分類され，看護管理者の復職支援に対する
傾向が明らかになった。
（逐語録作成、データ分析、考察の一部、スライ
ド作成の一部を担当した。）
共著者：一ノ山隆司, 松浦純平, 大津聡美, 遠藤
加奈子.
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45.看護政策に関わる研究の
動向について

本研究の目的は、過去の看護政策に関連する文献
を分析し、その特徴を明らかにすることである。
医学中央雑誌（Web版）にてキーワードとして看
護政策も含む「医療政策」（1976～2014）（原著
論文）とし検索した1030௳の研究タイトルを対象
とした。抽出された研究タイトル名を抽出し、テ
キストマイニングStudioにて、単語頻度分析、係
り受け分析、共起分析、対応バブル分析をした。
解析文章は、延べ単語数6593௳であった。1)単語
解析では、頻度㡰に、日本80、研究66、現状62、
検討61と続いた。係り受け頻度解析では、頻度㡰
に18年度-診療報㓘改定12、診療報㓘改定-影響7
と続いた。共起分析では、影響と診療報㓘、「介
護政策」「医療」が「実証的検証」と連動してい
た。「医療政策」と「㌿機」、「日本」と「米
国」、「日本食ရᶆ準成分表」などが連動してい
た。対応バブル分析では、「医療政策、診療報㓘
改定、食事栄㣴基準」と「取り組む」、「検
討」、「展望」の４つに分類された。
（データ分析、考察、スライド作成の一部を担当
した。）
共著者：上野栄一, 成瀬早苗, 増田安代, 松浦純
平, 内田真紀, 山本勝也.

46.テキストマイニングを用
いた看護診断に関する研究の
分析

第21回日本看護診断学会
学術大会ᢒ録集, p102-
103.2015.

本研究目的は，国内における看護診断に関する研
究についてどのような視点で取り組まれているの
かを明らかにすることである。検索データベース
医学中央雑誌Web版Ver.5を使用し，㐳及期間は
1976年以前から2015年とした。対象は看護論文，
原著論文のみとした。検索キーワードは「看護診
断」とした。検索結果から抽出した1,022文献の
研究タイトルを対象とした。分析方法は研究タイ
トルを計量テキスト分析ソフトKH Coderを使用
し，形態素解析，記述統計，出現パターンの類ఝ
性を解析する目的にて，階層的クラスター分析と
共起関係ネットワーク分類を実施した。1,022文
献の研究タイトルを形態素解析した結果，高頻度
に出現した単語とし看護診断（792），看護
（724），患者（280），などが抽出された。階層
的クラスター分析の結果，「ᶆ準計画ケア」，
「看護診断」，「実習における看護診断」，「ア
セスメントの診断パターン」，「実態調査」の5
つのクラスターに分類された。
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平,上野栄一.

第28回日本看護研究学会
近␥・北㝣地方会学術集
会プログラム・ᢒ録
集,P21.2015.
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本研究の目的は，先制医療に基づいた⅏害時の日
本における透析看護に関する研究の動向と課題を
明らかにすることである．対象は75文献とした．
75文献を計量テキスト分析ソフトKH Coderを使用
し，形態素解析，記述統計，コロケーション解
析，階層的クラスター分析，共起関係ネットワー
ク分類にて分析した．結果「透析患者の⅏害発生
時の具体的対策」，「⅏害発生時の対策に関する
意識調査」の2つのカテゴリーに分類された．
（文献収集、テキストマイニングでの分析、考察
およびスライド作成の一部を担当した。）
共著者：足日和美,松浦純平．

47.テキストマイニングによ
る「先制医療」の視点からみ
たせん妄発症予防の実際

第41回日本看護研究学会
学術集会ᢒ録
集,p239.2015.

本研究目的は，先制医療に基づいたせん妄に関す
る国内文献の研究タイトルを分析することで研究
の動向と今後のせん妄看護への示၀を明らかにす
ることである.調査方法医学中央雑誌Web版Ver.5
を使用し，原著論文を対象にした．キーワードは
「先制医療」，「せん妄」とした．調査対象は検
索結果から抽出した196文献の研究タイトル．分
析方法は研究タイトルを計量テキスト分析ソフト
KH Coderを使用し，形態素解析，記述統計，コロ
ケーション解析，階層的クラスター分析，共起関
係ネットワーク分類にて分析した．結果，196文
献の研究タイトルを形態素解析した結果，総抽出
語数は3682語，648種類であった．記述統計の結
果，高頻度に出現した単語として，予防（90），
看護（86），検討（32），要因（27）などが抽出
された．「ケア」と「取り組み」の単語に注目し
てコロケーション解析を行った結果，「ケア」に
ついては24編中9編が予防ケアに特化した関わり
であった．「取り組み」については18編中10編が
予防に関する取り組みであった．階層的クラス
ター分析の結果，6つのグループに分類された．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者:松浦純平,足日和美,中上昌代,上野栄一.

49.世界におけるႥ覚障害看
護の現状と展望ࠉ－テキスト
マイニングによる定量的分析
－

第36回日本看護科学学会
学術集会プログラム
集,p91.2016.

48.テキストマイニングによ
る日本国内における⅏害時の
透析看護に関する研究の動向
と課題

第35回 日本看護科学学
会学術集会講演
集,p521.2015.

世界におけるႥ覚障害に関する看護論文の分析よ
り本研究の目的は,Ⴅ覚障害看護の現状と展望を
明らかにすることである.対象は検索データベー
スPubMed。を使用し,キーワード検索はNursing，
Olfactory Dysfunctionとした.調査対象は看護分
野以外の論文11編を除いた25編とした.領域別分
類では，老年15編，小児4編，母性3編，精神2
編，成人1編であった。研究者の国別では，U.S.A
6編，JAPAN 4編，ITALY 3編，FRANCE 2編，
AUSTRALIA 2編，CANADA 2編であった.テキストマ
イニングにて形態素解析の結果，総抽出語数
1,449語，404種類,平ᆒ出現回数1.76回，ᶆ準೫
ᕪ3.54であった.高頻度出現した単語は，Disease
Factors，ࠒ6ࠑParkinson，ࠒ6ࠑOlder，ࠒ7ࠑ
などであった．疾患別ではパーキンソン病ࠒ4ࠑ
が5編と最多であった．語の関係性を可視化する
共起関係ネットワーク分類の結果，Disease，
Older，Factorsがキーワードとして抽出された．
抽出語を類ఝした語ྃに分類したクラスター解析
の結果，4クラスターに分類された．看護の視点
での介入についてはケアリングの観点に基づく看
護に関する研究が1編であった.このことから今後
は，有効的かつ具体的な看護援助に関する研究に
取り組む必要性がある．
（本研究の代表者として、中心となり研究に取り
組んだ。）
共著者：松浦純平,上野栄一.
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本研究の目的は国内における一次ᩆ処置に関す
る研究の動向と課題を明らかにすること。検索
データベースは医中誌Webを使用。検索キーワー
ドは「一次ᩆ処置」，「看護」とした。⤠り込
み᮲௳は「看護文献」，「原著論文」とした。㐳
及期間は1983年から2018年の35年間とした。対象
は結果から得られた一次ᩆ処置に関する論文
261編のタイトルとした。分析方法は論文タイト
ルを計量テキスト分析ソフトKH Coderを使用し多
変量解析を実施した。総抽出語数63,775であっ
た。異なり語数4,814であった。ရモ別出現頻度
は，「看護」（出現数1,177），「看護師」
（400），「教育」（389），「ᩆ急」（349），
「心⫵蘇生」（307），「BLS」（258），「ᩆ
処置」（152），「AED」（120）などの㡰␒で
あった。クラスター分析の結果，「急変対応」，
「BLS受講」，「学生演習」など6つのクラスター
に分類された。共起関係ネットワーク分類の結
果，知識と技術，対象と実施と結果，看護師と調
査，調査と意識，心⫵蘇生と教育とᩆ急と質問お
よび評価の関係性が強い結果となった。自己組織
化マップ分類の結果，「患者・家族への急変対
応」，「心⫵蘇生の教育と評価」など8つのクラ
スターに分類された。一次ᩆ処置に関する研究
は，臨床看護師を対象とした研究と教育機関での
教育として学生を対象とした研究に大別された。
医療現場においてᩆ処置が必要な場面に㐼㐝す
る確率は高い。ᩆ急処置の技術習得は，非常に重
要である。アメリカ心⮚協会は，医療従事者につ
いて一次ᩆ処置の研修は2年に1回必ず受講する
ように提言している。技術習得は反復学習とシ
ミュレーションとデブリーフィングがᴟめて重要
であることが示၀された。共著者：松浦純平,守
本とも子,上野栄一.（本研究の代表者として、中
心となり研究に取り組んだ。）

第32回日本看護研究学会
近␥・北㝣地方会学術集
会プログラム・ᢒ録
集,P40.2019.

平成31年3月50.テキストマイニングによ
る一次ᩆ処置に関する看護
の研究に関する動向と課題

―

51.テキストマイニングを用
いた⅏害看護における教育に
関する研究の動向と課題

第32回日本看護研究学会
近␥・北㝣地方会学術集
会プログラム・ᢒ録
集,P44.2019.

【目的】国内における⅏害看護教育に関する研究
の動向と課題を明らかにすることである。
【方法】検索データベースは医中誌Webを使用し
た。検索キーワードは「⅏害看護」，「教育」と
した。⤠り込み᮲௳は「看護文献」，「原著論
文」とした。㐳及期間は1983年から2018年までの
35年間。対象は結果から得られた⅏害看護学に関
する論文289編のタイトルとした。分析方法は論
文タイトルを計量テキスト分析ソフトKH Coderに
て解析した。倫理的配慮として，本研究で対象と
した論文について，個人名等が全て༏名化されて
いることを確認して研究に取り組んだ。COIは該
当なし。
【結果】総抽出語数18,848であった。異なり語数
7,537であった。ရモ別出現頻度は，「看護」
（出現数648），「看護師」（400），「教育」
（389），「ᩆ急」（349），「心⫵蘇生」
（307），「BLS」（258），「ᩆ処置」
（152），「AED」（120）などの㡰␒であった。
クラスター分析の結果，「比較研究」，「学生対
象の防⅏訓練」，「⅏害の教育と調査」など4つ
のクラスターに分類された。共起関係ネットワー
ク分類の結果，知識と技術，対象と実施と結果，
看護師と調査，調査と意識，心⫵蘇生と教育とᩆ
急と質問および評価の関係性が強い結果となっ
た。自己組織化マップ分類の結果，「患者・家族
への急変対応」，「心⫵蘇生の教育と評価」など
8つのクラスターに分類された。一次ᩆ処置に
関する研究は，臨床看護師を対象とした研究と教
育機関での教育として学生を対象とした研究に大
別された。
【考察・結論】医療現場においてᩆ処置が必要
な場面に㐼㐝する確率は高い。ᩆ急処置の技術習
得は，非常に重要である。アメリカ心⮚協会は，
医療従事者について一次ᩆ処置の研修は2年に1
回必ず受講するように提言している。技術習得は
反復学習とシミュレーションとデブリーフィング
がᴟめて重要であることが示၀された。
共著者：⁁口みちる,松浦純平.

― 平成31年3月
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52.トラウマに関する研究の
特徴ーテキストマイニングの
分析からー

― 第32回日本看護研究学会
近␥・北㝣地方会学術集
会プログラム・ᢒ録
集,P44.2019.

平成31年3月 本研究の目的はトラウマに関する研究の特徴を明
らかにすることである。医中誌Web版にて1998年
～2018年の文献について「トラウマ」「ケア」を
キーワードに検索した。テキストマイニングを用
い過去の143文献のᢒ録について単語解析、共起
ネットワークにて分析した。単語頻度解析の名モ
ではケア110、精神108、被害104、症状102、対象
102、トラウマ89、心理89、ストレス85、家族
80、⅏害73、子ども71、患者70、職場51、目的
50、外傷47尺度44、要因41、障害40、職員40、保
健40、暴力39事ᨾ35、心身34、長期32、リスク
31、㑇族31、医療31、傾向31、状態31、地域31と
続いた。
サ変名モでは、調査138、支援126、影響112、研
究95、実施76、体験73、関係70、関連67、被⅏
63、看護62、検討61、治療59、活動51、示၀47、
行動46、報告46、経験45、生活44、援助
42、㣴育42、介入38、質問36、経過35、自殺32、
分析32、評価31と続いた。共起ネットワークにつ
いて、【実態調査と対象者への影響と健康への支
援】
［ケア、支援、調査を中心に、精神、対象、精
神、健康、実施、必要、目的など㹛、【トラウマ
体験とその症状】［ケアは、心理、トラウマ、
PTSD、症
状、結果、体験、外傷、症状、PTSDなど㹛、【子
供の㣴育と待】［子ども、待、㣴育が結びつ
いていた]、【地域保健活動】［地域、保健、活
動]が結びついていた。本結果からは、トラウマ
に対する実態調査が進められ、その特徴として
は、子供の待に関する研究、トラウマの影響と
しての症状、外傷、そして地域保健活動の取り組
みが特徴となっており、トラウマとなっている対
象者の理解と支援、また地域ࡄるみの支援が必要
であることが示၀された。
共著者：上野栄一,藤本ひとみ,松浦純平.
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2年 3 月 31 日 

氏名 美甘 ⚈子 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

母性看護学 ዷፎ期の看護支援、出生前診断 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

1．母性看護学援助論 2017 年

～現在 

⏘〟期・新生児期の対象について，最近の動向を㋃まえ

ながら，具体的な援助方法について解説を行った。国家

試験対策も兼ねた小テストを行うことで知識の定着を促

し，実習につながるような演習を行うことで補した。 

2．ウィメンズヘルス学 2017 年

～現在 

女性のライフサイクル各期の特徴，健康問題・課題，健

康に影響を及ࡰす要因を，健康を支援するための基礎と

なる理論を用いながら解説を行った。エビデンスとなる

データを用い，対象の理解が῝まるように工夫した。一

方的な講義とならないように，学生が発言する場面を設

けたり，グループワークを行うことで参加型の講義とし

た。 

3．助⏘診断・技術学Ⅱ 2017 年

～現在 

⏘婦の分ፔ経過や⫾児の状態が，正常であるか否かにつ

いて独自に判断するための基礎的知識に関しては，学生

が理解しやすいように独自の資料を作成し授業を展開し

た。ፔ期の助⏘過程の展開では，⏘婦や家族にとって安

全で満足度の高い分ፔとなるためには，どの様な助⏘ケ

アを行うと良いのかを考える機会を持つようにした。正

常分ፔの介助方法では，技術のエビデンスを具体的に説

明するようにした。
4．助⏘診断・技術学演習 2017 年

～現在 

分ፔ期の対象の事例展開と分ፔ介助技術習得のための技

術演習を行った。実践にそくした具体的な事例を用い，

エビデンスに基づいた助⏘診断展開能力を㣴うようにし

た。さらに，グループ討議を行い，知識の定着と問題解

決能力の向上を目指すようにした。

5．卒業研究Ⅱ 2017 年

～現在 

ミ形式で，学生同士が意見交をし，知識や看護観がࢮ

῝まるようにしている。 

6．育成看護学特論Ⅱ 2018 年 教員 3 名でのオムニバス形式で 2 コマを担当した。今ま

での看護経験をもとに次世代育成のための看護実践を考

えることができるように参加型の講義を行った。 

２ 作成した教科書，教材 

1．生倫理 教科書 2014 年 ᑗ来人間とかかわるコメディカル領域の職業や子供たち

の教育にあたる教員職に就く学生とともに生倫理につ

ちえ考えるための教材として作成した。 

2．助⏘学実習要⥘・要項・記録 2014 年 ␥央大学助⏘学専攻科で᪤存の実習要⥘・要項・記録を

見直し，学生の特徴をふまえて，有効な学びができるよ

うに作成した。 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

1．厚生労働省看護研修研究センター 看護教員㣴成

課程 修了

2006 年 看護教育に必要な知識・技術・態度に関して研修を受け

た。 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 

1．大和高田市立看護専門学校 非常勤講師 2014 年～

現在
母性看護方法Ⅰ 㑇伝相談について 1 コマの講義を行っ

た。 
2．看護教育課程研修会（京都） 非常勤講師 2012 年 母性看護教育計画 実習計画について 2 コマの講義を行

った。 
3．学校法人古沢学園広島都市学園大学 看護学科 

非常勤講師 

2011年～

2013 年 
発達看護学-リプロダクティブ・ヘルスと看護理論-にお

いて 15 コマの集中講義を行った。 

５ その他 
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職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 

1．アドバンス助⏘師 CloCMIP レベルⅢ 認証 2016 年 助⏘実践能力習熟段階（クリニカルラダー）レベルⅢの

認証を受けた。 

2．ALSO 認定 2016 年 周生期医療支援機構でプロバイダーコースを受講し認証

を受けた。 

3．新生児蘇生法 A コース 認定 2015 年 日本周⏘期・新生児医学会の新生児蘇生法 A コースの修

了認定を受けた。 
4．保健師免許 

5．助⏘師免許 

6．看護師免許 

２ 特許等 

３ 実務の経験を有する者についての特記事項 

1．科学研究㈝助成事業 基┙研究 C 研究分野：生

ᾭ発達看護学

2015年～

2018 年 

出生前診断を希望するዷ婦と夫への意識調査（2015 年 4

月～2018 年 3 月） 

2．科学研究㈝助成事業 若手（B） 研究分野：生ᾭ

発達看護学 

2012年～

2015 年 

母体⾑清マーカー検査で陰性と判定されたዷ婦の不安に

関する研究（2012 年 4 月～2015 年 3 月） 

４ その他 

1．奈良県看護協会 助⏘師職能委員 2018 年

～ 

助⏘師職能委員として委員会に参加し，研修の企画・運

営を行った。 
2．第 32 回日本助⏘学会学術集会プレコングレス 

実行委員 

2018 年 プレコングレス３「子育て世代包括ケアシステム時代に

求められる助⏘の力－助⏘実践能力育成を考える－」の

運営をサポートした。 

3．第 19 回日本母性看護学会学術集会 実行委員 2017 年 学術集会において学会運営をサポートした。 

4．第 40 回日本看護研究学会学術集会 拡大実行委

員 

2014 年 学術集会において学会運営をサポートした。 

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

（著書） 

1．学生と考える生倫理 共著 2014 年 4 月 ナカニシヤ出版 第 2 部各論 いのちに関する倫理 4 生

殖に関する倫理を担当した。 

金子章㐨，金内雅夫，河野由美，美۔

甘⚈子(pp34-46)，他 11 名 

（学術論文） 

1．ዷ婦と夫への出生前診

断の認知度に関する調

査研究

（査読付き）

共著 2018 年 2 月 医療福祉情報行動科学，

5，pp27-34． 

ዷፎ 22 週以㝆のዷ婦と夫 192 組を対象

に，出生前診断の認知度と情報※を調査

した。出生前診断に関する具体的な知識

を持つ者は少なかった。夫は出⏘前診断

に関する情報※を「パートナーから」と

回答した割合が高かった多かった。ዷ婦

も夫も情報※で医療者と回答した割合

は1割以下であった。ዷ婦だけではなく，

ዷ婦と夫の両方に，知識の程度を確認し

ながら出生前診断に関しての情報提供

をする必要がある。 

美甘⚈子，中塚ᖿ也۔

2.（2017）：Non-invasive 

prenatal testing（NIPT） 

受検時の心理カウンセ

リングに対するዷ婦の

意識調査

（査読付き）

共著 2017 年 5 月 インターナショナル

Nursing Care Research，

16（2），pp1-9.

ዷ婦 557 人を対象に，NIPT を受検する際

の心理カウンセリングの希望を調査し

た。NIPT を受験する際に，心理カウンセ

リングを 7割が希望し，検査前や検査結

果説明時だけではなく，全ての期間で心

理カウンセリングを希望していた。助⏘

師は，研修などにより㑇伝に関する知識

を高めるとともに，心理カウンセリング

ができることをዷ婦に周知することも

必要である。

美甘⚈子，中塚ᖿ也۔
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

3．フリースタイル分ፔの

分ፔ体位が⏘婦にえ

る影響と助⏘師の見解

に関する文献検討 

共著 2017 年 3 月 奈良県母性衛生学会雑

誌，30，pp35-37 

フリースタイル分ፔに助⏘師が感じ

ている困難感について 10 ௳の原著論文

を検討した。病院に勤務する助⏘師は，

フリースタイル分ፔについて，【教育】

【設備・環境】【人的問題】に困難感を

感じていた。病院でフリースタイル分ፔ

を促進していくために，助⏘師の学ぶ意

ḧを高め，知識を向上させ，ዷፎ期から

継続的な関わりが重要である。

藤井智子，池田実⍵，美甘⚈子۔

4 ．A県における小児訪問

看護の受け入れの実態

と課題 

（査読付き） 

共著 2017 年 2 月 医療福祉情報行動科学

研究 4，pp37-42 

小児訪問看護を実施する 34 施設を対象

に，小児訪問看護の実施状況と課題を明

らかにすることを目的に調査を行った。

小児訪問看護の依頼元で「家族」は 3割

であった。小児訪問看護を行う上で「家

族のサポート」に最も困難さや大変さを

感じていた。小児訪問看護を実践する看

護師の育成とサポート体制の構築が必

要である。 

美甘⚈子, 原ᮒ美۔

5．A県における小児訪問看

護の受け入れ拡充に向

けた検討 

（査読付き） 

共著 2017 年 2 月 医療福祉情報行動科学

研究 4，pp3-9 

訪問看護ステーションの施設長110名を

対象に，小児の訪問看護の受け入れが困

難な施設の実態と課題を明らかにする

ことを目的に調査した。小児訪問看護を

受け入れていない理由は，「小児看護の

経験のある看護師がいない」が最も多か

った。小児訪問看護の拡充に向けて必要

な支援で「家族との対応」は訪問なし群

に有意に高かった。家族との対応を含め

た小児看護技術の習得とマンパワーの

確保が課題である。 

原 ᮒ美, 美甘⚈子۔

6．生後 4か月までの児を

持つ∗親の育児・家事行

動と育児ストレスに関

する文献レビュー 

（査読付き） 

単著 2016 年 11 月 インターナショナル

nursing care

research,15(3),

pp143-151

生後 4か月までの児を持つ∗親の育児参

加の促のための支援について 16 文献を

検討した。∗親の育児ストレスの要因

に，【育児の大変さと⑂労】【育児不安】

【戸ᝨい・困ᝨ】【∗親責任】【夫婦関

係】【経῭的・社会的状況】が抽出され

た。∗親の育児参加を促すためには，心

身へのサポートが重要である。 

美甘⚈子۔

7．日本人ዷ婦における障

がいを持つ子どもへの

意識と非侵く的出生前

㑇伝学的検査

（Non-invasive 

prenatal testing；NIPT）

への意識との比較 

（査読付き） 

共著 2016 年 7 月 母性衛生,57(2), 

pp323-331 

NIPT への意識と障がいを持つ子どもへ

の意識との関連を検討し，495 部を分析

した。NIPT が陽性であった場合に「⨺水

検査を受けずにዷፎをあきらめる」と回

答した率は，障がいを持つ方が「近親者

にいる」群に高かった。障がいを持つ子

どもへの意識は，NIPT 受検やその後の対

応への意識に関連することを念㢌にサ

ポートを行う必要がある。 

美甘⚈子，中塚ᖿ也۔

8．母体⾑清マーカー検査

の結果が陰性であった

〟婦の⫾児への不安や

検査への認識 

（査読付き） 

共著 2016 年 5 月 インターナショナル

nursing care

research,15(2),

pp23-32

母体⾑清マーカー検査で陰性と判定さ

れた〟婦が，どのような不安や認識を抱

いていたのかを明らかにした。12 名に半

構造的面接を行ったデータを自動言語

解析した。「思う」と係り受けの関係に

ある単語は，「大夫」「マーカー検査」

「不安」の㡰に多かった。予想する結果

と異なる場合は心理的負担が大きいと

推測され，サポートが必要である。 

美甘⚈子,杉山智春,谷口光代۔
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

9．助⏘師がዷ婦健康診査

で用いる㉸音Ἴ検査に

おけるケアの概念分析 

（査読付き） 

共著 2015 年 10 月 インターナショナル

nursing care research,

14(3), pp97-103

助⏘師が用いる㉸音Ἴ検査におけるケ

アについて Walker らの概念分析を用い

10 ௳の原著論文を分析した。「⫾児やዷ

ፎ経過の診断」「保健指導」「⫾児への

愛着形成へのケア」「精神面へのケア」

「コミュニケーションの手段」と再定義

した。助⏘師は，母児の健康状態の診断

と，検査結果をもとに保健指導を行って

いた。 

美甘⚈子,杉山智春,谷口光代۔

10．母体⾑清マーカー検査

の結果が陰性であった

女性の思い 

（査読付き） 

共著 2015 年 9 月 ヒューマンケア研究学

会誌,7(1),pp45-5

母体⾑清マーカー検査受検時の思いを

明らかにすることを目的に，女性 12 名

に，半構造化面接法を行い，質的帰納的

に分析した。【結果による安心感】【安

᫆な動機】【家族と同じ価値観】の 3 つ

のカテゴリーと，それを構成する 8 つの

サブカテゴリーが抽出された。女性と家

族の価値観が異なる場合にも，十分なサ

ポートが必要である。 

美甘⚈子,井田歩美۔

11．Knowledge and 

attitude with regard to 

non-invasive prenatal 

testing among pregnant 

Japanese women 

（査読付き） 

共著 2015 年 6 月 Acta Medica Okayama, 

69(3), pp155-163 

Non-Invasive Prenatal Test（NIPT）に

関してどのような知識や意識を持って

いるかを明らかにすることを目的に，ዷ

婦に無記名自記式質問紙調査を施行し，

557 部を分析した。NIPT の導入に㈶成の

ዷ婦は高率であったが，知識は十分では

なかった。NIPT を受けてから，その結果

の重大性に気づくことがないように情

報提供を十分に行う必要がある。 

.Mikamo S.，Namatuka M۔

12．医療施設で働く助⏘師

への業務拡大に関する

意識調査 

（査読付き論文） 

共著 2014 年 3 月 インターナショナル

nursing care

research,13(2),pp9-18

医療施設で働く助⏘師の医療処置に関

連した業務拡大への意識を明らかにす

ることを目的に，助⏘師に，無記名自記

式質問紙調査を施行し，331 部を分析し

た。会陰切開・⦭合の施行に✚ᴟ的では

なかった。助⏘師教育で助⏘に必要とさ

れる医療処置に関して教授し，業務拡大

のメリットが認識できるようにし意識

改㠉を行う必要がある。 

，杉山智春，谷口光代，内田みさと۔

美甘⚈子，丸山幸三 

13．女子大学生の子宮㢕が

ん予防に関する調査-性

交経験と，知識，子宮㢕

がん予防行動との関連- 

（査読付き） 

共著 2013 年 3 月 近代ጲ路大学紀要，5，

pp75-84 

女子大学生の性交経験の有無と，子宮㢕

がんに関する知識や，子宮㢕がん検診受

検，HPV ワクチン接種の関連を明らかに

することを目的に無記名自記式質問紙

調査を実施し 217 人を分析した。HPV 感

ᰁリスクが高いことを自覚してもらい，

性交経験がある者には子宮㢕がん検診

の受検を，性交経験がない者には HPV ワ

クチンの接種を່める必要がある。

美甘⚈子，杉山智春۔
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

14．ዷፎ前の 20～30 ṓ代

就労女性の食習慣，やせ

に関する知識，価値観の

実態 やせ体型群とᬑ

通体型群の比較 

（査読付き） 

共著 2013 年 1 月 母性衛生，53(4)，

pp522-529 

ዷፎ前の 20～30 ṓ代就労女性の食習慣

と，やせに関する知識，食事及び健康に

関する価値観の実態を明らかにするこ

とを目的に，無記名自記式質問紙を用い

調査し，448 部を分析した。やせの影響

に関する知識のᬑ及と，自身の健康と次

世代の健康のために食習慣が大切であ

るという価値に働きかける健康教育が

効果的であることが示၀された。 

美甘⚈子，町浦美智子，佐保美奈子۔

15．ዷፎ前の看護師のやせ

の影響や葉㓟に関する

知識と食習慣の実態 

ዷፎ前の一般職との比

較 

（査読付き） 

共著 2012 年 2 月 日本看護学会論文集：母

性看護，42 号 pp92-95 

ዷፎ前の 20～30 代の看護師のやせの影

響に関する知識と食生活の実態を把握

することを目的に，一般病棟に勤務する

20～30代の看護師133名を対象に質問紙

調査を行い，同年代の就労女性 474 名と

比較検討した。看護師も一般就労女性も

全体の 2割がやせ体型であり，栄㣴バラ

ンスを考えている者の割合は高かった

が，食行動が必ずしも伴っていなかっ

た。 

美甘⚈子，町浦美智子۔

（その他） 

1．運動に関するソーシャ

ルメディアへの書き込

みの分析

共著 3019 年 3 月 第 33 回日本助⏘学会学

術集会，福岡 

運動に関するዷ婦保健指導の実践に向

けたዷ婦の情報ニーズを明らかにする

ことを目的に，ዷ婦の発言内容 764 ௳を

分析した。運動に関しての情報ニーズは

ዷፎ 10 カ月以㝆に高まっていた。運動

の効果や方法だけでなく，運動をしても

良いかの身体的状態かの判断へのニー

ズがあることが明らかとなった。 

美甘⚈子, 井田歩美۔

2．日本最大ウェブサイト

におけるዷ婦の情報発

信の実態 レスポンス

の多い話題の分析 

共著 2019 年 3 月 第 33 回日本助⏘学会学

術集会，福岡 

ウェブサイトコミュニティでの発言

117,160 ௳でレスポンスの多い話題を分

析し，ዷ婦の情報発信の実態を明らかに

することを目的とした。マタニティハラ

スメント事案やドメスティックハラス

メント事案などがあった。ዷ婦同士の井

戸➃会議の場としての利用が専門職者

による介入の必要性があるものより多

いことが明らかとなった。 

,井田歩美,美甘⚈子, 片岡久美恵۔

川崎千春 

3．ዷ婦と夫の出生前診断

を受けるか否かの話し

合いに関する実態調査 

共著 2018 年 12 月 第 38 回日本看護科学学

会学術集会，松山 

出生前検査を受けるか否かの話し合い

で話した内容明らかにすることを目的

にዷፎ 22 週以㝆のዷ婦と夫 178 組を調

査した。検査の詳細や検査後の対応につ

いて話し合った割合は低かった。医療職

者は，検査の詳細や検査後の対応につい

て十分に話し合う機会を設ける支援が

必要である。 

美甘⚈子，中塚ᖿ也۔
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

4．ソーシャルメディアに

おける予定帝王切開に

関連した発言内容の分

析 

共著 2018 年 12 月 第 38 回日本看護科学学

会学術集会，松山 

ソーシャルメディア上の予定帝王切開

術に関する242௳の発言内容を分析し情

報ニーズを概観した。前回帝切となった

経⏘婦が今回の出⏘で予定帝切を選択

したものの不安や問が生じ，それを軽

減，解決を図るために情報提供を求めて

いる実態が明らかとなった。予定帝切を

受ける女性に特有の不安に寄り添い，個

別性に応じた情報を提供する必要性が

示၀された。 

,井田歩美, 美甘⚈子, 片岡久美恵۔

藤井弓加 

5．出生前診断を受けるか

否かの話し合いに必要

な知識の程度に関して

のዷ婦と夫の比較 

共著 2018 年 10 月 第 59 回日本母性衛生学

会学術集会，新潟 

ዷ婦と夫の出生前診断を受けるか否か

の話し合いで必要な知識を明らかにす

ることを目的とし，ዷፎ 22 週以㝆のዷ

婦と夫有効回答は 179 組に調査をした。

出生前診断の受検経験がある 3割のዷ

婦，半数の夫は話し合いをするための知

識が不十分と思っていた。ዷፎ初期まで

に，ዷ婦と夫が正しい知識を持つことが

できる教育・情報提供のシステム作りが

必要である。 

美甘⚈子，中塚ᖿ也۔

6．ソーシャルメディアに

おける⥭急帝王切開に関

連した発言内容の分析 

共著 2018 年 10 月 第 59 回日本母性衛生学

会学術集会，新潟 

ዷ婦・〟婦がソーシャルメディア上で発

言した⥭急帝王切開に関する内容104௳

を分析した。予定されている帝王切開術

に対する不安をᣲげて，同様の体験をし

た人からの体験談やアドバイスを求め

ていた。⥭急帝王切開となった場合に，

出⏘の肯定的受容促進への支援の必要

性が示၀された。 

，井田歩美，美甘⚈子，片岡久美恵۔

川㷂 千春，藤井弓加 

7．ዷ婦と夫への出生前診

断に関しての認知度と

知識の実態調査 

単著 2018 年 3 月 第 32 回日本助⏘学会学

術集会，横浜 

出生前診断の認知度と知識について明

らかにすることを目的に，192 組のዷ婦

と夫に調査をした。ዷ婦と夫の出生前診

断の認知度は高いが，具体的な知識を持

っている者が少なく，医療者から情報を

得ている割合が低かった。 

美甘⚈子۔

8．ዷፎ後期にあるዷ婦の

情報ニーズに関する研

究 日本最大ウェブサ

イトにおける発言の分

析

共著 2018 年 3 月 第 32 回日本助⏘学会学

術集会，横浜 

ウェブサイト上でዷፎ後期のዷ婦が発

言した内容3,799௳を分析し情報ニーズ

の可視化を目的とした。ዷ婦は一定の情

報では判断しきれないことに対して，自

分以外のዷ婦の意見を参考にして，問

の解決や不安の軽減にດめていること

が明らかとなった。医療者は，より具体

的で個別性に配慮した情報提供を行う

とともに，ዷ婦の不安に寄り添うጼໃの

重要性が示၀された。 

井田歩美，美甘⚈子，片岡久美恵۔

9．ዷ婦の無痛分ፔに関す

るソーシャルメディア

への書き込みの分析 

共著 2017 年 12 月 第 37 回日本看護科学学

会学術集会，台 

無痛分ፔに関するዷ婦のソーシャルメ

ディア上での発言 125 ௳を，情報ニーズ

を明らかにすることを目的に分析した。

無痛分ፔを選択するための情報だけで

はなく，無痛分ፔ時への不安の対処方法

に関して情報を求めていた。無痛分ፔの

具体的な方法だけではなく，精神的な援

助も必要であることが示၀された。 

美甘⚈子，井田歩美۔
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単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

10．ዷፎ中期にあるዷ婦の

ソーシャルメディアに

おける発言内容から分

析した不安の可視化

共著 2017 年 12 月 第 37 回日本看護科学学

会学術集会，台 

ソーシャルメディアで発言されたዷፎ

中期にあるዷ婦の不安 284 ௳を分析し，

可視化することを目的とした。ዷፎ中期

のዷ婦がソーシャルメディアの利用に

より解決したい不安は，切迫早⏘，ዷፎ

⢾ᒀ病や感ᰁ症といったዷፎ異常に関

するものが多かった。ዷ婦健診では，健

診結果について，ዷ婦が十分に理解，納

得できているのかを確認する必要性が

示၀された。 

井田歩美，美甘⚈子۔
11．ዷፎ中期にあるዷ婦の

情報ニーズに関する研

究 ソーシャルメディ

アにおける発言内容の

分析

共著 2017 年 9 月 第 58 回日本母性衛生学

会学術集会，神戸 

ዷፎ 5～7か月のዷ婦がコミュニティサ

イト上で発言した内容4,876௳の情報ニ

ーズを可視化するために分析を行った。

ዷፎ中期のዷ婦の情報ニーズは⭡部⥭

満や⫾動に関して不安や問を感じて

いることが明らかとなった。具体的な情

報提供とともに，ዷ婦の不安に寄り添う

ጼໃの重要性が示၀された。

井田歩美, 美甘⚈子, 片岡久美恵۔

12．Visualization of 

Child Care Information 

Needs of Mothers with 

Infants－Comments̓ 

Analysis on Japan̓s 

Largest Website－ 

共著 2017 年 6 月 31ST ICM Triennial 

Congress , Canada. 

The purpose was to visualize the child 

care information needs of mothers with 

young children. It is important to 
increase the health literacy and 

enable mothers to assess the Tuality 

of child care information and select 

what they need as this allows for 

better development in child-rearing 

behavior.  

.Ida A.，Mikamo S۔

13．高年ዷ婦における出生

前診断に関する情報ニ

ーズの明確化－初⏘婦

と経⏘婦の比較－ 

共著 2017 年 6 月 第 19 回日本母性看護学

会学術，西宮 

高年ዷ婦がソーシャルメディア上で発

言した出生前診断に関しての内容182௳

を分析し，初⏘婦と経⏘婦が求めている

情報ニーズを明らかにすることを目的

とした。初⏘婦と経⏘婦では検査方法に

よって発言頻度が異なっており，医療者

は対象に応じた情報提供が必要である

ことが示၀された。 

美甘⚈子，井田歩美۔

14.Qualitative analysis

of material posted to

social media on

prenatal diagnosis by

mid-life expectant

mothers,

共著 2017 年 3 月 20th EAFONS, Hong Kong 母体⾑清マーカー検査で陰性と判定さ

れた 12 名の女性の不安や認識を明らか

にすることを目的としてインタビュー

を行った。検査でわかる確率よりも，医

療者の「大夫」という言葉を判断の基

準にしていた。比較的年が若い女性に，

結果が判明するまでに不安を抱く者も

いたことから，年齢，背景に関係なく精

神的なケアを行う必要がある。 

.Mikamo S., Ida A۔

15．高年ዷ婦の出生前診断

に関するソーシャルメ

ディアへの書き込みの

分析 

共著 2017 年 3 月 第 31 回日本助⏘学会学

術集会，徳島  

高年ዷ婦が，ソーシャルメディアを利用

して出生前診断に関して発言した内容

181 ௳を分析し，出生前診断に関する関

心やその内容を明らかにすることを目

的とした。「⨺水検査」「⫾児ドック」

「NIPT」への関心が高かった。出生前診

断を希望するዷ婦の個々のニーズを十

分に把握し，適切な情報を提供する必要

がある。 

美甘⚈子，井田歩美۔

看護－219



著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

16. ዷፎ初期にあるዷ婦

の情報ニーズに関する

研究 日本最大ウェブ

サイトにおける発言の

分析

共著 2017 年 3 月 第 31 回日本助⏘学会学

術集会，徳島市 

ዷፎ初期にあるዷ婦の情報ニーズを可

視化することで，具体的なዷ婦保健指導

の実践に向けた基礎的資料とすること

を目的にዷፎ 4か月までのዷ婦の発言

2,837 ௳を分析した。ዷፎ初期における

ዷ婦の情報ニーズは，病院選び，つわり，

悪阻，切迫流⏘など不定ឋッやዷፎ異常

に関するものが多くみられた。 

井田歩美, 美甘⚈子, 片岡久美恵۔

17．高齢出⏘となる女性の

情報ニーズ -ソーシャ

ルメディアにおける発

言のテキストマイニン

グによる分析-

共著 2016 年 10 月 第 57 回日本母性衛生学

会，東京 

高齢ዷ婦の情報ニーズを明らかにする

ことを目的に，2013 年 1 月～2015 年 12

月の発言タイトル 1,242 ௳を Text 

Mining Studio を使用し分析した。単語

の出現頻度は，「病院」が最も多く抽出

された。医療職者は，高齢ዷ婦に，適切

な時期に情報を提供する必要がある。 

美甘⚈子，井田歩美۔

18．ソーシャルメディアに

よる意見交が及ࡰす

ங児をもつ母親の育児

への効果 

共著 2016 年 10 月 第 57 回日本母性衛生学

会，東京 

ソーシャルメディアでの意見交が母

親の心理状況に及ࡰす影響を明らかに

する。2011 年 4 月～2012 年 3 月の発言

31,801 ௳を，Text Mining Studio5.2 で

分析した。「良い」「参考」「頑張る」

が多く抽出された。母親のコミュニティ

を有効な育児支援へと活用する必要が

ある。 

井田歩美，美甘⚈子۔

19.Anxiety about the

fetus and awareness of

testing in puerperal

women with negative

results on the maternal

serum screening

共著 2016 年 3 月 19th EAFONS, Chiba, 

Japan 

マーカー検査で陰性と判定された〟婦

の認識を明らかにすることを目的とし

た。12 名の半構造的面接を自動言語解析

した。年齢が若く「大夫」と思い検査

を受ける者もいた。結果判明までに「不

安」を抱く者もおり，年齢や背景に関係

なく精神的なケアを行う必要がある。  

Mikamo S., Sugiyama C., Taniguchi۔

M. 

15. Awareness survey of

pregnant Japanese

women towards

psychological

counselling during

non-invasive prenatal

testing (NIPT)

共著 2015 年 7 月 ICM，2015，

Yokohana,Japan 

ዷ婦が希望する心理カウンセリングの

内容とその時期を明らかにすることを

目的とし，ዷ婦 557 人を調査した。NIPT

を受検する際に，心理カウンセリングを

69.8�が希望していた。助⏘師は NIPT に

関する知識を῝め，心理的なサポートを

行っていくことが必要と考える。 

.Mikamo S., Nakathuka M۔

16. Changes in the Image

of Examination Table

and Sense of Shame of

Female University

Students Before and

After Expreiencing the

Litthotomy position on

Gynecogical

Examination Tables

共著 2015 年 7 月 ICM，2015，

Yokohana,Japan 

看護学生 80 名が○石位を体験し，診察

台のイメージや⩈心の変化を検討し

た。⏘婦人科診察台イメージは「情動イ

メージ」「体感イメージ」「⥭張的イメー

ジ」「見た目イメージ」の 4 因子が抽出

された。⏘婦人科診察台に対してマイナ

スイメージが強い場合は，⩈心が強く

なる傾向にあり，配慮が必要である。 

.Nakai Y., Mikamo S۔
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共著の別 
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概 要 

17．助⏘師の業務拡大に対

する医療施設で働く助

⏘師への意識調査（第 2

報） 

共著 2014 年 11 月 第 34 回日本看護科学学

会，名古屋 

医療施設で働く助⏘師が，会陰切開や⦭

合，等の医療処置等の業務の拡大に対し

て，肯定的に考えているのかを明らかに

することを目的に，無記名自記式質問紙

調査を行い，701 部を分析した。助⏘師

教育で助⏘に必要とされる医療処置に

関して教授し，業務拡大することのメリ

ットが認識できるようにし意識改㠉を

行う必要がある。 

杉山智春，内田みさと，美甘⚈子۔

18．無侵く的出生前㑇伝学

的検査（NIPT）と⨺水検

査に対するዷ婦の意識

調査 

共著 2014 年 9 月 第 55 回日本母性衛生学

会，ᖥ張 

NIPT で陽性と判定された場合に，⨺水検

査を受けるかどうかの意思決定に影響

する要因を明らかにすることを目的に，

ዷ婦に質問紙調査を行った。有効回答

557 人であった。NIPT の検査前の説明に

は，ዷ婦だけでなく夫にも同ᖍしてもら

い，陽性と判定された場合に⨺水検査で

診断を行なう必要があることが明らか

となった。 

美甘⚈子，中塚ᖿ也۔

19．女子大学生の⏘婦人科

診察での載石位体験前

後の⩈心比較と対人

ᜍᛧとの関連 

共著 2014 年 3 月 第 28 回日本助⏘学会，

長崎 

○石位をとることで生じる⩈心の程

度と，⩈心の要因の内である対人ᜍᛧ

の関連を明らかにし，⏘婦人科診察台に

関しての看護への示၀を得ることを目

的とした。看護学生 80 人に準実験研究

を行った。⏘婦人科診察台での○石位体

験前後の状態⩈感情測定尺度の総数

に変化はないこと，対人ᜍᛧが強い場合

は⩈心も強いことが明らかとなった。 

中居由美子，美甘⚈子，鷲尾弘江۔

20．母体⾑を用いた新しい

出生前㑇伝学的検査に

対するዷ婦の意識調査 

共著 2013 年 10 月 第 54 回日本母性衛生学

会，大宮 

ዷ婦が NIPT に関してどのような知識

や考えを持っているかを明らかにし，必

要な援助の示၀を得ることを目的に，無

記名自記式質問紙調査を行い，271 名か

ら有効回答を得た。ዷ婦の NIPT への関

心は高いが，検査内容や結果についての

知識は十分とは言えず，正しい情報へア

クセスできるように支援することが必

要であることが明らかとなった。 

美甘⚈子，片岡久美恵，中塚ᖿ也۔

21．招待講演 新型出生前

検査：日本人ዷ婦の意識

調査 

単著 2013 年 7 月 公開シンポジウム「生と

Ṛの倫理」，岡山 

研究協力の同意が得られた施設におい

てዷ婦健診を受けているዷ婦に無記名

自記式質問紙調査を行った結果をも発

表した。 

美甘⚈子۔

22．女子大学生の子宮㢕が

ん予防に関する調査(第

2報) 性交経験と知識

および子宮㢕がん予防

行動との関連 

共著 2012 年 11 月 第 53 回日本母性衛生学

会，福岡 

女子大学生の子宮㢕がん細⬊診受検お

よび HPV ワクチン接種の実態と，子宮㢕

がんに関する知識，性的自己意識・性的

リスク対処意識を明らかにすることを

目的に自記式質問紙調査を行い217人を

分析した。8割の女性が HPV に感ᰁする

が，子宮㢕がんは予防できる⒴であると

いうことを周知し，さらに，自身の性に

関する意識を高める性教育を行うと効

果的であることが示၀された。 

杉山智春，美甘⚈子۔
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23．女子大学生の子宮㢕が

ん予防に関する調査(第

1報) 予防行動と知識

および性的リスク対処

意識との関連 

共著 2012 年 11 月 第 53 回日本母性衛生学

会，福岡 

女子大学生の性交経験の有無と，子宮㢕

がんに関する知識や，子宮㢕がん細⬊診

（細⬊診）受検，HPV ワクチン接種の関

連を明らかにすることを目的に自記式

質問紙調査を行い217人を分析した。HPV

ワクチンを初交前に接種することが有

効であることを周知する必要がある。さ

らに，性交経験者には，細⬊診の方法や

㈝用の助成など具体的な内容を説明す

る必要があることが示၀された。 

美甘⚈子，杉山智春۔

24．BMI やせの 20～30 ṓ代

就労女性の食習慣，やせ

と葉㓟に関する知識，価

値観の実態 

共著 2011 年 9 月 第 52 回日本母性衛生学

会，京都 

ዷፎ前 20～30 ṓ代就労女性の食習慣，

やせと葉㓟に関する知識，食事に対する

価値観及び自身の健康や次世代の健康

に関する価値観について質問紙調査を

行った。BMI やせ 95 人とᬑ通 339 人を比

較した。食習慣を整えることは次世代の

子どもの健康だけでなく，自身の健康に

も影響するという価値に働きかける必

要があることが示၀された。 

美甘⚈子，町浦美智子۔

25．ዷፎ前の看護師のやせ

の影響と葉㓟に関する

知識，価値観と食習慣と

の関連 

共著 2012 年 8 月 第 42 回日本看護学会 

母性看護，東京 

ዷፎ前の 20～30 ṓ代の看護師を対象と

し，やせと葉㓟に関する知識と食習慣の

関連，食習慣に対する価値観と食習慣に

ついて質問紙調査を行った。看護師がዷ

ፎ前やዷፎ中のやせや低栄㣴が次世代

の健康に影響するという知識を持って

いる割合は低かった。知識を持つこと

で，実際にዷፎしたときや，ዷፎを希望

したときに食習慣の改善の動機付けと

なる可能性がある。 

美甘⚈子，町浦美智子۔

26．ዷፎ前の 20～30 ṓ代

就労女性のやせと葉㓟

に関する知識，価値観と

食習慣との関連 

共著 2011 年 6 月 第 13 回日本母性看護学

会学術集会，宇都宮 

ዷፎ前の 20～30 ṓ代就労女性 474 人を

対象に質紙調査を行った。20～30 ṓ代の

就労女性は，食習慣に改善のవ地があ

り，やせの影響や葉㓟に関する知識を持

っていた割合は低く，健康は大切という

価値を持っている割合が高かった。食習

慣を整えることは次世代の子どもの健

康だけでなく，自身の健康にも影響する

という価値に働きかける必要があると

考えられた。 

美甘⚈子，町浦美智子۔
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教  育  研  究  業  績  書 

令和 2年 3 月 31 日 

氏名 井上 葉子 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

看護学 公⾗衛生看護学 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 
基礎看護技術演習Ⅰ 関西学研医療福祉学院（専任教員） 

（専任教員） 
平成23年

4 月～平

成 24 年 8

月 

学校法人青学園関西学研医療福祉学院看護学科の

専門科目「基礎看護技術演習Ⅰ」（1 年次配当、1 単

位、40 人クラス）において実践した。看護技術は人間

関係の成立が第１要௳であるといっても過言ではな

い。このことをふまえて、基礎看護技術演習Ⅰでは、

⡆単な事例を設定して、ロールプレイの演習を取り入

れ、コミュニケーション技術および日常生活援助を中

心とする看護技術の習得にດめた。 

看護研究指導 関西学研医療福祉学院看護学科 

（専任教員） 
平成23年

4 月～平

成 24 年 8

月 

探求心をもって研究に取り組み自己研㚼にດめるこ

とは専門職業人として必要なことである。このことを

ふまえ、学校法人青学園関西学研医療福祉学院看護

学科３年生が取り組んだ、実習で担当した患者につい

てのケーススタディの指導を担当した。学生は研究目

的・方法の設定、データの収集・分析の一連の過程を

体験し、研究的態度および論理的思考についての学習

を῝めることができた。 

基礎看護技術演習Ⅱ 関西学研医療福祉学院 

（専任教員） 
平成23年

4 月～平

成 24 年 8

月 

学校法人青学園関西学研医療福祉学院看護学科の

専門科目「基礎看護技術演習Ⅱ」（1 年次配当、1 単

位、40 人クラス）において実践した。看護技術は人間

関係の成立が第１要௳であるといっても過言ではな

い。このことをふまえて、基礎看護技術演習Ⅰでは、

⡆単な事例を設定して、ロールプレイの演習を取り入

れ、コミュニケーション技術および診療の補助に関す

る援助を中心とする看護技術の習得にດめた。 

基礎看護学実習Ⅰ 関西学研医療福祉学院 

（専任教員） 
平成23年

4月～ 

平成24年

8月 

学校法人青学園関西学研医療福祉学院看護学科で

の臨地実習「基礎看護学実習Ⅰ」（２年次配当）の科

目責任者として実習の全てを担当した。 

基礎看護学実習Ⅱ 関西学研医療福祉学院 

（専任教員） 
平成23年

4月～ 

平成24年

8月 

学校法人青学園関西学研医療福祉学院看護学科で

の臨地実習「基礎看護学実習Ⅱ」（２年次配当）の科

目責任者として全てを担当した。 

在宅看護論実習 ᐆ塚大学 

（非常勤講師） 
平成25年

4 月～平

成 26 年 3

月 

科目責任者である教授とともに実習施設との調整、実

習前オリエンテーション、実習後の評価資料の作成と

施設への報告、次年度の実習依頼を行った。 

地域看護学Ⅴ ᐆ塚大学 

（非常勤講師） 
平成25年

4 月～平

成 26 年 3

月 

科目責任者である教授とともに、地域診断演習時の指

導、地区㋃査の指導を行った。 

地域看護学実習 ᐆ塚大学 

（非常勤講師） 

平成25年

4 月～平

成 26 年 3

月 

科目責任者である教授とともに実習施設との調整、実

習前オリエンテーション、実習後の評価資料の作成と

施設への報告を行った。 
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在宅看護概論 白㬅女子▷期大学 

（常勤講師） 

平成26年

4 月～平

成 27 年 3

月 

科目責任者として全てを担当した。 

在宅看護論 白㬅女子▷期大学 

（常勤講師） 

平成26年

4 月～平

成 27 年 3

月 

科目責任者として全てを担当した。 

在宅看護論演習 白㬅女子▷期大学 

（常勤講師） 

平成26年

4 月～平

成 27 年 3

月 

科目責任者として全てを担当した。 

家族看護論 白㬅女子▷期大学 

（常勤講師） 

平成26年

4 月～平

成 27 年 3

月 

科目責任者として全てを担当した。 

基礎看護学実習Ⅰ 白㬅女子▷期大学 

（常勤講師） 

平成26年

4 月～平

成 27 年 3

月 

実習施設との調整、実習前オリエンテーション、実習

後の評価資料の作成と施設への報告を行った。᪤習の

看護技術が患者の個別性を尊重し展開できるよう、日

常生活援助技術の練習を行い実習に臨ませた。実習に

おいては、学生が患者との援助的人間関係をスムーズ

に結ぶことができるように、また看護援助は根拠をも

って実践することに留意しながら指導を行った。 

基礎看護学実習Ⅱ 白㬅女子▷期大学 

（常勤講師） 

平成26年

4 月～平

成 27 年 3

月 

実習施設との調整、実習前オリエンテーション、実習

後の評価資料の作成と施設への報告を行った。᪤習の

看護技術が患者の個別性を尊重し展開できるよう、事

前に看護過程の復習、日常生活援助技術の練習を行い

実習に臨ませた。実習においては、学生が患者との援

助的人間関係をスムーズに結ぶことができるように、

また看護援助は根拠をもって実践することに留意し

ながら指導を行った。また看護過程については、苦手

意識を克服できるよう個々の学習進度を理解した上

で指導するように配慮した。 
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在宅看護論実習 白㬅女子▷期大学 

（常勤講師） 

平成26年

4 月～平

成 27 年 3

月 

科目責任者として実習施設との調整、実習前オリエン

テーション、実習後の評価資料の作成と施設への報

告、次年度の実習依頼を行った。実習においては、小

児から高齢者を対象とする在宅看護を行う中で、対象

の年齢や疾患、障害による身体の変化、対象をとりま

く環境、社会資※の活用、他職種との連携における看

護職の役割について同時に考えられるように指導を

行った。対象の心に寄り添う看護が行えるよう、人の

を㡸かる責任の重い仕事であることを実感できる

よう重点的に指導を行った。具体的には、対象と関わ

ることから看護を考え、振り返る機会を多くした。学

内では学生とともに患児の状態を考え必要な看護を

考える機会を多く持つようにした。 

公⾗衛生看護学Ⅲ（⏘業保健） 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成28年

4 月～平

成 28 年 9

月 

科目責任者である教授と講師とともに講義を担当し

た。井上は 1コマを担当し、職業性疾病の原因と予防・

看護（アスベスト、振動障害、感音性難聴、VDT 症候

群）について講義した。 

公⾗衛生看護学Ⅱ（学校保健） 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成28年

4 月～平

成 28 年 9

月 

科目責任者である非常勤講師と教授と講師とともに

講義を担当した。井上は 1 コマを担当し、学校環境衛

生について講義した。 

公⾗衛生看護学方法論Ⅰ 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成28年

4 月～平

成 28 年 9

月 

科目責任者である教授と講師とともに講義を担当し

た。井上は 3 コマを担当し、母子保健施策と保健師の

活動、ஙᗂ児期の成長発達と保健指導、難病保健の動

向について講義した。 

公⾗衛生看護学方法論Ⅱ 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成28年

4 月～平

成 28 年 9

月 

科目責任者である教授と講師とともに講義を担当し

た。井上は 2 コマを担当し、家庭訪問における保健指

導、新生児訪問についての講義と新生児訪問ロールプ

レイの演習を行った。

基礎看護学実習Ⅱ 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成28年

9 月～平

成 28 年

12 月 

実習施設との調整、実習前オリエンテーション、実習

後の評価資料の作成と施設への報告を行った。᪤習の

看護技術が患者の個別性を尊重し展開できるよう、事

前に看護過程の復習、日常生活援助技術の練習を行い

実習に臨ませた。実習においては、学生が患者との援

助的人間関係をスムーズに結ぶことができるように、

また看護援助は根拠をもって実践することに留意し

ながら指導を行った。 
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小児看護学実習 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成28年

9 月～平

成 28 年

12 月 

実習施設との調整、実習前オリエンテーション、実習

後の評価資料の作成と施設への報告を行った。実習に

おいては、重症心身障害児を対象とする看護を行う中

で、障害による身体の変化と成長発達の㡰序性、他者

との愛着形成、㐟びの意義と必要性について同時に考

えられるように指導を行った。また、障がい児をとり

まく環境、他職種との連携における看護職の役割につ

いても指導した。患児の心に寄り添う看護が行えるよ

う、人のを㡸かる責任の重い仕事であることを実感

できるよう重点的に指導を行った。具体的には、患児

と関わることから看護を考え、振り返る機会を多くし

た。学内では学生とともに患児の状態を考え必要な看

護を考える機会を多く持つようにした。 

老年看護学実習 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成28年

9 月～平

成 28 年

12 月 

実習施設との調整、実習前オリエンテーション、実習

後の評価資料の作成と施設への報告を行った。実習に

おいては、高齢者を対象とする看護を行う中で、加齢

による身体の変化と家族関係と社会的な役割の変化、

介護保険制度、福祉サービル利用について同時に考え

られるように指導を行った。また、高齢者をとりまく

環境、他職種との連携における看護職の役割について

も指導した。また人のを㡸かる責任の重い仕事であ

ることを実感できるよう重点的に指導を行った。具体

的には、高齢者と関わることから看護を考え、振り返

る機会を多くした。学内では学生とともに患者の状態

を考え必要な看護を考える機会を多く持つようにし

た。 

成人看護学実習 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成29年

1 月～平

成 29 年 2

月 

単位認定者の講師とともに実習指導を行った。実習に

おいては、成人の急性期、周手術期看護を行う中で、

手術侵くによる身体の変化とや手術に対する不安、就

労生活、家庭生活の中断による家族や生活状況の変化

における看護の役割について同時に考えられるよう

に指導を行った。また、人のを㡸かる責任の重い仕

事であることを実感できるよう重点的に指導を行っ

た。具体的には、患者と関わることから看護を考え、

振り返る機会を多くした。学内では学生とともに患者

の状態を考え必要な看護を考える機会を多く持つよ

うにした。 
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統合看護学実習 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成29年

4 月～平

成 29 年 6

月 

実習施設との調整、実習前オリエンテーション、実習

後の評価資料の作成と施設への報告を行った。実習に

おいては、急性期にある」数の患者に対して、援助の

優先㡰位を考え、病棟のケア計画に則った援助計画を

立案し、チームの一員として援助を行うよう留意して

指導を行った。また、師長やチームリーダー、メンバ

ーのシャドーイングを通して、リーダーシップ、メン

バーシップと看護管理の実際を学ぶとともに専門外

来の見学を通して他職種との連携の実際と医療チー

ムにおける看護の役割を学ばせた。

卒業研究 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成29年

4 月～平

成 29 年

10 月 

担当学生の論文作成の全てにおいて担当した。2 名の

学生の卒業研究を担当した。研究の手法は文献学的研

究であった。学生が興味をもったテーマについて先行

研究を分析し考察を行った。研究目的と分析、結果、

考察がひとつの流れの中で論理的に流れ、書かれてい

るかについて指導を強化した。 

成人看護学援助論Ⅰ（急性期・周手術期） 奈良学

園大学 

（常勤助教） 

平成29年

10 月～平

成 30 年 3

月 

科目責任者である准教授とともに、看護過程演習の指

導を担当した。 

成人看護学実習 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成29年

4 月～平

成 30 年 3

月 

実習施設との調整、実習前オリエンテーション、実習

後の評価資料の作成と施設への報告、来年度の実習調

整を行った。実習においては、成人の急性期、周手術

期看護を行う中で、手術侵くによる身体の変化とや手

術に対する不安、就労生活、家庭生活の中断による家

族や生活状況の変化における看護の役割について同

時に考えられるように指導を行った。また、人のを

㡸かる責任の重い仕事であることを実感できるよう

重点的に指導を行った。具体的には、患者と関わるこ

とから看護を考え、振り返る機会を多くした。学内で

は学生とともに患者の状態を考え必要な看護を考え

る機会を多く持つようにした。 

公⾗衛生看護学方法論Ⅰ 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成30年

4 月～平

成 30 年 9

月 

科目責任者である教授と講師とともに講義を担当し

た。井上は 4 コマを担当し、母子保健施策と保健師の

活動、ஙᗂ児期の成長発達と保健指導、難病保健の動

向について講義した。 

公⾗衛生看護学方法論Ⅱ 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成30年

4 月～平

成 30 年 9

月 

科目責任者である教授と講師とともに講義を担当し

た。井上は 2 コマを担当し、家庭訪問における保健指

導、新生児訪問についての講義と新生児訪問ロールプ

レイの演習を行った。
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公⾗衛生看護学実習Ⅰ（地域活動） 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成30年

4 月～平

成 30 年 9

月 

科目責任者である准教授と教授、講師とともに保健

所・市町村における実習を担当し、健康教育、家庭訪

問、地区診断等の指導から評価までを行った。 

公⾗衛生看護学実習Ⅱ（学校保健） 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成30年

4 月～平

成 30 年 9

月 

科目責任者である准教授と教授、講師とともに学校

（中学校・高等学校）における実習を担当し、実習指

導から評価までを行った。 

公⾗衛生看護学実習Ⅲ（⏘業保健） 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成30年

4 月～平

成 30 年 9

月 

科目責任者である准教授と教授、講師とともに事業所

における実習を担当し、実習指導から評価までを行っ

た。 

公⾗衛生看護学Ⅰ（地域活動）奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成30年

10 月～平

成 31 年 3

月 

科目責任者である准教授と教授、講師とともに講義を

進めた。井上は 2コマを担当し、成人保健の動向、成

人期の保健活動・保健師動の内容について教授した。 

卒業研究 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成30年

4 月～平

成 30 年

11 月 

担当学生の論文作成の全てにおいて担当した。2 名の

学生の卒業研究を担当した。研究の手法は文献学的研

究であった。学生が興味をもったテーマについて先行

研究を分析し考察を行った。研究目的と分析、結果、

考察がひとつの流れの中で論理的に流れ、書かれてい

るかについて指導を強化した。 

基礎看護学実習Ⅱ 奈良学園大学 

（常勤助教） 

平成30年

9 月～平

成 30 年

12 月 

実習施設との調整、実習前オリエンテーション、実習

後の評価資料の作成と施設への報告を行った。᪤習の

看護技術が患者の個別性を尊重し展開できるよう、事

前に看護過程の復習、日常生活援助技術の練習を行い

実習に臨ませた。実習においては、学生が患者との援

助的人間関係をスムーズに結ぶことができるように、

また看護援助は根拠をもって実践することに留意し

ながら指導を行った。 

公⾗衛生看護学方法論Ⅰ 奈良学園大学 

（常勤講師） 

平成31年

4 月～令

和元年 9

月 

科目責任者である教授と講師とともに講義を担当し

た。井上は 4 コマを担当し、母子保健施策と保健師の

活動、ஙᗂ児期の成長発達と保健指導、難病保健の動

向について講義した。 

公⾗衛生看護学方法論Ⅱ 奈良学園大学 

（常勤講師） 

平成31年

4 月～令

和元年 9

月 

科目責任者である教授と講師とともに講義を担当し

た。井上は 2 コマを担当し、家庭訪問における保健指

導、新生児訪問についての講義と新生児訪問ロールプ

レイの演習を行った。

公⾗衛生看護学診断演習 奈良学園大学 

（常勤講師） 

平成31年

4 月～令

和元年 9

月 

科目責任者である准教授と教授、講師とともに講義を

担当した。井上は 2コマを担当し、保健師が行う家庭

訪問について講義した。 
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公⾗衛生看護学実習Ⅰ（地域活動） 奈良学園大学 

（常勤講師） 

平成31年

4 月～令

和元年 9

月 

科目責任者である准教授と教授、講師とともに保健

所・市町村における実習を担当し、健康教育、家庭訪

問、地区診断等の指導から評価までを行った。 

公⾗衛生看護学実習Ⅱ（学校保健） 奈良学園大学 

（常勤講師） 

平成31年

4 月～令

和元年 9

月 

科目責任者である准教授と教授、講師とともに学校

（中学校・高等学校）における実習を担当し、実習指

導から評価までを行った。 

公⾗衛生看護学実習Ⅲ（⏘業保健） 奈良学園大学 

（常勤講師） 

平成31年

4 月～令

和元年 9

月 

科目責任者である准教授と教授、講師とともに事業所

における実習を担当し、実習指導から評価までを行っ

た。 

基礎看護学実習Ⅰ 奈良学園大学 

（常勤講師） 

令和元年

9 月～令

和元年 12

月 

実習施設との調整、実習前オリエンテーション、実習

後の評価資料の作成を行った。実習においては、学生

が看護師や患者とのコミュニケーションをスムーズ

に結ぶことができるように、また看護援助を根拠につ

なげることに留意しながら指導を行った。 

公⾗衛生看護学Ⅰ（地域活動）奈良学園大学 

（常勤講師） 

令和元年

10 月～令

和 2 年 3

月 

科目責任者である准教授と教授、講師とともに講義を

進めた。井上は 2コマを担当し、成人保健の動向、成

人期の保健活動・保健師動の内容について教授した。 

卒業研究 奈良学園大学 

（常勤講師） 

平成31年

4 月～令

和元年 11

月 

担当学生の論文作成の全てにおいて担当した。2 名の

学生の卒業研究を担当した。研究の手法は文献学的研

究であった。学生が興味をもったテーマについて先行

研究を分析し考察を行った。研究目的と分析、結果、

考察がひとつの流れの中で論理的に流れ、書かれてい

るかについて指導を強化した。 

基礎看護学実習Ⅰ 奈良学園大学 

（常勤講師） 

令和元年

12 月～令

和 2 年 2

月 

実習施設との調整、実習前オリエンテーション、実習

後の評価資料の作成を行った。᪤習の看護技術が患者

の個別性を尊重し展開できるよう、事前に看護過程の

復習、日常生活援助技術の練習を行い実習に臨ませ

た。実習においては、学生が患者との援助的人間関係

をスムーズに結ぶことができるように、また看護援助

は根拠をもって実践することに留意しながら指導を

行った。 

2 作成した教科書，教材 

住まい学習のデジタル教材「おかあさん お家の中

でもご用心㸟㸟―㉥ちࡷんとの暮らしの中に潜む危

険―」 

平成23年

1月 

保健指導の教材の見本として、ஙᗂ児の家庭内での❅

ᜥ、㌿ⴠ、⇕傷、誤㣧などの事ᨾ防Ṇを保護者に啓発

するための教材として、絵本のデジタル教材を作成し

た。 
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平成 23 年度基礎看護学実習Ⅰ実習要項 平成23年

5月 

学校法人青学園関西学研医療福祉学院看護学科の

専門科目「基礎看護学実習Ⅰ」（２年次配当）で、学

生が実習目的、実習目ᶆに฿達するための具体的な学

習内容と方法、記録の書き方、実習心得などについて

まとめた子を作成した。 

平成 23 年度基礎看護学実習Ⅱ実習要項 平成23年

10 月 

学校法人青学園関西学研医療福祉学院看護学科の

専門科目「基礎看護学実習Ⅱ」（２年次配当）で学生

が実習目的、実習目ᶆに฿達するための具体的な学習

内容と方法、記録の書き方、実習心得などについてま

とめた子を作成した。 

平成 24 年度基礎看護学実習Ⅰ実習要項 平成24年

5月 

学校法人青学園関西学研医療福祉学院看護学科の

専門科目「基礎看護学実習Ⅰ」（２年次配当）で、学

生が実習目的、実習目ᶆに฿達するための具体的な学

習内容と方法、記録の書き方、実習心得などについて

まとめた子を作成した。 

在宅看護論実習の手引き 平成25年

8月 

ᐆ塚大学看護学部の「在宅看護論実習」（３年次配当）

において、学生が実習目的、実習目ᶆに฿達するため

の具体的な学習内容と方法、思考過程、記録をする際

の留意点、実習心得などについてまとめた子を作成

した。 

在宅看護論実習の手引 平成26年

4月 

白㬅女子▷期大学看護学専攻「在宅看護論実習」（3

年次配当）において、学生が実習目的、実習目ᶆに฿

達するための具体的な学習内容と方法、思考過程、記

録をする際の留意点、実習心得などについてまとめた

子を作成した。 

成人看護実習Ⅰ（急性期・周手術期）実習記録用紙

ガイドライン 

平成29年

4月 

成人看護学Ⅰ（急性期・周手術期）において、学生が

実習目的、実習目ᶆに฿達するための具体的な学習内

容と方法、思考過程、記録をする際の留意点などにつ

いてまとめた子を作成した。 

成人看護学のデジタル教材：「一次ᩆ（病室編）」、

「一次ᩆ（ᗯ下編）」、「段階的離床」 

平成29年

11 月 

成人看護学の学内演習・臨地実習時のイメージがつく

ように、心⫵蘇生法、AED の使用方法、⥭急時の協力

要ㄳ、手術後の段階的離床についてのデジタル教材を

作成した。 

健康保育学演習（課程看護実習含む）ワークシート 令和 2 年

3月 31 日 

大阪教育大学で開講している健康保育学演習（家庭看

護実習を含む）において、人間の健康の概念をふまえ

子どもの成長発達と生活を理解し、家庭と集団保育の

場で必要な知識と技術について具体的な学習内容に

ついてまとめた子を共同で作成した。 

著者名：関谷まり・井上葉子 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 
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白㬅女子▷期大学 FD 委員会 平成26年

4 月～平

成 27 年 3

月 

講義最終回において大学が作成した授業アンケート

を実施したところ、話の分かりやすさ、授業の内容の

わかりやすさ、ᯈ書や資料のみやすさ等すべてにおい

てわかりやすかったという結果であった。単独での講

義実施だったため、自信につながった。 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 

奈良県看護協会 保健師職能委員会 

平成 28 年度研修会 

平成28年

9月 

奈良県看護協会 保健師職能委員会主ദによる平成

28 年度研修会「ஙᗂ児の運動発達の観察のポイントと

支援」開ദにおいて委員として、研修の企画、運営を

担当した。 

奈良県看護協会 保健師職能委員会 

平成 28 年度交流会 

平成28年

9月 

奈良県看護協会 保健師職能委員会主ദによる平成

28 年度交流会「思春期保健対策～若年ዷ婦へのアプロ

ーチを考える～」開ദにおいて委員として、研修の企

画、運営を担当した。 

奈良県看護協会 保健師職能委員会 

平成 29 年度研修会 

平成29年

9月 

奈良県看護協会 保健師職能委員会主ദによる平成

29 年度研修会「ዷ⏘婦のメンタルケアの重要性～チー

ムでの育児支援～」開ദにおいて委員として、研修の

企画、運営を担当した。 

奈良県看護協会 保健師職能委員会 

平成 29 年度交流会 

平成30年

2月 

日本看護協会による平成 29 年度保健指導支援事業保

健指導ミーティング開ദにあたって、委員として、奈

良県保健予防課、保健所、保健センターと協力し、企

画、運営を担当した。 

日本看護協会平成29年度保健指導支援事業 奈良県

看護協会「保健指導ミーティング」事例検討会ファ

シリテーター

平成30年

2月 

日本看護協会による平成 29 年度保健指導支援事業保

健指導ミーティングにおいて、事例検討会のファシリ

テーター役として、保健指導ミーティング（事例検討

会）参加者の新人保健師の意見が活発にでるように㞺

囲気作りやきっかけ作りにດめ、とてもຮ強になった

との参加者の感想が聞かれた。 

奈良県看護協会 保健師職能委員会 

平成 30 年度研修会 

平成30年

9月 

奈良県看護協会 保健師職能委員会主ദによる平成

30 年度研修会「各々の力を発揮できる子育てネットワ

ークを考える～専門職それࡒれの強み・ᙅみをふまえ

た支援の在り方～」開ദにおいて委員として、研修内

容の企画、講師との調整、運営を担当した。 

参加者からは、看護職それࡒれの支援の方向性や取り

組みが聞けてよかった等の感想が聞かれた。 

奈良県看護協会 保健師職能委員会 

平成 30 年度交流会 

平成30年

11 月 

日本看護協会による平成 30 年度保健指導支援事業保

健指導ミーティング開ദにあたって、委員として、奈

良県保健予防課、保健所、保健センターと協力し、企

画、運営を担当している。 
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奈良県看護協会 保健師職能委員会 

令和元年度研修会 

令和元年

9月 

奈良県看護協会 保健師職能委員会主ദによる令和

元年度研修会「育てにくさを抱えた親子への包括的支

援～ダウン症児の㉥ちࡷん体操を通して考える療育

支援～」開ദにおいて委員として、研修内容の企画、

講師との調整、運営を担当した。 

参加者からは、親と子への支援の在り方や実際の取り

組みが聞けてよかった等の感想が聞かれた。 

奈良県健康推進課主ദ 

令和元年度保健指導ミーティング 

令和元年

11 月 

令和元年 11 月奈良県が現任保健師の研修として開ദ

した保健指導ミーティングにおいてファシリテータ

役を務め、保健師のアセスメント力向上に向けた関り

を行った。 

奈良県看護協会 保健師職能委員会 

令和元年度交流会 

令和元年

12 月 

奈良県看護協会 保健師職能委員会主ദによる令和

元年度交流会「⚾の保健師ࡖから～保健師の楽しさ再

発見～」開ദにあたって企画、講師依頼、運営を担当

し、行政、⏘業等職域を越えたネットワークづくりを

目指して活動した。 

５ その他 

なし 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 

1）看護師免許 平成 4 年

5月 13 日 

2）㣴護教ㅍ一種免許 平成 6 年

3月 31 日 

3）保健師免許 平成 6 年

5月 19 日 

4）第一種衛生管理者免許 平成 6 年

8月 10 日 

5）受⫾調⠇実地指導員免許 平成 8 年

2月 24 日 

6）Laughter Yoga Leader 平成 29 年

6 月 11 日 

7）日本心理学会 認定心理士 平成 30 年

4 月 21 日 

２ 特許等 

特記事項無し 

３ 実務の経験を有する者についての特記事項 

奈良県立医科大学㝃ᒓ病院 

常勤看護師 

平成 4 年

4月～ 

平成 5 年

3月 

結᰾病棟に勤務。感ᰁ症看護を中心とする看護に従事

した。ᪧ結᰾予防法による入院患者に対し、確実な服

薬管理の方法、食事・休㣴を中心とした生活習慣改善

指導に携わった。また、継続看護の取り組みとして保
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健所保健師との連携を図ることにດめた。 

ᩬ㬀町役場保健センター 

常勤保健師 

平成 6 年

4月～ 

平成 7 年

6月 

奈良県内にある人口 2万５千人程度の町の保健センタ

ー保健師として勤務。老人保健法に基づく機能訓練

「リハビリ教室」では、企画・実施に携わり、病気を

きっかけとして自宅に㛢じこもりがちな高齢者が外

出し、気分㌿、他者との交流をはかることを目的と

した活動を行った。また、「子宮がん検診」の主担当

者として事業の企画・実施・評価といった一連の業務

に従事するとともに、「⫶がん検診」、「ஙがん検診」、

「⫵がん・結᰾検診」についても主担当保健師と協力

して実施を行った。また、母子保健法に基づく各種の

健診、保健指導の業務に従事するとともに、特にዷ婦

を対象とした「母親教室」の主担当者として、ዷፎ・

出⏘・育児の時期を安心して過ごせるよう、情報提供、

啓発活動に取り組んだ。また必要に応じて担当地区の

住Ẹに対して家庭訪問を行い、個別対応での問題解決

にດめた。さらに、住Ẹが安全に安心して健やかに過

ごせるような町づくりを目指し、食生活改善推進員㣴

成講ᗙの実施、観光課主ദの町Ẹマラソンへのᩆ護員

としての協力、社会福祉協議会と共ദの「ᩬ㬀町健康

まつり」の企画・運営にも携わった。また、ᐷたきり

状態でṑ科受診できない住Ẹに対して、「訪問ṑ科診

療」事業の実施にも携わり、町ṑ科医師会と協働での

訪問ṑ科診療を行った。 

くさち⪥㰯科 

非常勤看護師 

平成 8 年

2月～ 

平成 8 年

8月 

奈良県内にある⪥㰯科の診療所の非常勤看護師とし

て勤務。⪥㰯科外来における診療の補助を中心とした

看護活動を行った。 

奈良県国Ẹ健康保険団体連合会生㥖総合病院健康管

理センター  

常勤保健師 

平成 8 年

8月～ 

平成14年

3月 

人間ドックや各種健康診断の業務の担当者として従

事した。また、患者指導として「⢾ᒀ病教室」、「高

⬡⾑症教室」、「高ᒀ㓟⾑症教室」の企画・運営・評

価に携わった。特に⢾ᒀ病教室では、教室受講者を中

心とした⢾ᒀ病患者会「の会」を立ち上げ、医師、

薬師、管理栄㣴士と協力しながら療㣴者の生活の質

の向上にດめた。そのか、小児科外来での予防接種

業務や育児相談、総合案内所における健康相談にも携

わった。 
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三宅町立三宅小学校 

非常勤講師 

平成16年

5 月～平

成 17 年 2

月 

不登校・長期欠ᖍ児童が増加しつつある小学校におい

て、教職員よりも身近な相談❆口となる「親と子の相

談員」として、保護者および児童に対する相談業務に

従事した。育児に悩む保護者の相談やコミュニケーシ

ョンが困難な児童に対しては㐟びを中心とした関わ

りを行い相談に応じた。 

シリンクスᰴ式会社

非常勤看護師 

平成20年

4 月～平

成 20 年 5

月 

国際㟁気通信基礎技術研究所において行われていた

看護師の業務に関する調査研究のデータ収集・分析作

業に研究補助員として従事した。 

奈良県 医療政策部 保健予防課 母子・保健対策

係 石⥥ばく㟢健康リスク調査担当 

非常勤保健師 

平成24年

10 月～平

成 25 年 6

月 

環境省からの委クで行っている奈良県内の住Ẹに対

する石⥥ばく㟢健康リスク調査担当の非常勤保健師

として従事し、問診から結果通知、データ管理などの

一連の業務を担った。問診では生後から現在までの数

十年におよぶ住環境、生活状況、石⥥ばく㟢の状況を

本人より聴き取る必要がある。そのため、年代ごとの

写真やイラストを用いた፹体を作成し過去の状況を

思い起こせるように工夫をし問診を行った。また石⥥

の〇ရ、石⥥ばく㟢の危険がある状況について写真や

イラストを用いた፹体を作成し石⥥ばく㟢健康リス

ク調査の意義や目的について住Ẹの方に理解してい

ただけるようにດめた。 

奈良県難病相談支援センター 難病専門相談員 

（非常勤保健師） 

平成27年

4 月～平

成 28 年 3

月 

奈良県難病相談支援センターの難病相談専門員とし

て、難病患者・家族等の療㣴生活上の相談業務に従事

した。特に、難病患者の就労支援のための相談体制づ

くりとして、就労相談⚊の作成、相談内容のデータベ

ースのフォーマット作成、ハローワークの難病患者就

職サポーターとの定期的なᡴち合わせを行った。ま

た、難病専門医による医療相談の実施、難病患者患者

会活動への支援、難病に関する講演会の企画や準備、

難病相談支援センターの広報誌の作成にも関わった。

さらに、全国難病センター研究会に出ᖍし、奈良県難

病相談センターの現状を伝えると共に、他府県の先進

的な取り組みについて情報収集し、担当者同士のつな

がりを作ることにດめた。 

奈良県職員研修 平成27年

5月 

情報セキュリティ研修 受講 

一般社団法人日本家族計画協会 研修会 平成27年

12 月 

第 17 回自己効力感（セルフエフィカシー）を高め主

体的な行動変容を支える健康教育セミナー 受講 

全国保健師教育機関協議会 研修会 平成28年

8月 

第 31 回全国保健師教育機関協議会夏Ꮨ教員研修会受

講 
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全国保健師教育機関協議会 研修会 平成28年

10 月 

第 5回全国保健師教育機関協議会秋Ꮨ教員研修会受講 

全国保健師教育機関協議会 研修会 平成28年

10 月 

平成全国保健師教育機関協議会東海・北㝣・近␥ブロ

ック研修会受講 

奈良県保健師ネットワー会議 平成28年

11 月 

平成 28 年度第 4 回なんとかせんと保健師ࡖから（保

健師ネットワーク会議）：講演「地域ケアからみる保

健師の役割」、パネルディスカッション「⅏害支援に

おける保健師の役割～熊本地㟈の経験を通して～」参

加 

日本保健師連⤡協議会 研修会 平成29年

3月 

平成 28 年度活動報告・集会：報告「母子保健におけ

る待予防の基㍈～寄り添う支援としての健康診査

～」への参加 

全国保健師教育機関協議会 研修会 平成30年

8月 

第 33 回全国保健師教育機関協議会夏Ꮨ教員研修会 

-公⾗衛生看護の躍進- 受講

全国保健師教育機関協議会 研修会 平成30年

10 月 

平成 30 年度全国保健師教育機関協議会東海・近␥北

ブロック、北㝣・近␥༡ブロック合同研修会受講 

全国保健師教育機関協議会 研修会 令和元年

12 月 

令和元年度全国保健師教育機関協議会第 2回東海・近

␥北ブロック、北㝣・近␥༡ブロック合同研修会受講 

奈良県保健師ネットワー会議 令和 2 年

1月 

令和元年度第 7回なんとかせんと保健師ࡖから（保健

師ネットワーク会議）：講演「地域診断と保健事業へ

の反ᫎ」、「データヘルス計画策定による地域診断と

事業展開」の受講 

４ その他 

特記事項無し 

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

（著書） 

1 健康保育学演習（課程

看護実習含む）ワークシー

ト 

共著 令和2年3

月 

大阪青山大学 

健康科学部 

大阪教育大学で開講している健康保育

学演習（家庭看護実習を含む）で使用す

るテキストを共同で作成した。人間の健

康の概念をふまえ子どもの成長発達と

生活を理解し、家庭と集団保育の場で必

要な知識と技術について具体的な学習

内容についてまとめた。 

担当部分：子どものṑの発達とケア

p15-p18 

関谷まり編著 

著者：関谷まり・井上葉子 
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2 2018 年看護師国家試

験対策要点がわかる出題

傾向がみえる在宅看護論 

共著 平成 29 年

12 月 

ᰴ式会社ピラールプレ

ス 

看護師国家試験科目の「在宅看護論」に

ついて、看護師国家試験出題基準の中項

目に基づいた要点編と過去問題編 

の２部構成とし、過去問の要点の学びか

ら知識を広げたり῝めたりしながら、看

護師国家試験合格のための学力向上の

支援が図れるものとなっている。 

 担当部分：目ᶆⅠ 在宅における安全と

健康危機管理 p22-p24、目ᶆⅡ4 在宅療

㣴生活を支える看護（食事・栄㣴、ἥ、

清潔、移動）p35-p37、目ᶆⅢ6在宅療㣴

において特徴的な疾病がある療㣴者へ

の看護（小児、難病）p42,p45、7 在宅に

おける医療管理を必要とする人と看護

（ ⭤ ⬔ 留 置 カ テ ー テ ル 、 〟 ⒔ 管

理)p48,p51-p52 

守本とも子監修、安藤㑚惠編著、川口ち

づる、井上葉子 

（学術論文） 

１.生活経験からみた看護

専門学校学生の看護技術

力に関する研究 

共著 平成 26 年

３月 

大阪教育大学家政学研

究会「生活文化研究」 

著者名：井上葉子・☄田智子 

担当の⟠所については、共同研究につき

抽出は不可能。 

３年課程の看護専門学校４校の１年生

147 名に生活経験に関する質問紙調査を

実施し、生活経験の自己評価結果と１年

で学習する４つの基礎看護技術の実技

調査結果との対応関係を検討した。第 51

巻，P.33～P.41 

２．在宅看護論における生

活経験の重要性を再認識

す る た め の 授 業 実 践 

―ワークショップを用い

た教育プログラムの検討

― (査読付) 

単著 平成 27 年

２月 

白㬅女子▷期大学研究

紀要 

▷期大学看護学専攻学生２年生122名を

対象に、生活経験を再認識するための講

義とワークショップを組み合わせた授

業実践を行い、学生の認識の変化と教育

的効果について検討した。第㸷巻，.47

～P.54 

３．避難生活体験とポスタ

ーセッションを取り入れ

た学内演習の実践と評価 

―生活環境を主体的に理

解することを目指した在

宅看護論の授業展開― 

共著 平成 28 年

１月 

大阪教育大学家政学研

究会「生活文化研究」 

著者名：関谷まり・井上葉子・☄田智子 

担当の⟠所については、共同研究につき

抽出は不可能。 

▷期大学看護学専攻学生２年生122名を

対象にした、在宅看護論の学内演習での

避難生活環境の体験演習の学習効果と、

体験演習の学習のまとめとしてポスタ

ーセッションを活用したことによる共
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同学習の効果と課題を検討した。第 53

巻，P.57～P.67

４．訪問看護ステーション

実習での看護計画立案に

よる学習効果について―

実習目ᶆの฿達度の比較

からの分析―（査読付） 

共著 平成 28 年

４月 

第46回日本看護学会論

文集 看護教育 

著者名：西村和子・田村和子・井上葉子・

松村あゆみ・北␊昭弥・北出千春３年課

程の看護専門学校３年生36名を対象に、

訪問看護ステーション実習において、看

護計画立案の有無によって学習効果に

違いがあるかどうかを質問紙調査の結

果から比較検討した。P.23～P.26 

５．在宅看護論における難

病患者の就労支援に関す

る 授業の学習効果【第 1

報】 ―授業振り返りシー

トの分析から― （査読付） 

共著 平成 30 年

2月 

第48回日本看護学会論

文集 看護教育 

在宅看護論において実践したモデル授

業「難病患者の職業生活を支援する看

護」について、授業振り返りシートの記

載内容を分析し難病患者の就労支援の

内容を看護基礎教育に組み入れたこと

による学習の効果を検討した。論文集 

P.3～P.6

担当部分：研究計画、対象者の確保、分

析、論文の作成に⮳るまで全てにおいて

関わった。 

共著者：西村和子・井上葉子・松村あゆ

み

㸴．在宅看護論における難

病患者の就労支援に関す

る 授業の学習効果【第 2

報】―クローン病の事例を

用いたワークシートの分

析から― （査読付） 

共著 平成 30 年

2月 

第48回日本看護学会論

文集 看護教育 

看護専門学校2年生の学生を対象に在宅

看護論の授業で『職業生活を支援する看

護』のモデル授業での難病患者のクロー

ン病患者の事例ワークシートの分析か

ら学生が難病患者の生活について就労

を含めた視点で理解することについて

の学習効果について検討した。 論文集 

P.7～P.10

担当部分：研究計画、対象者の確保、分

析、論文の作成に⮳るまで全てにおいて

関わった。  

共著者：松村あゆみ・井上葉子・西村和

子

㸵．臨地実習における看護

学生のストレスと レジリ

エンスについての実態

（査読付） 

共著 平成 30 年

2月 

第48回日本看護学会論

文集 看護教育 

 看護専門学校学生２年生を対象に時期

の異なる 2 つの臨地実習前後で調査し

た、気分プロ フィール検査（POMS2）と

ストレス自己統制評定尺度（SSI）の 2

つの調査結果を基に、学生個別のストレ

ス反応とレジリエンスの状態の変化を

把握し、学生個々への適切な介入方法 

の必要性について検討した。研究の方
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法、分析、論文作成についての助言・指

導を行った。  

論文集 P.75～P.78  

担当部分：分析、論文の作成、論文ᢞ稿

指導に関わった。  

共著者：山㷂㝣世・平山ள▮子・井上葉

子・丸田裕子・㧘原 恵・ 後藤 恵・岡

田和江・ 

ⴺ原佐⾰・加納由紀子

㸶．在宅看護論における難

病患者の就労支援に関す

る 授業の学習効果【第 3

報】―㜚病記の感想文の分

析から― 

共著 平成 30 年

３月 

奈良学園大学紀要第㸶

集 

在宅看護論において実践したモデル授

業「難病患者の職業生活を支援する看

護」の課題としての、難病患者による就

労についての㜚病記を読んでの感想文

の分析から教材として㜚病記を用いた

ことによる学習の効果を検討した。  

P.13～P.19

担当部分：研究計画、対象者の確保、分

析、論文の作成に⮳るまで全てにおいて

行った。 

共著者：井上葉子・西村和子・松村あゆ

み・奥西志穂・㥖井由美子・大谷未来 

㸷.ラフターヨガ（➗いヨ

ガ）の実際と今後の可能性 

共著 平成 30 年

12 月 

日本保健医療行動科学

会雑誌（33）θ2 

ラフターヨガの実践結果から身体面と

精神面への効果について検討した。共著

者：井上葉子・安藤和子 P.46-48 

10．臨地実習における看護

学生のレジリエンス育成

に関する文献研究 （査読

付） 

共著 平成 31 年

2月 

第49回日本看護学会論

文集 看護教育 

 臨地実習における学生のレジリエンス

育成に関する文献検討を行い、個別支援

のあり方について検討した。研究の方

法、分析、論文作成についての助言・指

導を行った。  

論文集 P.75～P.78  

担当部分：分析、論文の作成、論文ᢞ稿

指導に関わった。  

共著者：山㷂㝣世・井上葉子・平山ள▮

子・ⴺ原佐⾰・後藤 恵 

11.2019 第 22 回東アジア

看護学研究者フォーラム

の報告（Ⅱ）－⅖症性⭠疾

患患者の食生活に焦点を

あてたライフスキルに関

する文献検討－ 

A Report on 22nd East 

共著 令和元年

9月 

奈良学園大学紀要第 11

集 

⅖症性⭠疾患患者の食生活に焦点をあ

てたライフスキルに関する研究の動向

を明らかにし,支援方法のあり方につい

て検討した。⅖症性⭠疾患患者の食生活

に焦点をあてたライフスキルに関する

研究の動向を明らかにし,支援方法のあ

り方について検討した。 
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Asian Forum of Nursing 

Scholars (EAFONS) 

Conference 2019 Part 2

－Study of literature on 

life skills that focus on 

eating habits of 

patients with 

inflammatory bowel 

disease－ 

共著者：井上 葉子 , Ⱚ田 ゆかり , 吉

水 清 , 三浦 康代 

p.207-210

12.2019 第 22 回東アジア

看護学研究者フォーラム

の報告（Ⅰ）～文献検討に

よる女性の身長▷縮に関

連する因子および因子間

の関連～ 

A Report on 22nd East 

Asian Forum of Nursing 

Scholars (EAFONS) 

Conference 2019（Ⅰ）～

Association among the 

factors in conjunction 

with Height Loss of 

females by the 

literature review～ 

共著 令和元年

9月 

奈良学園大学紀要第 11

集 

身長▷縮を予防するための身長▷縮に

関連する因子とその因子間の関連につ

いて検討した。身長▷縮を予防するため

の身長▷縮に関連する因子とその因子

間の関連について検討した。 

共著者：三浦 康代 , Ⱚ田 ゆかり , 吉

水 清 , 井上 葉子 

p.211-215

13．療㣴者の生活への視点

をもった技術習得のため

の看護技術教育の実践と

評価―ベッドメーキング

技術に着目して― 

共著 令和2年3

月 

大阪教育大学家政学研

究会「生活文化研究」 

著者名：関谷まり・井上葉子・☄田智子 

担当の⟠所については、共同研究につき

抽出は不可能。 

A大学看護学科1年生91名を対象にした

ベッドメーキングの看護技術試験での

評価に関してげ学生の自己評価と教員

評価の比較から技術習得をᕥྑする要

因について検討した。第57巻，P.1～P.10 

14．要介護者が暮らす住環

境を理解することを目指

した住居の見取り図作成

による学習効果の検討 

（査読付） 

共著 令和2年3

月 

医療福祉情報行動科学

研究 vol.7 

著者名：井上葉子・西村和子・松村あゆ

み 

担当の⟠所については、共同研究につき

抽出は不可能。 

▷期大学看護学専攻学生２年生115名を

対象にした、在宅看護論の学内演習での

要介護者が暮らす住居の見取り図の作

成と見取り図を用いたポスターセッシ

ョンを活用したことによる学習効果と

課題を検討した。 
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第 7巻，P.11-16

（その他） 

１.看護専門学校学生の生

活経験からみた看護技術

力 に 関 す る 研 究 

―療㣴上の世話に関する

看護技術に着目して― 

（修士論文） 

単著 平成 25 年

１月 

大阪教育大学大学院 ３年課程の看護専門学校４校の１年生

147 名に生活経験に関する質問紙調査を

実施しその傾向をまとめた。また、看護

専門学校１校の１年生を対象に４つの

基礎看護技術の習得状況と生活経験の

程度についての関係性を検討した。さら

に、３年課程の看護専門学校１年生を対

象に、生活経験を補するためのワーク

ショップを用いた授業を試行し、その教

育効果についても論じた。 

A4 判 全 102 ㈉ 

（その他） 

（学会発表） 

１.地域看護学実習におけ

る学生の看護の視点の広

が り に 関 す る 検 討 

―在宅療㣴者の社会資※

活用に関する学びを分析

して― 

- 平成 19 年

8月 

第38回日本看護学会―

看 護 教 育 ― 

（ 千葉県千葉市） 

4 年制の統合カリキュラムの専門学校の

3 年次に行われる在宅看護実習での学生

29 名の記録を分析することにより、看護

の視点を地域レベルで捉えるという実

習の教育効果を検討した。 

ᢒ録集 P.46 

２.看護学生の生活経験と

看護技術力の対応関係 

- 平成 24 年

9月 

第43回日本看護学会―

看 護 教 育 ― 

（ 岩手県┒岡市） 

３年課程の看護専門学校４校の１年生

147 名に生活経験に関する質問紙調査を

実施し、１年で学習する４つの基礎看護

技術の習得状況との関係性を検討した。 

共同発表者：☄田智子・井上葉子 

ᢒ録集 P.36 

３.基礎看護学実習におけ

るフィジカルアセスメン

ト技術の活用の実態

- 平成 24 年

9月 

第43回日本看護学会―

看 護 教 育 ― 

（ 岩手県┒岡市） 

３年課程の看護専門学校４校の学生 196

名を対象に基礎看護学実習でのフィジ

カルアセスメント技術に関する質問紙

調査を実施し、講義と実習との連動を強

化した教育プログラムのあり方につい

て検討した。 

共同発表者：山㷂㝣世・中川利子・田畑

典子・中ᔲ雅子・丸野由美・村川まゆみ・

井上葉子 

ᢒ録集 P.85 
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４.看護学生による⅏害看

護演習の評価に関する考

察 ―避難生活の看護活

動を考える演習について

― 

- 平成 27 年

8月 

第17回日本⅏害看護学

会（ 宮城県台市） 

▷期大学看護学専攻学生２年生122名を

対象にした、在宅看護論における避難生

活体験を題材とした演習の方法と学習

効果についてを検討した。 

共同発表者：関谷まり・井上葉子 

ᢒ録集 P.160 

５.ポスターセッションを

活用した在宅看護論演習

の学習展開―「避難生活支

援演習」の実践事例― 

- 平成 27 年

8月 

第46回日本看護学会―

看 護 教 育 ― 

（ 奈良県） 

▷期大学看護学専攻学生２年生122名を

対象にした、在宅看護論の学内演習での

避難生活環境の体験演習の学習効果と、

体験演習の学習のまとめとしてポスタ

ーセッションを活用したことの効果と

課題を検討した。 

共同発表者：関谷まり・井上葉子 

ᢒ録集 P.107 

㸴.訪問看護ステーション

実習での看護計画立案に

よる学習効果について―

実習目ᶆの฿達度の比較

からの分析― 

- 平成 27 年

8月 

第47回日本看護学会―

看 護 教 育 ― 

（ 奈良県） 

３年課程の看護専門学校３年生 36 名を

対象に、訪問看護ステーション実習にお

いて、看護計画立案の有無によって学習

効果に違いがあるかどうかを質問紙調

査の結果から比較検討した。 

共同発表者：西村和子・松村あゆみ・田

村和子・北␊昭弥・北出千春・井上葉子 

ᢒ録集 P.85 

㸵．看護基礎教育における

難病患者の就労支援に関

する教員の認識 

- 平成 28 年

10 月 

第75回日本公⾗衛生学

会 総 会

（ 大阪府） 

看護専門学校教員129名を対象にした質

問紙調査から、難病患者の就労支援につ

いての認識を明らかにし、難病患者の就

労支援を教育に取り入れる上での課題

について検討した。 

共同発表者：西村和子 松村あゆみ 内

田ຬ人 

ᢒ録集 P.539 

㸶.看護基礎教育における

難病看護に関する教育の

実態 

- 平成 28 年

12 月 

第37回奈良県公⾗衛生

学 会

（ 奈良県） 

看護専門学校教員129名を対象にした質

問紙調査から、難病患者の就労支援につ

いての教育の実情を明らかにし、難病患

者の就労支援を教育に取り入れる上で

の課題について検討した。 

共同発表者：西村和子・松村あゆみ・奥

西志穂・早味妙・㥖井由美子・井上葉子 

ᢒ録集 P.7 
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㸷．在宅看護論における難

病患者の就労支援に関す

る授業効果【第 1報】―学

生による授業振り返りシ

ートの分析から― 

- 平成 29 年

8月 

第48回日本看護学会―

看護教育―学術集会 

（ 香川県） 

３年課程看護専門学校学生２年生 77 名

を対象に「難病患者の就労支援」を題材

として行った授業実践の教育効果と課

題について、授業後の学生による「授業

振り返りシート」の内容から分析と検討

をした。 

共同発表者：西村和子・松村あゆみ・井

上葉子 

ᢒ録集 P.148 

10．在宅看護論における難

病患者の就労支援に関す

る授業効果【第 2報】―事

例ワークシートからみた

学習内容の分析― 

- 平成 29 年

8月 

第48回日本看護学会―

看護教育―学術集会 

（ 香川県） 

３年課程看護専門学校学生２年生 77 名

を対象に「難病患者の就労支援」を題材

として行った授業実践の教育効果と課

題について授業内で用いた教材「事例ワ

ークシート」の内容から分析と検討をし

た。 

共同発表者：西村和子・松村あゆみ・井

上葉子 

ᢒ録集 P.149 

11.臨地実習における看護

学生のストレスとレジリ

エンスについての実態

- 平成 29 年

8月 

第48回日本看護学会―

看護教育―学術集会 

（ 香川県） 

３年課程看護専門学校学生２年生 42 名

を対象に時期の異なる２つの臨地実習

の実習前後で、学生のストレス反応とレ

ジリエンスの状態を調査し、その結果か

らストレス反応とレジリエンスには個

別性があり学生の特性を理解した支援

の必要性を示した。 

共同発表者：山㷂㝣世・平山ள▮子・丸

田裕子・高原恵・佐藤則子・定政美香・

井上葉子 

ᢒ録集 P.114 

12．要介護者が暮らす住環

境を理解することを目指

した在宅看護論の授業展

開ー住居の提案とポスタ

ーセッションを取り入れ

た演習の実践と評価ー 

- 平成 30 年

8月 

第49回日本看護学会―

看護教育―学術集会 

（ 広島県） 

看護▷大２年生 122 名を対象に、在宅看

護論演習において要介護者が暮らす住

居の見取り図の作成を行い、授業の学習

効果について授業後の学生の学びと感

想の内容から分析を行った。学生が✚ᴟ

的な関心を持ち、能動的に学習する上で

一定の効果があることが明らかとなっ

た。 

共同発表者：井上葉子・西村和子・松村

あゆみ・奥西志穂・大谷未来・㥖井由美

子 

ᢒ録集 P.86 
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13.看護学生のレジリエン

スに関する文献研究

- 平成 30 年

8月 

第49回日本看護学会―

看護教育―学術集会 

（ 広島県） 

看護基礎教育における臨地実習での学

生のストレスへの対応を方法を検討す

るため、学生を対象としたレジリエンス

の介入方法に関する研究の動向を検討

した。 

共同発表者：山㷂㝣世・井上葉子・平山

ள▮子・ⰱ原佐⾰・丸田裕子 

ᢒ録集 P.205 

14.在宅看護論実習におけ

る事例を用いたグループ

ワークによる学生の学び

ー使える社会資※を調べ

るグループワークを実施

してー 

- 平成 30 年

8月 

第49回日本看護学会―

看護教育―学術集会 

（ 広島県） 

３年課程看護専門学校学生 42 名を対象

に在宅看護論実習の最終日に、事例の社

会資※を調べる学習を行い、その学習効

果を検討した。 

共同発表者：西村和子・北出千春・井上

葉子 

ᢒ録集 P.206 

15.Study of literature

on life skills that focus 

on eating habits of 

patients with 

inflammatory bowel 

disease 

2019 年 2

月 

 the 22nd East Asian 

Forum of Nursing 

Scholars (EAFONS). 

（in Singapore） 

⅖症性⭠疾患患者の食生活に焦点をあ

てたライフスキルに関する研究の動向

を明らかにし,支援方法のあり方につい

て検討した。 

共同研究者：Inouye Y,Shibata Y, 

Miura Y,Yoshimizu 㹉 

Abstract No:ABS2427 

16.Review of the 

literatures on factors 

related to height loss 

and relationship among 

the factors 

2019 年 2

月 

 the 22nd East Asian 

Forum of Nursing 

Scholars (EAFONS). 

 （in Singapore） 

身長▷縮を予防するための身長▷縮に

関連する因子とその因子間の関連につ

いて検討した。 

共同研究者：Miura Y,Shibata Y, 

Yoshimizu 㹉,Inouye Y 

Abstract No: ABS2253 

17.テキストマイニングを

用いた精神看護学実習に

おける学生の学びの分析 

- 平成 31 年

3月 

日本看護研究学会第 32

回近␥・北㝣地方学術

集会 

３年課程看護専門学校学生 42 名を対象

に精神看護学実習の最終日に提出した

レポート「精神看護学実習を終えて」の

内容分析を行い実習における学びの内

容を検討した。 

共同発表者：山㷂㝣世・⁁口みちる・井

上葉子 

ᢒ録集 P.43 

（学会等への㈉献 ） 

1.日本サーモロジー学会

学術集会 第 33 回大会 

実行委員 

平成 28 年 6 月 奈良市で行われた第 33

回学術集会の実行委員を担った。 

看護－243



2.第 33 回日本保健医療行

動科学学会学術集会 

実行委員 

平成 30 年 6 月 Ἀ縄県㑣ぞ市での第 33

回日本保健医療行動科学学会学術集会

の実行委員として準備等の運営に携わ

った。 

3.第 33 回日本保健医療行

動科学学会学術集会 

体験学習ワークショップ

講師 

平成 30 年 6 月 Ἀ縄県㑣ぞ市での第 33

回日本保健医療行動科学学会学術集会

での体験学習ワークショップの講師と

して「ラフターヨガ（➗いヨガ）」の講

演と実施を担った。 

4.日本看護研究学会第 45

回学術集会 実行委員 

令和元年8月 大阪市で開ദされた日本

看護研究学会第 45 回学術集会の実行委

員として開ദ準備等に携わった。 

5.日本看護研究学会第 34

回近␥北㝣地方会 実行

委員 

令和 3年 3月 奈良市で開ദされる日本

看護研究学会第 34 回近␥北㝣地方会の

実行委員として開ദ準備等に携わって

いる。 

6.第 27 回日本看護診断学

会学術大会 企画委員 

令和 3年 7月 奈良市市で開ദされる第

27 回日本看護研究学会学術大会の企画

委員として開ദ準備等に携わっている。 

（公的㈉献 ） 

1.奈良県看護協会 ナー

スセンター事業推進委員

平成 28 年

4 月～平

成 29 年 3

月 

奈良県看護協会ナースセンター推進委

員として看護職の復職支援、看護学校ガ

イダンス、看護職の PR 活動に従事した。 

2.奈良県看護協会 保健

師職能委員会 

委員 

平成 28 年

4 月～現

在に⮳る 

奈良県看護協会保健師職能委員として

研修会の企画、保健師職のネットワーク

作りに活動している。 

3.生㥖市立生㥖北小中学

校育友会 会長 

平成 29 年

4 月～令

和元年 6

月 

生㥖市内にある小中一貫校の小学部の

PTA 役員として、教育活動の充実、学校、

地域、保護者との連携に向けて活動し

た。 

4.生㥖市 PTA 協議会

理事 

平成 29 年

4 月～令

和元年 6

月 

理事として生㥖市内の教育について他

の理事や役員とともに話し合い、よりよ

い教育を目指し活動した。 

5.生㥖市立生㥖北小中学

校育友会 保護者交流会

の講師 

平成 29 年

4 月～令

和元年 6

月 

小中学校のPTA活動の一環として保護者

を対象にした文化交流活動「ラフターヨ

ガ教室」の講師役を担い、➗いと健康づ

くりの講話とラフターヨガの実践を行

った。 
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6.令和元年度保健指導ミ

ーティング（奈良県）のフ

ァシリテーター 

令和元年 11 月奈良県が現任保健師の研

修として開ദした保健指導ミーティン

グにおいてファシリテータ役を務め、保

健師のアセスメント力向上に向けた関

りを行った。 
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2 年 3月 31 日 

氏名   小ᯘ ⏤㔛  

研   究   分   野 研究内容のキーワード 

    

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項  

事項 年月日 概         要 

１ 教育方法の実践例 

医療事故事例のシミュレーション体験を用いた授業方法 
平成 15

年 12 月

～平成

29 年 10

月 

「医療安全」の講義において学生の自己モニタリングやリス

クアセスメントを高め、事故防止行動がとれることを目的にシ

ミュレーション教育を実施した。学生一人ずつ誤薬のシミュ

レーション体験とリフレクションを実施した。体験後レポート

の記述から、学生はどのような状況で事故につながるのか

や、自分の行動特性について理解できたという結果が得ら

れた。また、実習においても事故防止の意識につながった。 

多重課題を用いたリスクアセスメント力と判断力の育成演

習 

平成 28

年 1 月 

統合分野「看護の統合と実践」の科目として、卒業前に多重

課題を用いたリスクアセスメント力と判断力、対応力を育成

することを目的に演習を実施した。病室に呼吸不全の患

者、転倒リスクのある患者、嚥下困難のある患者などを設定

し、学生は、グループでディスカッションして患者への援助

計画を立案しておく。教員が患者役を演じ、ロールプレイを

行い、患者の状況に対応しながら、リスクアセスメントや優先

度の判断を行う体験学習とした。このメリットとして、学生は、

臨場感のある患者の反応にどう対応しようかと思考し判断す

る機会となった。 

看護管理の考え方を学ぶ事例を用いたグループ討議 

平成 28

年 4 月

～平成

29 年 6

月 

統合分野「看護の統合と実践」の科目である、看護管理で

は、看護管理の定義やマネジメントプロセス、病院・看護部

の組織体制などについて教授した。また、倫理的問題のあ

る事例を用いて、自らがミドルマネージャーとしてどのように

倫理的判断を行うかのディスカッションや、複数の様々な状

況にある患者のケアが必要な事例に対し、チームでケアを

実施する際のリーダーシップのあり方についてのディスカッ

ションを取り入れた。 

成人看護援助論Ⅱの講義・演習 

平成 30

年 4 月

～現在

に至る 

慢性疾患を持つ患者のセルフマネジメントを支援するため

の看護について、学生がイメージしながら学べるよう、事例

を用いて、段階的に思考プロセスをたどっていけるような講

義の組み立てを行った。セルフマネジメントの患者教育で

は、模擬患者（教員）に対してパンフレットを用いて学生が指

導する課題とした。患者役の様々な反応に対して思考し、対

応するという内容とした。学生は不足する知識や患者教育

の技術など課題を明確にすることができた。 

看護管理学特論の講義 

平成 31

年 9 月

～令和

元年２

月 

大学院の看護管理学特論では、臨床で現在も勤務する学

生であるため、生きた教材を活用するべく、各自の管理的疑

問や問題を提起しあい、ディスカッションを行った。 

２ 作成した教科書，教材   

   

   

３ 教育上の能力に関する大学等の評価   

   

   

４ 実務の経験を有する者についての特記事項   
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神経内科病棟管理（２年間）、教育担当（5 年間）および

臨床実習指導 

平成 19

年 4 月

～平成

24 年 3

月 

神経内科病棟看護師長として病棟の看護管理を担当した。

この間、年間を通して、国立病院機構大阪医療センター附

属看護学校 3 年生、国立病院機構京都医療センター附属

京都看護助産学校 3 年生、白鳳短期大学の 1 年生、3 年生

などの基礎看護学実習や、成人、老年看護学実習、小児看

護学実習を受け入れた。受け入れに対して以下の点に留意

した。 

・実習指導者を育成するために実習指導者会の内容を検討

した。（例えば実習記録の学習会などの実施、実習指導案

の作成など） 

・実習受け入れ態勢を整えるため、実習期間中の実習指導

者の勤務調整、看護計画や看護記録の充実を図る。 

・実習オリエンテーション内容を検討し、学生の実習への導

入を助けるものとした。 

・担当教員との連携に留意し、受け持ち患者選定や実習指

導の方向性を調整するようにした。 

・スタッフの実習指導の資質向上を目指し、研修会への参

加を促し動機づけを行った。 

・実習指導者とともにカンファレンスに出席し、学生の実習

目標到達度の評価および実習指導の評価を行い、次の指

導に活かすようにした。 

教育担当（5 年間）として看護師の看護実践力向上のた

めの現任教育の企画・運営 

平成 19

年 4 月

～平成

24 年 3

月 

院内看護職（看護師、療養介助員、看護助手）の育成を図

るため、経年別、役割別研修の企画・運営を担当した。毎

年、新人看護師は毎月 1 回、2 年目、3 年目、4,5 年目は 2

か月に 1 回程度、6 年目以上は半年に 1 回程度、実習指導

に関すること、褥瘡予防、摂食嚥下などの専門分野の研修

などを実施した。経年別研修は、OJT を重視し、それぞれの

経験年数での課題を OJT により達成できるよう取り組み、集

合研修ではその補填となるよう位置付けた。その結果、各部

署で実践を通して、看護職員同士でお互いを育てあう意識

ができた。新人看護職の研修テーマは主に看護技術や看

護倫理に関すること、2年目はケーススタディ、3年目は組織

におけるリーダーシップ・メンバーシップ、4 年目以上は業務

改善など組織における管理とし、業務改善につなげた。 

教育担当（5 年間）として看護師長・副看護師長の看護

管理能力向上のた 

平成 20

年 9 月 

看護師長・副看護師長として病棟運営について管理的な視

点の育成、病棟運営を円滑にしていくために、相互のコミュ

ニケーションを図り連携を強化することや、各々の管理的能

力の向上を目的に、研修を企画・運営した。 

「私が管理を実践する上で大切にしていること」をテーマに

看護師長による病棟管理の実際のプレゼンテーションや、

各病棟での問題について管理的視点でディスカッションし

た結果、解決に向けての具体的行動を見出すことができ

た。 

教員に対する指導・教育、教員の教育実践力向上のた

めの研修の企画・運営 

平成 25

年～平

成 30 年

3 月 

看護専門学校の教育主事として看護学校管理を担当した。

近畿内国立病院機構附属看護学校の1，2年目教員を対象

とし、教育実践力向上を目的とした研修や、中堅看護教員

を対象とし、学校運営・管理の視点の育成を目的とした研修

を実施した。 

国立病院機構近畿グループ主催実習指導者講習会講

師、施設内実習指導者 

平成 26

年 6 月

～平成

29 年 6

月 

国立病院機構近畿グループ主催実習指導者講習会にて

「基礎看護学」や「実習評価」について担当し講義を行っ

た。また、国立病院機構舞鶴医療センター附属看護学校、

京都医療センター附属看護助産学校、敦賀医療センターで

の実習指導者研修において、教育課程、実習指導の意義、

実習評価、実習指導案の作成などについて講義を実施し

た。 
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５ その他   

国立病院機構舞鶴医療センター附属看護学校における

教育実績 

平成 25

年 4 月

～平成

28 年 3

月 

「看護学概論」「老年看護学概論」「医療安全」などの講義を

担当した。また、「基礎看護学実習」「小児看護学実習」「成

人看護学実習」「在宅看護論実習」の実習指導を行った。効

果的な実習となるよう、実習施設への実習依頼や調整を行

った。院外講師へは学生の講義評価結果をフィードバック

し、講義依頼を行った。また、看護教員の指導、実習施設の

実習指導者対象研修の講師などを行った。 

国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学

校 看護学科における教育実績 

平成 28

年 4 月

～平成

30 年 3

月 

「看護管理」「医療安全」の講義を担当した。また、「基礎看

護学実習」「小児看護学実習」などの実習指導を行った。効

果的な実習となるよう、実習施設への実習依頼や調整を行

った。院外講師へは学生の講義評価結果をフィードバック

し、講義依頼を行った。また、看護教員の指導や実習施設

の実習指導者対象研修の講師などを行った。 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概         要 

１ 資格，免許 

平成元

年 4 月

26 日 

看護婦免許 

２ 特許等   

   

３ 実務の経験を有する者についての特記事項 

国立病院機構奈良医療センター看護師長 

平成 19

年 4 月

～平成

21 年 3

月 

神経内科病棟看護師長として病棟管理を行った。神経・筋

難病患者の薬物療法、リハビリテーション看護、レスパイト入

院の受け入れを実施した。病床管理や医療事故防止対策、

感染防止対策などの患者管理、職員に対する労務管理、目

標管理、経営への参画などの管理業務を行った。また、難

病看護を担う看護職の育成を目的に内外に向けた研修を

企画・運営した。 

国立病院機構奈良医療センター教育担当看護師長 

平成 21

年 4 月

～平成

24 年 3

月 

教育担当として看護職の現任教育の企画・実施を行った。

また、医療安全管理係長とともに全職員対象の研修を実施

した。人材確保対策事業として、看護職募集活動、復職支

援研修や中途採用者研修の企画・運営を実施した。また実

習受け入れ態勢整備等の役割を果たした。看護師長会のワ

ーキンググループの取り組みでは、勤務時間管理、固定チ

ームナーシングなどのマニュアル作成、看護管理基準の作

成においてリーダーシップをとり取り組んだ。 

   

４ その他   

なし   

   

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月      

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（著書）     

1 なし     

2     

3     

: 

 

 

    

（学術論文）     
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 1.新人看護師のクリティカ

ルシンキング能力と情報活

用能力の関連性とその特徴 

（修士論文） 

単著 
平成 25 年 3

月 

畿央大学 

 

新人看護師のクリティカルシンキング能力と

情報活用能力の特徴とその関連性を明ら

かにすることを目的とした。看護師 712 名に

質問紙調査を実施した。質問紙は属性，批

判的思考態度尺度(常盤ら,2010)，情報活

用の実践力尺度(高比良ら,1999)で構成し

た。分析方法は記述統計，Spearman の相

関係数，重回帰分析を用いた。結果、クリ

ティカルシンキング能力は，協同的態度が

高く，看護師との比較では，探求心が高く，

論理的思考への自信が低かった。情報活

用能力では，収集力，発信・伝達力が高

く，看護師との比較では表現力が高かっ

た。新人看護師および看護師のクリティカ

ルシンキング能力と情報活用能力の関連

性は、双方とも有意な正の相関が認められ

(r= .449,p< 0.1)、両能力は有意に関連して

いることがわかった。両能力に影響を与え

る諸要因では、新人看護師は看護基礎教

育課程がクリティカルシンキング能力に影

響していた。クリティカルシンキング能力を

高めるには情報活用能力の判断力，創造

力，処理力を育成する必要性が示唆され

た。 

Ａ４判 全 64 頁 

2.看護学生の砕石位体位前

後の産婦人科診察台に対す

るイメージと羞恥心の変化 

（査読付） 

共著 
平成 27 年 6

月 

畿央大学紀要 p19～

P30 

看護学生が産婦人科診察台で砕石位を体

験することで、体験前後の診察台のイメー

ジや羞恥心の変化を検討することを目的と

した。先行分権やアンケートからキーワード

を抽出し 15 項目の産婦人科診察台イメー

ジ尺度を作成した。羞恥心は樋口の状態

羞恥心感情測定尺度で砕石位体験前後に

調査した。参加者は 80 名。産婦人科イメー

ジは、因子分析の結果「情動イメージ」「体

感イメージ」「緊張的イメージ」「見た目イメ

ージ」の 4 因子が抽出された。体験前は 13

項目がマイナスイメージであったが、体験

後 5 項目がプラスに有意に変化した。体験

後の羞恥心尺度の高値群は、診察台イメ

ージの「高く」「嫌な」の項目でマイナスに有

意に変化した。以上から産婦人科診察台

に対してマイナスイメージが強い場合、羞

恥心が強くなることが示唆された。 

本人担当部分：データの分析、結果の考察

を行った。 

共著者：◎中居由美子,小笠原知枝,播金

ヤスミ,小林由里,河合まゆみ,文鐘聲, 
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3.基礎看護学実習評価項目

の内容分析によるパフォー

マンス評価のためのルーブ

リックの作成 

（査読付） 

共著 
平成 30 年 2

月 

医療福祉情報行動科

学研究第 5 巻 P43～

P51 

基礎看護学実習の評価に用いられた項目

から、パフォーマンス評価のためのルーブ

リックを作成することを目的とした。10 校の

基礎看護学実習評価表の評価項目を基礎

データとし、Berelson の内容分析を参考に

カテゴリー化した。445 記録単位数をコード

化し、110 サブカテゴリ―、25 カテゴリー、6

コアカテゴリーを抽出した。6 コアカテゴリー

は、看護過程展開力、クライエント理解力、

自己学習力、チーム医療における看護師

役割の認識力、倫理的態度に基づく実践

力、コミュニケーション力と命名し、基礎看

護学実習の実践力とした。これに基づき、

縦軸に 25 カテゴリーの評価規準、100 サブ

カテゴリ―の評価基準から構成され、かつ4

段階尺度で評価できる評価表を作成した。

教員は客観的で効率的なパフォーマンス

評価ができる、学生にとっては学生自身の

自己評価を容易にし、基礎看護学実習の

行動目標を立てる手段として活用が期待で

きる。 

本人担当部分：データの分析、結果の考察

を行った。 

共著者：◎播金ヤスミ，小笠原知枝,中居由

美子,河合まゆみ,小林由里,對中百合,新

井祐恵，太田容子，伊藤明子 

4.新人看護師のクリティカル

シンキング能力と情報活用

能力の特徴とその関連性 

（査読付） 

共著 
平成 31 年 2

月 

医療福祉情報行動科

学研究第 6 巻 P3～P11 

新人看護師のクリティカルシンキング能力と

情報活用能力の特徴とその関連性を明ら

かにすることを目的とした。看護師 712 名に

質問紙調査を実施した。質問紙は属性、批

判的思考態度尺度(常盤ら、2010)、情報活

用の実践力尺度(高比良ら、1999)で構成し

た。分析方法は記述統計、Spearman の相

関係数、重回帰分析を用いた。結果、クリ

ティカルシンキング能力は、協同的態度が

高く、看護師との比較では、探求心が高く、

論理的思考への自信が低かった。情報活

用能力では、収集力、発信・伝達力が高

く、看護師との比較では表現力が高かっ

た。新人看護師および看護師のクリティカ

ルシンキング能力と情報活用能力の関連

性は、双方とも有意な正の相関が認められ

たが、新人看護師は看護師より関連性が低

かった。両能力に影響を与える諸要因で

は、新人看護師は看護基礎教育課程がク

リティカルシンキング能力に影響していた。

今回の調査結果から、クリティカルシンキン

グには、懐疑的態度、探求心、論理的思考

への自信が重要であり、その能力と関連し

ている情報活用能力の、処理力や創造

力、判断力、発信・伝達力を高める教育が

必要である。その教育方法として、文章の

批判的読解、事例分析、映像視聴によるメ

ディアの解読、レポートや論文などにより分

析的思考や創造性を高めることができる教

育についてさらに明らかにすることが課題

である。 

（修士論文をもとに作成） 

本人担当部分：質問紙の作成と調査及び

統計解析、研究の総括を行った。 

共著者：◎小林由里、小笠原知枝、河合ま

ゆみ、中居由美子、播金ヤスミ、 

看護－250



（その他）     

１.アセスメント能力向上に向

けての継続的関わりによる研

修者の変化 

－ 
平成 23 年 2

月 

日本医療マネージメント

学会奈良支部会 

卒後 2年目看護師 19名を対象とし、アセス

メント能力の向上に向けて継続的に関わっ

たことにより、変化した研修者の意識と行動

を明確にした。アセスメントの集合研修を実

施し、1 か月後、3 か月後にアセスメントに

関する症例カンファレンスを OJT で実施。6

か月後にアンケート調査した。調査表は鎌

田ら 1)の「看護過程の構造」を参考に、「Ⅰ.

問題意識」「Ⅱ.情報収集」「Ⅲ.アセスメント」

Ⅳ.自分の分析の確認」「Ⅴ.根拠にもとづく

看護判断」の 5 項目について研修後の意

識と行動の変化を問う 14 の小項目で構成

し4段階で評価する独自の調査票を作成し

た。結果、患者の病態や実施されている治

療に対して疑問を感じ、情報の解釈や分

析、判断について自分で考え、先輩看護

師に指導を受け理解していた。アセスメント

研修は、事前課題の内容をグループで共

有しあい、また、模擬患者が次々に提示す

る訴えやデータについてアセスメントできて

いた。6 か月間、意図的に継続的に関わっ

たことにより卒後２年目看護師は、①問題

意識を持ったアセスメントを意識するように

なった②客観的な情報収集の必要性を感

じ、五感を使って観察するようになった③自

己のアセスメントや判断の不十分さを自覚

し、信頼性を高めるために先輩に確認・相

談するようになった。今後こうした確認の積

み重ねにより、情報収集能力やアセスメント

能力の向上が期待できると考える。 

3．長期療養型病院における

中堅以上の看護師に必要な

教育内容の検討 

－ 
平成 23 年 6

月 

日本医療マネージメント

学会 

長期療養型Ａ病院における中堅以上の看

護師の看護技術修得状況調査から、今後

の教育内容を明らかにすることを目的とし

た。対象はA病院看護師１２６名（看護師長

を除く）とし、国立病院機構看護職員能力

開発プログラム「看護実践における技術的

側面」の大項目８項目、小項目７６項目に

ついて５段階評価の自記式質問紙により調

査した。看護必要度、超重症児（者）・準超

重症児（者）評価結果と対比し、教育内容

を抽出した。結果、看護必要度評価では、

「呼吸ケア」が必要な患者が全体の４３％を

占めている。技術修得状況調査結果では

「根拠に基づき一人で実施」の修得度が低

かったのは「救命救急処置技術」「創傷管

理技術」であり、具体的には「人工呼吸器

装着中患者の観察と管理」「ドレナージの

管理」など「呼吸管理技術」に関するものが

低く、中堅以上の看護師に必要な教育内

容は「呼吸管理技術」「救命救急処置技

術」である。 

看護－251



4.A Study of Young 

Women’s  Images of the 

Gynecological Examination 

－ 
平成 25 年 10

月 

International Nursing 

Conference & World 

Academy of Nursing 

Science 

若い女性が婦人科診察台に対して、どのよ

うなイメージをしているのか判明することを

目的とした。婦人科診察台のイメージの 15

項目のスケールを作成した。８０人の女子

大学生に婦人科診察台で診察を受けるポ

ーズをとってもらった。結果、診察ポーズ前

の婦人科診察台のイメージは、「緊張する」

67.0％、「恥ずかしい」58．0％、「親しみにく

い」50％「こわい」43.3％、「嫌い」32.7％で

あった。診察ポーズ後の婦人科診察台のイ

メージは,「高い」61.7％、「嫌い」45.3％、

「緊張｣42.7％,「こわい」28.0％,「恥ずかし

い」27.7％に変化した。 

  診察ポーズ後 50 名の学生が婦人科診

察台のイメージはマイナスイメージからプラ

スイメージに変化した。このことから若い女

性は診察前は婦人科診察台に対してマイ

ナスイメージをもっているが体験後プラスイ

メージに変化した。子宮がん検診率を上げ

るために、ヘルスケア・プロバイダーは、若

い女性の婦人科診察台の否定的なイメー

ジを減少させることが必要である。 

本人担当部分：データの分析、結果の考察

を行った。 

共同発表者：Yumiko Nakai, Jong-Seong 

Moon, Yasumi Harikane, Yuri Kobayashi, 

Mayumi Kawai, Midori Takagi, Akiko Ito 

5.新人看護師のクリティカル

シンキング能力と情報活用

能力の関連性とその特徴 

－ 
平成 26 年 8

月 

日本看護学教育学会

第 24 回学術集会 

看護師 1,075 名を対象に自記式質問紙法

による調査を行った。質問紙は高比良ら

(1999)による情報活用の実践力尺度、常盤

ら(2010)による批判的思考態度尺度を使

用。分析対象者は新人看護師 158 名、看

護師 583 名。新人看護師と看護師のクリテ

ィカルシンキング能力および情報活用能力

の平均値の比較では、｢協同的態度｣と｢探

究心｣が新人看護師が高く、｢懐疑的態度｣

と｢論理的思考への自信」は低かった。情

報活用能力では<表現力>のみが有意に高

かった。3) 新人看護師および看護師の 

｢クリティカルシンキング能力｣と<情報活用

能力>の関連性は、双方とも有意な正の相

関が認められた。本研究から、新人看護師

の両能力は関連していることが示唆され

た。クリティカルシンキング能力では「懐疑

的態度」や「論理的思考への自信」、情報

活用能力では<判断力>や<処理力>などの

能力を高める教育が必要であると考える。

（修士論文の一部を発表） 

小林由里，河合まゆみ，播金ヤスミ，中居

由美子，伊藤明子，小笠原知枝 

本人担当部分：質問紙の作成と調査及び

統計解析、研究の総括を行った。 

共同発表者：小林由里，河合まゆみ，播金

ヤスミ，中居由美子，伊藤明子 
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５.看護専門学校における高

校新卒学生と社会人経験学

生の学習意欲に関与する要

因 

- 
平成 27 年 8

月 

日本看護学教育学会

第 25 回学術集会 

専門学校における高校新卒学生と社会人

経験学生の学習意欲に関与する要因を明

らかにすることを目的とした。看護専門学校

3 年課程（4 校）の 1～3 年生 445 名を対象

に、自記式質問紙調査を実施。質問紙は

永嶋らの学習意欲尺度、斎藤らの志望動

機尺度、菅原らの自意識尺度と学習活動

で困った場面・学校生活での人間関係・相

談の気兼ねなど 6 項目とした。結果は、社

会人が学習意欲全体で有意に高く、学習

意欲に関与する要因とした高校卒は「志望

動機」のみであったが、社会人は「志望動

機」「自意識」「学校生活の相談」が関与し

ていることが示唆された。さらに高校卒は看

護職への憧れと自分に適性があると感じて

いるほど演習・実習に期待が大きいことが

推察された。 

本人担当部分：データの分析、結果の考察

を行った。 

共同発表者：河合まゆみ，小笠原知枝,中

居由美子，小林由里，播金ヤスミ 
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年月日

2014年4月～
現在

2) 母性看護学演習

2014年4月～
現在ࠉ

・助⏘学
1）助⏘診断技術学

2015年4月～
現在ࠉ

2015年4月～
現在ࠉ

2015年2月

2017年4月

2018年5月

母子メンタルヘルス、⬻神経メカニズ、グローバルヘルス

教育方法の実践例ࠉ１

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

・母性看護学
1) 母性看護学Ⅰ概論
母性看護学Ⅱ各論 ࠉ
母性看護学Ⅲ（看護技術） ࠉ
母性看護学Ⅳ（看護過程） ࠉ

グループワークや討論を取り入れ、学生同士の意見交
が効果的となるような配慮を実施した。母性看護学概論
では、生きることの意味を考え、と向き合っていく専
門職であることを考える機会を作る工夫をおこなってい
る。授業の最後には振り返りを行い、各自の目ᶆ達成、
課題を明確にしていく取り組みをしている。

講義で学んだ内容を技術演習を通して、行動実践できる
ようにした。さらに実習へとつなげていけるような工夫
をしている。自主的に自己学習できるような教材を作成
している。

教 育 研 究 業 績 書

令和2年6月30日

                                                                    氏名ࠉࠉ 高田勝子

2)母性看護学実習指導要⥘作成 2）効果的な実習が出来るように、従来の指導要⥘の全
体見直しと記録の変更を実施。

看護学・医学

事項 概 要

作成した教科書，教材ࠉ２

少人数グループワークを授業の中に取り組み、他者と学
習することで1つの実践を生み出せるプロセスを取り入
れている。また、知識を活用・応用できるように具体的
な事例を取り上げ、分析し、実践できるような設定の工
夫をしている。

シナリオを作成し、提示し、学生はそのなかから課題を
見つけ、実践することをおこなっている。また、学生が
調べたことをプレࢮンテーションし、自らの学習成果を
他の学生と共有し、新たな学習課題を見つけ出すという
展開を取り入れている。

2）助⏘診断技術学演習

1)分ፔ介助技術手㡰法 1)分ፔ直接介助と分ፔ間接介助の手㡰本を作成。

3）新生児ἃᾎと新生児フジィカルアセスメントの
チェックリスト作成

3）演習、自己学習で活用でき、実践できるレベルにな
るように手㡰書を作成した。
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2016年12月

2017年・2020年
2017年10月

年月日

1998年

2003年

2010年

2007年
2008年
2008年
2015年

アドバンス助⏘師 CLoCMiPレベルⅢ認証

資格，免許ࠉ１

その他ࠉ５

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ４

多言語プレࢮンテーション国際コンテスト出場
国際シンポジウムのシンポジストとして招聘

入㈹
早稲田大学大学院

看護師免許

介護支援専門員

助⏘師免許

ベビーマッサージインストラクター資格
ヘッドスパ・エステインストラクター資格
リフレクソロジーインストラクター資格
新生児蘇生法Jインストラクター資格

概 要

教育上の能力に関する大学等の評価ࠉ３

事項

その他ࠉ４
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要

（著書）

運動は⬻を介して食意ḧ・行
動にどう影響をえるか

共著 2016年

担当部分：「運動が食ḧにえる影響
食・動・⬻関連」
共著者：高田勝子、吉川貴仁

未来のノーベル㈹はここにあ
る㸟イチオシ研究発᥀メディ
ア

共著 2018年

担当部分：「食べる意ḧや我慢は無意識
に働く⬻活動と関係するか」
共著者：高田勝子、吉川貴仁

（学術論文）

助⏘師を志す看護専攻３年生
の進学意識と教員の関わり

単著 2015年

助⏘師を志す学生の進学動機からの進学
意識の詳細とモチベーションの高さ、そ
れに関わる教員の関わりについての質的
研究。

Ṛ⏘ケア教育のとりくみ 共著 2016年

Ṛ⏘ケア教育は学生にとってㄌ生とṚの
両方のをケアしていくことの大切さに
気付き、看護対象へのより細やかな配慮
と判断、ᰂ㌾な対応が求められることを
新たに認識した
共著者：高田勝子、吉川貴仁

The brain science of
exercise-eating linkage
for improvements of modern
human health. 共著 2017年

単回運動や継続的運動習慣が、食
意ḧ・食行動を制ᚚする⬻神経の
仕組みにどのように働きかけるの
かを解説した。
共著者：吉川貴仁、上田真也、
石井聡、高田勝子

Neural activity induced by
visual food stimuli
presented out of
awareness:a preliminary
magnetoencephalography
study

共著 2018年

食่⃭による神経活動に関連する
無意識下の⬻活動の役割を、⬻☢
図を使用して解明した。
共著者：高田勝子、吉川貴仁、
石井聡、松尾貴司、中村千華

Relationship between
Stress Response and Stress
Tolerance Characteristics
for Midwife Students

単著 2019年

ၚᾮコルチゾールとハーディネスとの関
係を調べ助⏘師学生のストレス反応とス
トレス⪏性特性との関係について調査分
析し考察した。

Neural effects of hand-
grip-activity induced
fatigue sensation on
appetite:a
magnetoencephalography
study

共著 2019年

急性の運動負Ⲵによる⑂労感が食ḧに
える影響に関して⬻活動の役割を、⬻☢
図を使用して解明した。
共著者：松尾貴司、石井聡、 高
田勝子、中村千華、吉川貴仁

Neural effects of acute
stress on appetite:a
magnetoencephalography
study

共著 2020年

ᑗ来の出来事を予期することによって生
じる心理的ストレスが食ḧにえる影響
に関する⬻活動の役割を、⬻☢図を使用
して解明した。
共著者：中村千華、松尾貴司、石井聡高
田勝子、吉川貴仁

 (その他)

䠷ὀ䠹

䐠䚷ⴭ者䛜」ᩘに䜟䛯るሙྜ䛷䚸➹㢌ⴭ者䛜ⴭ᭩䞉ㄽᩥ➼に䛚䛔䛶᫂♧䛥䜜䛶䛔るሙྜに䛿䚸䛭のẶྡに䖂༳をす䛣䛸䚹

䐡䚷ඹⴭ䠄ㄽᩥ䠅のሙྜ䚸䛂ヱᙜ㡫ᩘ䛃のグධに䛒䛯䛳䛶䛿䚸ᮏேのศᢸ⟠ᡤを≉ᐃ䛷䛝るሙྜ䛿䚸䛭の㡫ᩘをグ㍕する䛣䛸䚹

䚷䚷䠎䚷䛂教⫱ά動䛃に䛴䛔䛶䛿䚸ྛ㡯┠䛤䛸にᖺ᭶᪥㡰に䚸䛂Ꮫ➼䛚䜘䜃♫ά動䛃に䛴䛔䛶䛿䚸ᑵ௵ᖺ᭶᪥㡰にグධする䛣䛸䚹

䚷䚷䠏䚷䛂◊✲ά動䛃に䛴䛔䛶䛿䚸ୗグの点に␃ពする䛣䛸䚹

䐟䚷ⴭ᭩䞉ㄽᩥཬ䜃䛭のの㡰に䚸Ⓨ⾲ᖺ᭶᪥㡰にグධする䛣䛸䚹

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

日本未病システム学会雑誌
Vol.22 No3

䐢䚷᭱㏆䠍䠌ᖺ㛫にⴭ᭩䡡ㄽᩥ➼のⓎ⾲の䛺䛛䛳䛯者に䛴䛔䛶䜒䚸教ဨྡをᣲ䛢䛶䛭の㒊ศを✵ḍに䛧䛶䛚䛟䛣䛸䚹

白㬅▷期大学研究紀要第11号
P169-178

白㬅▷期大学研究紀要
第10号ࠉP49-58

Journal of Physical Fitness
and Sports Medicine.
2017;6(5):295-300.

Scientific Reports,Article
number:3119

Academist Journal

Scientific Reports,Article
number:9:11044

PLoS ONE 15(1):e0228039.

奈良学園大学紀要第10集p63-73

䚷䚷䠍䚷᭱㏆䠍䠌ᖺ㛫の教⫱ά動䚸◊✲ά動に䛴䛔䛶సᡂする䛣䛸䚹

䚷䚷䚷㻌䐣䚷ⱁ⾡ศ㔝䜔య⫱ᐇᢏ➼のศ㔝をᢸᙜする教ဨに䛴䛔䛶䛿䚸ⴭ᭩䞉ㄽᩥ➼௨እの➇ᢏ䚸ᒎぴ䜎䛯䛿₇ዌ➼䛷の
䚷䚷䚷䚷䚷䚷Ⓨ⾲の䛖䛱䚸㻌≉に㢧ⴭ䛺ᴗ⦼䛸ㄆ䜑䜙䜜る䜒のに䛴䛔䛶䜒グ㍕する䛣䛸䚹䛣の䜋䛛䚸ᑓ㛛ศ㔝の≉ᛶを㻌⪃៖䛧䚸㢧ⴭ䛺ᴗ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷⦼䛸ㄆ䜑䜙䜜る䜒の䛜䛒るሙྜ䜒䛣䜜にྵ䜑䛶䜒䜘䛔䚹
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和  2 年  6 月  19 日 

  氏名  本庄 美香     

研   究   分   野 研究内容のキーワード 

 生ᾭ発達看護学分野  ⏘後うつ病，⏘〟精神病，Self-Regulation の発達 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概         要 

１ 教育方法の実践例   

   

・小児看護援助論における一次ᩆ処置

（㹀㹊㹑）演習 

2011 年 4 月    

～2013 年 3 月 

「小児看護学援助論」の学内演習において、子どもの一

次ᩆ急処置演習を実施した。子どもの㹀㹊㹑は、大人と

異なる点がいくつかある為、それら大人の㹀㹊㹑の知識

と子どもの㹀㹊㹑の知識を演習室で学び、その後、⡆᫆

型㹁㹎㹐トレーニング人形を用いて全員参加型で実施

した。実施する際は、AED トレーナーの指示に合わせ、

ᩆ急㌴が฿着するまでの平ᆒ時間を実際さながらに行

った。実際に近い状況で行うことで、生に関わる仕事

への意識を高められた。 

・保育士教育における保育所安全教育：保育

所での健康障害発生時のシュミレーション

教育 

2013 年 9 月     

～ 2014 年 3 月 

「子どもの保健Ⅱ」を担当し、実際の事例（発⇕のある

子・下⑩のある子・⭡痛のある子）を提示しアルゴリズ

ムを用いて、子どもの急変時の対応など具体的な対処方

法を教授した。また、同時に今の子ども達の健康問題を

グループ毎に発表、デイスカッションを行った。また、

子どもの一次ᩆᩆ急処置はシュミレーション演習を

行い、近年増加傾向にある、保育園での子どものṚஸ事

ᨾへ対応できるよう実践で使える技術・知識を念㢌に実

施した。 

・小児看護援助論における事例演習 2014 年 4 月     

～2015 年 3 月 

３年次の専門課程科目である「小児看護援助論」は、健

康障害のある子どもと家族への看護を中心に、実践的な

演習を交えながら進めている。講師の実際の経験が、学

生の未体験なことをイメージし᫆くなる事から、具体と

抽象の⧞り返しを行い、実際は、同じ現象の説明であっ

ても聴く側には新しい事に感じさせるような方法を行

っている。さらに、事例展開をグループワークで実施し、

その後発表を行った。⧞り返すことで、知識の定着が可

能となり、グループワークにより協調性を㣴い、発表す

ることでプレࢮンテーション能力を身に着けることに

より、直接的な看護力だけでなく、人間力全体を㣴うこ

とに力を入れた。 

・病床での㐟びの工夫を実践するためのアク

ティブラーニング 

2014 年 4 月     

～2015 年 3 月   

2017 年 5 月   

～2020 年 3 月 

入院中の子どもにとって㐟びは、気晴らしだけでなく、

健やかな成長発達を促し、㜚病意ḧの向上や症状改善の

為に重要な役割がある。また、小児看護の実践者にとっ

ては、入院中の子どもに適切な㐟びを提供できること

は、良質な看護を提供できていることに⧅がる。そこで、

事例を想定した手作りおもちࡷを学生に作成させ、その

おもちࡷにに対する意見を他者にもらい、課題を成す

るというアクティブラーニングを実施した。小児看護概

論で子どもの発達を学び、疾病論で子どもの疾病と治療

を学び、小児看護学援助論でそれらを統合するという援

助論の目的が達成しやすい演習となった。 
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・㞄地実習及び国家試験に向けての事例演習 2019 年 4 月  

～2020 年３月 

近年、急性期小児病棟の平ᆒ在院日数は⣙ 3.5 日となっ

ており、学生が情報を収集し患者把握を行い看護上の問

題点を抽出する時間が▷くなってきている。その一方

で、国家試験問題は、状況設定問題など実習で看護展開

していなくても理解できることを要求される。そのᕪを

ᇙめるため、すべての学生に 5事例を事例展開を小児看

護援助論で実施した。課題量は多くなるが、評価表を各

事例毎に課すことにより、評価の質や平等性を確保し、

事例演習 5事例分の評価を科目の評価 25㸣とすること

で、学生の学びの質の向上が得られた。 

２ 作成した教科書，教材 

・小児事例集（科目：小児看護学援助論） ～2020 年 3 月 

2018 年 4 月  

事例演習を行う際の事例集を自作した。各事例には、学

修目ᶆ（事例把握のための㐨しるべ）、家族背景、入院

までの経過、入院時の状況、入院から退院までの経過、

検査データ等、多くの情報をまとめ、学生はそれらの情

報のどの部分が必要な情報かを判断できるように導い

た。さらに、自己の知識がどの時点で習得できていない

かを認知できるよう、今後も事例の提示の仕方を工夫し

ていく必要がある。 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

・学生による授業評価 2014 年

～2016 年 3 月 

高等教育研究センター（関西国際大学）における授業評

価にて5ポイント満点中4.6～4.8ポイントを獲得する。

さらに、学部内の教員㡰位は 2位であった。 

４ 実務の経験を有する者についての特記

事項 

大学病院（小児内科）総合病院（子ども病棟）、精神科

女性慢性期病棟、病院母子センター（保健師）の実務経

験がある。 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 

保健師 

看護師 

２ 特許等 

なし 

３ 実務の経験を有する者についての特記

・小学生に対する㹀㹊㹑演習について 2011 年 4 月   

～2013 年 3 月 

子どもへの「の教育」を主目的に、小学生に対する㹀

㹊㹑演習を実施した。演習時は、希望学生に補助を依頼

し、実習病院の指導者にも参加して頂いた。演習は、⡆

᫆型㹁㹎㹐モデルを用い、ᩆ急㌴が฿着するまでの 8分

間を、子どもに体験してもらった。また、聴診ჾを用い

て自分の心ᢿの聴診や自分の身を守ることの大切さも

伝えながら、BLS 演習を通じての大切さを伝える事が

出来た。 

・「まちの保健室」の出張事業としての地域

への健康教育活動

2011 年 4 月   

～2013 年 3 月 

大学近㞄の高齢者が集まる施設やイベント等に出張し、

身体測定・⾑圧測定などを行い、来訪者からの健康相談

を行った。慢性疾患を抱えながら、大学周辺の地域で生

活する高齢者とかかわることにより、地域㈉献にもな

り、大学運営の理解にもつながると考える。 

４ その他 
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研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（学術論文）     

1  高齢者と子どもの交

流促進に向けての課題と

方策に関する研究動向 

共著 2011 年 12 月 医学と生物学 Vol15

（12)、㹮892-898 

施設における高齢者と子どもの交流促

進に向けての課題と方策に関する文献

の研究の動向と内容を明らかにするこ

とを目的とした。交流促進に向けて、１．

高齢者や子どもの特徴に合わせたプロ

グラムの構築、２．コーディネーター育

成の充実が示၀された。担当部分：子ど

もの発達に関する分析、共同研究につ

き、本人担当部分抽出不可能。 

共著者：林谷啓美、本庄美香 

2 高齢者と子どもの日常

交流に関する現状とあり

方 

共著 2012 年 12 月 園田学園女子大学論

文集第 46 号、p69-87 

高齢者と子どもの日常交流に関する文

献を収集・分析し、高齢者と子どもの交

流についての現状を明らかにした。結

果、高齢者と子どもの日常交流を促進す

るための課題は、地域においては、交流

プロ グラムへの配慮 、高齢者と子ども

の交流における継続性 、及びサポー

ト・ネットワークの 充実が必要と考え

る。施設においては、疾患・障害をもつ

高齢者の理解、子どもの理解、高齢者と

子どもへの配慮、職員の負担、及び職員

の専門性を生かした連携と協働 が必要

であると考える。高齢者と子供の日常交

流がさ かんに行われるためには、施設

間や他職種間の連携が必要不可欠とな

るため、コミュニケー ション能力や調

整能力を兼ね備えたコーディネーター

的な役割の職種が必要であることが明

らかとなった。 

担当部分：考察，２）子ども理解，㹮895 

共著者:林谷啓美、本庄美香 

3 ⏘後うつ病の効果的な

スクリーニング及び支援

方法についての文献的検

討 

共著 2014 年 10 月 大阪信愛女学院▷期

大学院紀要 48 号、

p13-22 

文献の検討を行うことにより，⏘後うつ

病の効果的なスクリーニング方法およ

び支援方法について検討した．⏘後うつ

病は、厚生労働省の発表では，近年減少

傾向にあるとされているがձうつ傾向

を呈する時期が経過の中で異なる②エ

ジンバラ⏘後うつ病質問⚊の使用方法

の不統一によるバイアス，等のりゆうか

ら，減少傾向にあるとは言えず、⡆᫆な

スクリーニング開発の必要性がある．ங

児家庭全戸訪問事業など、看護専門職者

の家庭訪問拒否の母親らに対する、母親

が気持ちを表出し᫆い評価方法が必要

である。担当部分：全体の構成、㹎13～

16までの「はじめに」「考察6-1,6-2,6-3」 

共著者：木村聡子、本庄美香 
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4  ΰ合病棟で小児に関

わる看護師のプレパレー

ションに対する認識と実

践の状況 

共著 2015 年 3 月 日本看護倫理学会誌 

Vol.7(1)、p11-16 

ΰ合病棟で小児にかかわる看護師のプ

レパレーションの認識と実施状況を明

らかにすることを目的にとして調査し

た。結果、プレパレーションの意味、効

果、必要性に関する認識が 9割あるにも

関わらず、実施状況は 6割ᙅに過ࡂなか

った。プレパレーションを段階別にみる

と、“処置中のディストラクション（気

晴らし）”の実施状況が 8 割を満たなか

った。プレパレーションを実施するため

に「時間の確保」が必要と回答した看護

師が 7割以上、実施できない理由であっ

た。共同研究の為、担当部分の抽出不可

能。                             

共著者：宮内環、寺内弘、本庄美香 

5 Self-Regulation の発

達と子育て支援について 

 

 

単著 2020 年 3 月 奈良学園大学紀要第

12 集 

「健やか健康 21」で重点課題としている

取り組んでいる「ዷፎ期からの児童待

防Ṇ対策」、「育てにくさを感じる親に

寄り添う支援」について

Self-Regulation の発達と関連付けて概

観し、最近の知見を分析、考察を加え、

これからの子育て支援のあり方につい

て述べている。子どもの

Self-Regulation の発達は、reacive（反

応的） な過程と effortful（ດ力を要す

る）な過程の２つの側面をもつ発達課題

である。reacive（反応的）な過程は、

⫾児期からங児期にかけて獲得し、母親

のストレスが大きく影響を及ࡰすと考

えられている。effortful（ດ力を要す

る）な過程は、ᗂ児期に獲得し、親や周

囲の大人の肯定的な子育てや首尾一貫

性のある行動が、子どものソーシャルス

キルとより高い effortful control が獲

得される。 

（その他）     

1 A survey of academic  

research on programs and 

challenges in the 

promotion of interaction 

between the elderly and 

childrenin institutional 

environments 

共著 2012 年 3 月 15th  

East Asian Forum of 

Nursing Scholars 

This study sought to collect and 

analyze documentary sources 

concerning interaction between the  

elderly and children in  

institutional settings, and shed 

light on the substance and direction 

of research on challenges and 

initiatives for furthering such 

interaction.  

共著者：Hiromihayashitani,Mika honjyo 

2 BLS 体験によって育ま

れる「いのち」の実感的理

解～小学 5年生への「いの

ちの授業」の実践報告～ 

共著 2013 年 9 月 第 60 回小児保健協会

学術集会 第 72 巻 

講演集 02-088  

小学 5年生が、蘇生人形を用いて、⬚㦵

圧迫を体験するという「いのちの授業」

を実施し、子どもたちが「いのち」をど

のように理解しているかを明らかにし

た。結果、子どもたちは、「いのち」を

実際に体験することで実感的に理解し

ていることが明らかとなった。     

共著者：本庄美香、藤澤┒樹、宮内環 

3 Ẹ生委員児童委員がも

つ子どもの待について

の認識 

共著 2013 年 12 月 第 32 回 日本看護科

学学会学術集会 

Ẹ生委員が持つ子どもの待について

の認識を明らかにして地域支援活動に

おけるẸ生委員児童委員と看護職の連

携の在り方を検討した。結果、Ẹ生委員

は待であると判断する際、㏞いがあ

る。専門家の存在が重要である事が明ら

かとなった。             

共著者：林谷啓美、本庄美香、森本喜代

美 
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4 ╧╀に関する質問と⏘

後うつ自己評価⚊（㹃㹎㹂

㹑）との関連性の検証  

第 1報 

共著 2014 年 9 月 第 55 回 日本母性衛

生学会 

⏘後の╧╀障害に関する質問と EPDS の

ᢚうつ傾向との関連性を検証するする

為に、Ａ県下の母ங相談室で協力の得ら

れた母親 57 名を対象に，EPDS および自

作の╧╀調査⚊を用い，無記名自記式調

査を実施した．༗╧困難と EPDS 高得点

との間には関連性が認められた。 

共著者：木村聡子、本庄美香 

5 ΰ合病棟で小児に関わ

る看護師のプレパレーシ

ョンに対する認識と実施

状況－第 1報 

共著 2015 年 6 月 第 8回 日本看護倫理

学会学術集会 

ΰ合病棟で勤務する看護者の認識と段

階別実施状況との関連を比較した。   

共著者：本庄美香、宮内環、寺内考弘 

6 ΰ合病棟で小児に関わ

る看護師のプレパレーシ

ョンに対する認識と実施

状況－第 2報 

共著 2015 年 6 月 第 8回 日本看護倫理

学会学術集会 

プレパレーションの段階的実施状況を

困難と思う医療行為で比較した。    

共著者：本庄美香、宮内環、寺内考弘 

7 ΰ合病棟で小児に関わ

る看護師のプレパレーシ

ョンに対する認識と実施

状況－第３報 

共著 2015 年 6 月 第 8回 日本看護倫理

学会学術集会 

ΰ合病棟の看護師の人員配置は、小児患

者と成人患者が同じ単位で捉えられる。

その為、小児に関わる看護師の認識と実

施状況をプレパレーションの階的に検

討した。                    

共著者：宮内環、本庄美香、寺内考弘 

8  周⏘期における母親

の༗╧についての実態調

査‐メンタルヘルスケア

への手がかり 

共著 2019 年 10 月 日本看護学会（ヘルス

プロモーション）学術

集会 

ዷፎ出⏘・育児は女性役割の変化，╧╀

不足，様々な不安など，心理社会的スト

レスが負Ⲵされ，精神的に不安定な状況

に㝗りやすい᮲௳がᥞっている．中で

も，╧╀に着目した先行調査では，特に

༗╧と周⏘期のᢚうつ傾向の関連が示

၀された．しかし，母親の༗╧の実態や

認識に関する調査は見当たらなかった．

本研究は、周⏘期における母親の༗╧の

実態・認識を明らかにする為に実施し

た。結果、周⏘期の母親に対して，日中

の༗╧の有無やその理由について確認

することは，⡆᫆な母親のメンタルヘル

ス支援への手がかりとなることが考え

られる．              

共著者：木村聡子，本庄美香 
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2 年 3月 31 日 

                                                                     氏名   高ᶫᑑ奈 
研   究   分   野 研究内容のキーワード 

 看護教育学 ⪁年看護学 看護教育 健ᗣ高齢者 エイࢳズム ブライトケア  

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項  

事項 年月日 概         要 

１ 教育方法の実践例 

1）講義と演習ᤵ業 ⓑ㬅短期大学 㠀常講ᖌ 

 「ᇶ♏看護概論」 

 「ᇶ♏看護方法論Ϩ」 

 「ᇶ♏看護方法論ϩ」 

 「ᇶ♏看護方法論ϫ」 

 「ᇶ♏看護方法論Ϭ」 

  ձ㹎㹎㹎を使用したデジタル教材の作成 

  ղ演習時にᝈ者の想定がしやすいように、 

   ボディイ࣓ージ資ᩱ作成使用 

  ճ演習時の研究課題資ᩱの作成使用 

 

 

 

 

1～4）平

成 26 年 5

月～平成

29年 3月 

 

 

１）ⓑ㬅短期大学の㠀常講ᖌとして「ᇶ♏看護学概

論」のᤵ業の一部を担当した。主に看護のኚ㑄として

日本の看護や関係法つのṔྐኚ㑄、ୡ⏺の看護のṔྐ

についてのᤵ業とテスト作成をした。近௦看護のᇶ♏

となる事やᚋの看護の方向性などを┿や経験、

ドラマを使って、ぶしみやすい内容にし、学生が習得

しやすいようにດめた。（1 年次㓄当、1 単位、学生

150名） 

「ᇶ♏看護方法論Ϩ」のᤵ業を担当した。活動とఇ

ᜥ・感ᰁண㜵・⁛⳦物品の↓⳦᧯作・㣗と排ἥ・⛣動

と⛣・効⋡的な動きの講義を行い、人間が健ᗣに向

かうための看護援助の在り方についてᣦ導を行った。

それࡒれのᤵ業で、実㝿に実技で学生に体験させるこ

とにより、よりイ࣓ージしやすいように、感ᰁの方

のモデルや重心ኚ化の方の教ලの作成を行い、学生

に実施させ、わかりやすく習得できるようにດめた。 

「ᇶ♏看護学方法論ϩ、ϫ、Ϭ」（1 年次㓄当各 1 単

位）の演習ᤵ業全⯡について実施し、フィジカアࢭス

࣓ント・看護イグザミネーション技術・点・ᢞ⸆・

採⾑・排ἥ⟶理ໟᖏ法・ポジショニング・യ⟶理・

⨣法の技術について、ᣦ導と実技テスト教ᐁを行っ

た。学生がイ࣓ージしやすいように研究課題を与え、

その課題にἢって資ᩱと実技を行った。 

ⓑ㬅短期大学のᇶ♏実習ϩでの実習ᣦ導教員として

担当学生の学内研究発表のᣦ導を行った. 

主に、日常生活援助での関わり方による対象高齢者の

言動のኚ化についてのẼきについて自ಙをもって

発表できるようにᣦ導した。 

 

2）学内研究発表会ᣦ導 ⓑ㬅短期大学 㠀常講ᖌ 

 

 

 

 

3）演習ᤵ業（学内）ⓑ㬅短期大学 㠀常講ᖌ 

資ᩱ作成 

実技・記㘓ᣦ導 

 

 2）学内での学生の研究発表会について、発表内容の

原✏・ᢒ㘓等のᣦ導をẖ年おこなった。 

実習中のᣦ導をୗに、学生が振り㏉りとともにᚋの

自ᕫの看護へのつながりがᣢてるように㓄慮しᣦ導

を行った。 

 

3）ⓑ㬅短期大学で⪁年看護学の学内ᤵ業、演習ᤵ業

のサポートを行っている。⪁年期の看護展開では、学

生の個別ᣦ導も行い看護展開成果物の採点も行って

いる。 

 

 

 

4）実習ᣦ導（㠀常講ᖌ） 

 「ᇶ♏看護実習学Ϩ」「ᇶ♏看護学実習ϩ」 

 「成人看護学 1」「成人看護学ϩ」 

 「⤫合看護学」 

 「⢭神看護学」 

 「⪁年看護学」 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）ⓑ㬅短期大学㠀常講ᖌとしての実習ᣦ導を行っ

た。 

⤫合看護学実習では、要項ㄝ᫂と実習オリエンテーシ

ョン、実習調ᩚを行った。[ᇶ♏看護学」では、看護

の事の実㝿や㝔施設の概要について問点など

を㉳こさないようにᣦ導した。また学生が達成感がᣢ

てるようにそれࡒれの学生がⱞ手とするところのඞ

᭹できるように㓄慮しながら行った。根ᣐをもって看

護し、ᝈ者に寄りῧい、生活者としてど点もᛀれず、

看護のඛにあるものについても意識してᣦ導した。 

「成人看護学」ではᛴ性期・៏性期での成人の療㣴上

における問題について看護性についてᣦ導した。学生

が、ᛴ性期の看護展開のスピードについていけるよう
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5）講義と演習ᤵ業  奈良学園大学 専任教員 

 「⪁年看護学援助論」 

 「༞業研究ϩ」 

 「ᇶ♏演習ϩ」 

 「演習実技ᣦ導」 

  ձ㹎㹎㹎を使用したデジタル教材作成 

  ղ高齢者の介助時のὀ意点資ᩱ作成 

  ճ演習時の研究課題作成とῧ๐ 

  մ各ᤵ業開始時に๓回ᤵ業の課題⥲括と 

      ㄝ᫂・資ᩱ作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5～6） 

平成30年

4月～                                                                  

に、事๓課題を確認し足するところのᣦ導を行っ

た。࿘手術期のᣦ導では、ᝈの理解・術ᚋく・生

活や社会人としてのᝈ者の役割・⢭神的なᏳなども

ᣦ導した。 

「⤫合看護学実習」では、要項ㄝ᫂と事๓の実習調ᩚ

も行った。タイムスケジュールを学生が出来るよう

に、学生同士でのカンファレンスを多くᣢち、ࢳーム

で看護を行うことを重どいたᣦ導をした。㝔の組⧊

の在り方や他職✀連ᦠの重要性や実㝿についてより

多くの経験が出来るように調ᩚ㓄慮した。 

 

 

 

 

5）「⪁年看護学援助論」のᇶ本的な高齢者への援助、

活動・ఇᜥ・㣗事・排ἥなどの技術全⯡についての講

義と演習を担当した。演習時には作成ボディイ࣓ージ

と看護をつなࡄ資ᩱを作成し、与えた研究課題の元ᤵ

業を行った。その振り㏉りでは、学生自㌟でグループ

ワークを行い、検討内容をᯈ書ㄝ᫂することで内容の

定╔にດめた。⮫地実習๓には、学生を個別にᇶ本的

な技術ᣦ導を行った。 

高齢者体験・オムツの容量の研究演習・∦㯞⑷体験の

演習では、学生に体験させることにより、高齢所イ࣓

ージがしやすいようにし、看護に必要な内容を考えさ

せる機会とし、看護のど点のᣦ導定╔を図った。 

 「༞業研究ϩ」では、༞業ᘏ期性には個別にさらに

時間を作りᣦ導を行った。 

 「ᇶ♏演習ϩ」では、ᇶ本的な大学生活での学習方

法や時間・単位制についてᣦ導した。グループワーク

で、ᇶ本的なレポートの書き方、グループワークにつ

いてᣦ導し、レポートはその都度ῧ๐した。また図書

の有効利用。インターネットをὠ科 tt ள情報リテラ

シーの方法なども学生に理解の程度に合わせてල体

的なᣦ導を行い、学生が大学での学習方法について積

極的に行えるようにᣦ導した。"  

 

6）⪁年看護学実習ᣦ導（奈良学園大学）専任教員  6）実習内容について、事๓学習内容・実習目的目ᶆ

及び内容・スケジュール・カンファレンス等について

企画した。できる内容となるようにし、ᅜᐙヨ験に対

しても༑分対応できる内容となるよう工夫した。 

実習๓の施設との調ᩚでは、全施設で実習ㄝ᫂内容

のため事๓にゼ問調ᩚし、学生の実習目的・目ᶆ・ス

ケジュールなどヲしいㄝ᫂を行い学びの差ができな

いようにὀ意した。 

実習開始からは、「⪁年看護学Ϩ.ϩ」（3年次㓄当 

4 単位）で、学生が⪁年看護のᇶ本的な考え方にᇶづ

いて看護展開の方法の実㝿を個別にᣦ導し、実技ᣦ導

と評価ᣦ導を行った。また、⥭ᙇ⦆和にດめ実習で対

象者の個別性に合う実習内容になるように一⥴に考

えアドࣂイスし、ᣦ導した。すべて担当学生の実習に

同行し、⢭神的㓄慮として個別の㠃ㄯをえ学内では

学習などのᣦ導も行った。 

 

２ 作成した教科書，教材 

1）⪁年看護学実習要項・記㘓用⣬ 

 

 

1～4）平

成 30 年 4

月～ 

 

1）奈良学園大学保健医療学部看護学科の専門科目「⪁

年看護学Ϩ.ϩ」（3年次㓄当 4単位）で、学生が実

習目的、実習目ᶆに到達するためのල体的な学習方法

と内容、実習の進め方、実習の心得、健ᗣ⟶理の方法

などについてまとめた子を作製した。  
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2）⤫合看護学実習要項（⪁年領域）・記㘓用⣬ 

 

 

 

 

 

 

 

3）⪁年看護援助論ᤵ業資ᩱ 自ᕫ学習プリント 

 

 

 

 

 

4）実習オリエンテーション資ᩱ 

 

 

 

 

5）実習用施設概要の作成   

 2）奈良学園大学保健医療学部看護学科の専門科目「⤫

合実習」（4年次㓄当 1単位）で、学生が実習目的、

実習目ᶆに到達するためのල体的な学習方法と内容、

実習の進め方、実習の心得、健ᗣ⟶理の方法、領域実

習で実習できなかった経験技術の実習の方につい

てまとめた子を作製した。 

 

 

3）⪁年看護学ᤵ業で使用する自ᕫ学習やᝈの理解

につながる資ᩱは、ᝈ者へのㄝ᫂ができるレベルで実

施できるように、言ⴥや内容を㡰を㏣って学習できる

内容とした。またそれを使って実習でᝈ者理解の㝿に

使用できるものを意識した。 

 

4）学生が実習内容を理解しやすいように PPT を使用

して、目的目ᶆに加えて、看護学生らしいែ度などを

事ᨾでุ断し行動できるようにಁした内容のものと

した。 

 

5）実習全施設について、6㝔 8施設について施設内

で学生が戸惑わないように資ᩱとして作成、㓄布し実

習中に活用できるようにした。 

 

  

 

 

 

  

 

 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価   

   

   

４ 実務の経験を有する者についての特記事項   

   

   

５ その他   

   

   

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概         要 

１ 資格，免許 

1）看護ᖌ免許 第 684127ྕ  

 

 

2）大㜰ᗓ保健ᖌ助産ᖌ看護ᖌ実習ᣦ導者講習会修

  

 

 

3）ཌ生ປ働┬専任教員㣴成課程修   

 

 

4）次ୡ௦教育学 学士   

 

 

 

5) 学術修士   

 

1） 

平成 2 年

5月 

2） 

平成12年

8月 

 

3） 

平成27年

3月 

 

4） 

平成27年

3月 

 

5） 

平成29年

3月 

 

1） 第 684127ྕ 

 

 

2） 大㜰ᗓ保健ᖌ助産ᖌ看護ᖌ実習ᣦ導者資格 

 

 

3） 看護教員としての専任教育の方法について、教

ᤵ・実習合わせて受講し修。 

 

 

4） 次ୡ௦教育学部 3年次⦅入。初等教育一部単位取

得 

 

 

5）大㜰教育大学 教育学研究科 健ᗣ科学専ᨷ修。 

２ 特許等   

   

   

３ 実務の経験を有する者についての特記事項   

   

                     

４ その他   
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研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月      

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（著書） 

1.2018 年看護ᖌᅜᐙヨ験

対⟇ 出題ഴ向が見える

⪁年看護学 

 

共著 

  

ピラールプレス社 B5

ุ 109㡫 

 

全 109ページ 主にᛴ性期看護、社会参

加、ࢭクシャリティについてᇳ筆した。

また合わせてᅜᐙヨ験問題より⪁年看

護学分野についての問題ᢳ出を行った。

ᇳ筆は P25～33 高齢者の࿘手術期につ

いての特徴、社会参加の動向、ࢭクシャ

リティについてのഴ向について、を行っ

た。 

┘修：Ᏺ本とも子.ྜྷᮧ㞞ୡ 

共著：ྜྷᮧ㞞ୡ.田中和奈۔高ᶫᑑ奈 

2     

3     

:     

（学術論文）     

1.高齢者の健ᗣ≧ែの多

ᵝ性を理解するための看

護教育に関する研究 

単著 1.平成29年3

月 

1.大㜰教育大学大学

㝔教育学研究科 

修士論文要᪨㞟 第

17ྕ 

平成 29年 3月 

1.目的：⪁年看護学での教ᤵによる看護

学生への㺒㺐㺚㺼㺛㺼㺯のᙳ㡪ついて調査し

た。学生の観察課題においてエイジズム

がṇされるか実施調査した。 

調査方法：A 短期大学 3 年生 110 人を対

象とし、地域で活動している高齢者の観

察を行った⩌と⤫制⩌で、実習開始๓ᚋ

にパルモアのクイズを使用しエイジズ

ム調査し、⩌間ẚ㍑した。結果：高齢者

の特徴について学ࡪうちに㺒㺐㺚㺼㺛㺼㺯が発

生していた。それらをᨵၿするため、戸

外での高齢者観察課題を実施は効果的

であったと言える。しかし、「大多数の

高齢者は社会的にᏙ立している」，「

とんどの医療専門ᐙは高齢者を㍍どす

るഴ向にある」は理解できなかった。実

習時に内容理解できるようにᨵၿして

いく必要があることを考察した。 

全㹮159 ᥖ㍕㹎135 

2.受けᣢちᝈ者とのコミ

ュニケーションにおける

看護学生の自ᕫ評価-⪁年

看護学実習でのアンケー

ト調査より- 

 

 

 

 

共著 2.平成29年9

月 

2.奈良学園大学紀要

第 7㞟 

2017.9 P121～126 

2. 目的：ࡺとりୡ௦の看護学生が⪁年

看護学実習で受けᣢちᝈ者とのコミュ

ニケーションについての自ᕫ評価を行

い、実㝿の高齢者の感じるコミュニケー

ションとの㞳の≧ែを調査した。調査

方法：A 市在住で地域のスポーツクラブ

や文化会で活動している 65 ṓ以上のア

クティブな高齢者に対してのアンケー

ト調査を行った。結果：看護学生はດ力

は 90㸣以上できたが、高齢者は看護学生

のことを 66㸣以上はᛌだと感じてい

るとし、㞳している実ែを᫂らかにし

た。 

主担当として実施調査し論文ᇳ筆した。 

共著：۔高ᶫᑑ奈・℩山⏤⨾子 

 

 

 

3. 「⪁人性⓶ᦋ」

のシュガー・スクラブによ

るスキンケア効果の検証 

（査ㄞ） 

 

 

 

共著 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 平成 31年

3月 

3.医療⚟♴情報行動

科学研究会誌 第 6ᕳ  

2019.3 㹮65～72 

3.目的：「⪁人性⓶ᥙ」に対して、

⓶⬡量のቑ加効果のあるシュガー・スク

ラブを使用したスキンケアによってᨵ

ၿが認められるか検証した。調査方法：

⪁健施設でケア⩌と⤫制⩌で 1 日目と 5

日目でケア๓ᚋに⓶のἜ分・Ỉ分、ၚ

ᾮ中の IgAを採取し t検定でẚ㍑検討し

た。結果：Ἔ分್は初日から全ての計測

時に有意に上᪼を認めた。Ỉ分್は初日
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のケアᚋにቑ加したが他はኚ化見られ

なかった。これらより⓶ࣂリア機能の

ಁ進によりỈ分保ᣢ能力が上᪼し、スキ

ンケアとして効果的であることが示၀

された。 

担当部分：ᇳ筆・文⊩検索・調査・デー

タ㞟・分析 

ᇳ筆：۔高ᶫᑑ奈・山ཱྀ求他 7名 

 

4. 「⪁人性⓶ᦋ」

のシュガー・スクラブによ

るスキンケア効果の検証 

アビサルジャパン委ク研

究報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学会発表） 

1. 「アクティブシニアと

看護ᖌとの言ㄒ的コミュ

ニケーションでのᛌ体

験について」 

 

 

 

 

2. 高齢者入ᒃ施設の看護

職を対象とした⑊③⟶理

研修会の有効性検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.単著 

 

 

 

 

 

 

 

2.共著 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.平成31年4
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1.平成30年6

月 

 

 

 

 

 

 

2.令和1年11

月 

 

 

 

 

 

 

 

4.アビサルジャパン

委ク研究報告書子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.日本保健医療行動

科学会第 34 回学術大

会 ポスター発表  

 

 

 

 

2.日本看護科学学会 

ポスター発表  

 

 

 

 

4.⪁人保健施設における高齢者の「⪁人

性⓶ᥙ」に対して、⓶⬡量のቑ加

効果のあるシュガー・スクラブを使用し

たスキンケアによってᨵၿが認められ

るか検証した。結果⓶⬡量のቑ加と⓶

リア機能のಁ進によりỈ分保ᣢ能力ࣂ

が上᪼し、スキンケアとして効果的であ

ることが示၀された。 

担当部分：ᇳ筆・調査実施・分析 

ᇳ筆：山ཱྀ求・۔高ᶫᑑ奈他 7名 

 

 

 

 

1.アクティブシニアがかかりつけ医で

看護ᖌとのコミュニケーション時に

ᛌな体験を㉳こした内容と、その割合を

アンケート調査した結果をプレࢮンテ

ーションした。 

 

 

2.高齢者施設での研修会のアンケート

調査についてのポスター発表をした。 

田中和奈,高ᶫᬗ,۔高ᶫᑑ奈他 

 

 

3.Effects of skin care 

with Karada Kirei on 

senile cutaneous 

pruritus in older adults 

 

 

 

 

 

3.共著 3. 令和2年1

月 

3.AFNS 2020 

Chiang Mai,Thailand 

ポスター発表  

3.「⪁人性⓶ᦋ」のシュガー・ス

クラブによるスキンケア効果の検証 

の内容のポスター発表を行った。 

Ᏺ本とも子,山ཱྀ求,۔高ᶫᑑ奈,他 

（その他）     

1.社会㈉⊩  平成 28 年 9

月～現在 

スポーツ大会ᩆ護 

保健⾨生担当 

 

地域㈉⊩として大㜰市天⋤ᑎ༊のスポ

ーツクラブでの定例会でのᩆ護担当を

行う。また参加者の࣓ディカルࢳェック

として事๓に⾑圧測定を行い当日の事

ᨾ㜵Ṇと健ᗣၨⵚ活動にດめた。 

2 

3 

: 
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 教  育  研  究  業  績  書 

  令和 2年 3 月 31 日 

氏名  田場 真理  

 
研   究   分   野 研究内容のキーワード 

 
 臨床看護学(透析看護）      ⾑ᾮ透析  終ᮎ期  ᢚうつ  意思決定   

 
教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項  

 
事項 年月日 概         要 

 １ 教育方法の実践例   

    

    

 ２ 作成した教科書，教材   

    

    

 ３ 教育上の能力に関する大学等の評価   

    

    

 ４ 実務の経験を有する者についての特記事   

 1) 認定・日本重症心身障害看護師研修会  

看護研究アシスタント講師   

H29 年 7 月 

～  

H30 年 9 月 

近␥地区日本重症心身障害心身障害福祉協会の依

頼により認定研修の看護研究アシスタント講師と

して研究指導を行った  

 ５ その他   

 1) 「基礎看護技術Ⅱ・Ⅲ」教育実績 H25 年 4 月

～  

H27 年 3 月 

関西学研医療福祉学院（看護専任教員）にて、基

礎看護技術Ⅱ（栄㣴、ἥ、活動・休ᜥ、創傷、

BLS・ALS、エンࢮルケア等）についての講義・演

習を担当した。講義ではグループワーク、ロール

プレイングを取り入れ、学生が主体的に学べる機

会を作る一方で、定期的に小テストも行い、学生

自ら基礎知識の確認ができるよう工夫した。演習

では、DVD の視聴や教員自らデモンストレーション

を行いながらも、日常生活援助技術に関しては、

学生のこれまでの生活体験を活かしよりよい援助

の方法を考え実施できるよう工夫した。 

 2) 「小児看護学援助論」教育実績 H26 年 4 月

～  

H27 年 3 月 

関西学研医療福祉学院（看護専任教員）にて、小

児看護学援助論についての講義（全 15 コマ 30 時

間）・演習（全 7コマ 14 時間）を担当した。講義・

演習では、グループワークやロールプレイングを

とりいれた。その際、子どもの発達段階の理解と

ともに、子どもの最善の利益を守る事の重要性を

伝えつつ、子どもと家族に必要な看護について学

生自ら考えられるよう指導を行った。  

 3) 「基礎・成人・老年・小児看護学実習」教

育実績 

H25 年 4 月

～  

H27 年 3 月 

関西学研医療福祉学院看護専任教員として、基

礎・成人・老年・小児実習指導を行った。実習前

には事前学習を課し実習での学びの準備を整え

た。臨地では指導者と協力しながら、学生がより

多くの気付き（学び）ができるよう関わった。 
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事項 年月日 概         要 

 4）「統合看護学実習」教育実績 H25年 11月 

H26年 11月 

関西学研医療福祉学院（看護専任教員）にて、統

合看護学実習指導を行った。実習前には事前学習

を課し実習での学びの準備を整えた。統合実習で

は領域実習では体験できない管理実習やኪ勤ᖏで

の実習も取り入れより῝い学びが得られるようか

かわった。 

 5） 看護研究指導 H25 年 4 月

～  

H27 年 3 月 

関西学研医療福祉学院（看護専任教員）にて、看

護研究（ケーススタディ）指導にあたった。実習

中の自身の看護をふりかえり 

 5) 「小児看護学概論・小児看護学援助論」教

育実践 

H28 年 4 月

～  

H29 年 3 月 

奈良学園大学（助手）にて、講義・演習の補助的

指導を行った。  

 6）「小児看護学実習」教育実績  H28 年 9 月

～  

H29 年 3 月 

奈良学園大学（助手）にて、小児看護学実習指導

を行った。 

 7) 「基礎看護技術Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」教育実績 H29 年 4 月

～  

H30 年 3 月 

奈良学園大学（助手）にて、主に看護技術演習の

指導を行った。  

 8）「基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ」教育実績 H29 年 9 月 

H30 年 3 月 

奈良学園大学にて基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ実習指導

を行った。 

 9）「成人看護学援助論Ⅱ」教育実績 H30 年 4 月

～  

H31 年 3 月 

奈良学園大学にて、成人看護学援助論Ⅱ、全 15 コ

マのうち、ᚠ環ჾ機能障害患者の看護と慢性⭈⮚

病患者の看護の 2コマを担当した。 

 10）「基礎演習Ⅰラーニングスキルズ」 

  教育実績 

H30 年 4 月

～  

H30 年 7 月 

奈良学園大学にて、1年次生配当の基礎演習Ⅰラー

ニングスキルズ、全 15 コマのうちのうち、11 コマ

を担当した。（4回は統合実習のため交代） 

 11）「卒業研究」教育実績 H30 年 6 月

～  

H30年 10月 

奈良学園大学にて卒業研究Ⅱの研究指導を行っ

た。 

 12）「成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ」教育業績 H30 年 9 月

～  

H31 年 2 月 

奈良学園大学にて、成人看護学実習（Ⅰ・Ⅱ）指

導を行った。 

 13）「統合看護学実習（成人）」教育実績 H30 年 5 月

～  

H30 年 6 月 

奈良学園大学にて、統合看護学実習指導を行った。 

 14）「基礎看護学実習Ⅱ」教育実績 H30 年 5 月

～  

H30 年 6 月 

奈良学園大学にて、統合看護学実習指導を行った。 

 職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

 事項 年月日 概         要 

 １ 資格，免許   

 看護師免許（第 1396705 号）   H19 年 4 月  

 修士（学術） H29 年 3 月 放送大学文化科学研究科生活健康プログラム 

修士論文名：透析患者のᢚうつにソーシャルサポ

ートがえる影響と支援の在り方―医師、看護師、

ピアサポートに関する考察― 

看護－268



 事項 年月日 概         要 

 ２ 特許等   

    

    

 ３ 実務の経験を有する者についての特記事   

 1)  国家試験対策 WG メンバーとしての活動 H27 年 4 月 

 ～ 

H29 年 3 月 

奈良学園大学保健医療学部国試対策WGメンバーと

して確認試験の問題作成、模試の試験監╩などを

行った 

 2) FD 委員としての活動 H28 年 4 月 

 ～ 

H30 年 3 月 

H31 年 4 月 

 ～ 

現在 

奈良学園大学保健医療学部 FD 委員として、定期的

な研修の企画運営などを行った 

 3) 学生生活部会メンバーとしての活動 H30 年 4 月 

 ～ 

H31 年 3 月 

学生生活部会メンバー（3年次生担任）として保護

者᠓談会、卒業式、新入生ᐟἩ研修などに関する

活動を行った。 

 4）キャリア委員としての活動 H29 年 4 月 

 ～ 

H31 年 3 月 

キャリア委員として、就職説明会、就職ガイダン

ス、卒業生に対するウェルカムデーなどの企画運

営をおこなった。 

 ４ その他   

 
   

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
 単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（著書）      

1  2018 年看護師国家試験 

対策 要点がわかる 

出題傾向がみえる小

児看護学 

 共著 H29 年 11 月 ピラールプレス  看護師国家試験科目の「小児看護学」に

ついて、過去問を読み解くための要点を

まとめた。 

共著者：守本とも子（監修）、Ⱚ田ゆか

り、田場真理、瀬山由美子（編著） 

本人担当部分：目ᶆⅠ「子どもと家族を

取り巻く環境」「子どもの成長・発達」

「小児各期における健康増進のための

子どもと家族への看護」の部分の執筆を

担当した。 

2  2018 年看護師国家試験

対策 要点がわかる 

出題傾向がみえる成人

看護学（下） 

 共著 H29 年 11 月 ピラールプレス  看護師国家試験科目の「成人看護学」に

ついて、過去問を読み解くための要点を

まとめた。 

共著者：守本とも子（監修）、松浦純平

（編著）、大山ᮎ美、梶村郁子、田場真

理（著） 

本人担当部分：「内部環境調⠇機能障害

のある患者の看護」「ᒀ機能障害のあ

る患者の看護」の部分の執筆を担当し

た。 
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著書，学術論文等の名称 
 単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（学術論文）      

1  認知症高齢者を介護す

るፉ介護者の体験ー介

護生活の中で体験する

困難と、介護生活の支

えとなるものー 

 共著 H28 年 9 月 奈良学園大学紀要 5： 

67-79,2016.  

認知症高齢者である親の介護経験を有

するፉ介護者を対象に、介護の中で体験

する困難と介護生活の支えとなってい

るものについて半構成的面接を行った。

その結果、ፉ介護者が体験する困難とし

てࠓ親の現状を受けṆめる難しさࠔなど

㸵つのカテゴリーが、介護生活を続ける

中で支えになるものとしてࠓ変わってゆ

く親を共有できる存在ࠔなど４つのカテ

ゴ リ ー が 見 い だ さ れ た 。 

共著者：上山智恵子、田場真理、守本と

も子  

本人担当部分：半構成的面接によるデー

タ収集および、コーディング、カテゴリ

ー化を行った。 

2 外来透析患者の服薬コ

ンプライアンス不良に

⮳る因子の検討 （査読

付）  

� 

 単著 H29 年 3 月 日本医療福祉情報行

動学研究 4:25-30, 

2017.  

外来透析患者の服薬コンプライアンス

不良に⮳る因子について、薬物に関する

知識や理解度のか、視力障害や指先の

動きなど身体的側面の影響、ストレスな

ど心理・精神的側面の影響、そして薬物

管理に関する家族のサポート状況など

社会的側面の影響など軽 11 項目につい

て検討した。その結果、服薬コンプライ

アンス不良に⮳る因子としては、患者の

服薬に対する意識の低さが最も影響す

ることが明らかとなった。 

3  透析患者のᢚうつにソ

ーシャルサポートが

える影響と支援の在り

方―医師、看護師、ピ

アサポートに関する考

察―（修士論文） 

 単著 H29 年 3 月 放送大学修士論文 透析患者のᢚうつに対する効果的な援

助について示၀を得るため、ソーシャル

サポートとしての医師・看護師・（患者

௰間）ピアの援助について検討した。そ

の結果、透析患者のᢚうつを軽減させる

ために効果がある援助とは、身体症状を

改善させるための看護師からの保健情

報の提供であることが明らかとなった。 

4  看護師のサポートが透

析患者のᢚうつにえ

る影響（査読付） 

 共著 H30 年 8 月 日本⭈不全学会誌 20

（2）,74-84,2018. 

看護師のサポートが透析患者のᢚうつ

にえる影響について明らかにし、透析

患者のᢚうつに効果的な看護師のサポ

ートについて検討した。結果は、透析患

者がᢚうつになる最大の原因は身体症

状の悪さであり、それを自己管理により

軽減させるための看護師の保健情報提

供的サポートが、身体症状を改善させる

ことで精神面であるᢚうつを軽減する

効果があることが示၀された。 

共 著 者 ： 田 場 真 理 、 井 出 訓 

本人担当部分：研究計画・実施・分析・

論文作成、ᢞ稿を行った 
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著書，学術論文等の名称 
 単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

5 Support for Decision 

-making Regarding 

Continuing or Sus- 

pending Terminal- 

Stage Dialysis.  
（査読付） 

 共 著

  

H31 年 3 月 Japan Information 

and Behavior Science 

for Health and 

Welfare, 6,13-19, 

2019. 

透析患者の終ᮎ期透析の意思決定支援

について示၀を得るため終ᮎ期透析に

対する透析患者の思いを質的量的に分

析した。量的データからは、透析患者の

多くは自らのṚについて考えたり、医療

者や家族と話合いをしていないことが

明らかとなった。また質的データから

は、透析患者には生への希望がある一方

で家族への遠慮により延へのㅉめが

あることが明らかとなった。しかしなが

ら、尊ཝṚへの㢪いは共通しており、最

期まで自分がどのように生きたいかを

医療者・家族としっかり話合いの場を持

てるよう調整することが重要であるこ

とが示၀された。 

共 著 者 ： 田 場 真 理 、 守 本 と も 子 

本人担当部分：研究計画・実施・分析・

論文作成、ᢞ稿を行った 

6 認知症⾼齢者と家族の

生活支援への検討 ―

認知症高齢者の気にな

る行動の分析より― 

  （査読付）  

 

 共著 H31 年 3 月 医療福祉情報行動科

学 研 究 ,6,55-63, 

2019. 

認知症高齢者家族の支援を検討するた

め、認知症高齢者の気になる行動を中心

に、認知症高齢者と家族の抱える問題を

インタビューより明らかにし、KJ 法に

より分類した。その結果、認知症高齢者

と家族の抱える問題は「ものᛀれ」「ᛣ

りっࡱい」「ἥの問題」など 8つの問

題に分類された。これらの問題はいずれ

も生活問題としてそれなりに重要では

あるが、なかでも「ᘝᘚ」は家族が抱え

る最も困難な事象であることが明らか

となった。また、これらの問題はいずれ

も認知症という疾患に起因するもので

あることから、介護者の精神的負担を軽

減するためには、認知症という疾患の理

解を促すことが重要であることが示၀

された。 

共著者：守本とも子、田場真理、川口ち

づる、新谷奈苗、永岡裕康 

（学会発表）      

1 透析室における患者満

足度調査―患者の声

から現状の問題点と

課題について考える

―  

 

  H24 年 2 月 奈良県医師会透析部

会（奈良県医師会透析

部会誌 18:1,92.）  

外来透析患者に対し、᪤存の透析患者用

満足度尺度を用いて看護師に対する満

足度を測定した。その結果、態度に関す

る満足度は高かったが、患者自身が⑊痛

を伴う✸่技術に関する満足度は低い

ものであることが明らかとなった。共同

発表者：田場真理、米澤麻理、森村美保 

本人担当部分：研究計画・実施・分析・

論文作成・発表を行った 
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著書，学術論文等の名称 
 単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

2 透析患者のᢚうつに対

する看護の実態 

 共著 H31 年 3 月 日 本 看 護 研究 学 会 

第 32 回近␥・北㝣地

方会学術集会（ 福

井） 

透析室で勤務する看護師が、日常的に患

者のᢚうつ症状についてどの程度観察

を行っているか、その実態について明ら

かにした。結果は、経験豊富な看護師で

さえも、とんど観察できていないこと

が明らかとなった。 

発 表 者 ： 田 場 真 理 、 石 ᇉ 恭 子 

本人担当部分：研究計画・実施・分析・

論文作成・発表を行った 

（その他雑誌）      

1  終ᮎ期透析についての

意識と実態調査報告書  

 

 共著 H28 年 3 月 NPO 法人奈良県⭈友会

発行雑誌ばんび春号. 

3-12,2016   

外来透析患者とその家族を対象に、終ᮎ

期透析についての意識と実態を調査し

た。その結果、意思決定能力のあるうち

に、自身の終ᮎ期医療について書面で提

示 しておきたいと考える患者が⣙半

数、そうしてもらいたいと考える家族は

半数いることがわかった。しかしなが

ら、医療者とそういった話し合いの場

は、とんどもたれていない現状が明ら

かとなった。        

共 著 者 ： 田 場 真 理 、 守 本 と も 子 

本人担当部分：研究計画・実施・分析・

論文作成、ᢞ稿を行った 

（講演）      

1 奈良県⭈友会女性部会

での講演 

  H28 年 7 月  ⭈⮚病患者会である NPO 法人奈良県⭈

友会より依頼があり、終ᮎ期の維持透析

と事前指示書に関する講演を行った。

（ 桃谷ᴥ）  

2 奈良県⭈友会北和地域

健⭈会での講演  

  H30 年 2 月  NPO法人奈良県⭈友会（北和地域⭈友会）

より依頼があり、「豊かな人生の総仕上

げのために－自らの人生の先に思いを

㥅せて語り合おう－」のテーマで新年の

つどいの講演を行った。（ 生㥖市༡

コミュニティセンターせせらࡂ） 

3 奈良県⭈友会北和地域

健⭈会での講演  

  H31 年 2 月  NPO法人奈良県⭈友会（北和地域⭈友会）

より依頼があり、「ᐷたきりにならない

ための日常生活で気をつけること」のテ

ーマで新年のつどいの講演を行った。

（ 生㥖市福祉センター）  

（学会等への㈉献）      

1 日本サーモロジー学会

学術集会第 33 回大会 

  H28 年 6 月  奈良市（奈良学園大学）で開ദされた第

33 回日本サーモロジー学会学術集会の

実行委員を担った。 

2 奈良県⭈不全看護研究

会世話人 

  H30 年 4 月 

  ～ 

 現在 

 日本⭈不全看護学会の下部組織である

奈良県看護研究会の世話人として、研究

会の管理運営（年 2回の研究会）を行っ

ている。 
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年月日

平成19年4月～平
成27年3月

平成27年4月～平
成30年3月

平成30年4月～現
在に⮳る

奈良学園大学 保健科学部 看護学科において、1ࠉ
年次配当「基礎演習Ⅰ」（共通教育科目、1年時配
当、半期、必修1単位）では、予習としてポイント
個所をまとめ授業前に発表する形をとっている。3
年次配当「精神看護学援助論」（専門科目、3年次
配当、半期、必修2単位）においては、授業後にポ
イントをノートにまとめ、授業最終日に提出する
ようにしている。これらにより、単位習得試験以
外において、最低限、授業内容についてまとめ考
える機会を設けることになっている。

別記様式第４号（その２）

研 究 分 野

看護学、心理学

教 育 研 究 業 績 書

令和2年3月31日

氏名ࠉ西出ࠉ㡰子

研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

自己心理学、共感、 患者ー看護師関係、相互作用

概 要

教育方法の実践例ࠉ１

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項

１）通信制教育でのレポート添๐における工夫 神戸常┙大学▷期大学部看護学科通信制課程のࠉ
講師として担当の「精神援助論」（専門分野Ⅱ、
必修2単位）「精神看護学演習」（専門分野Ⅱ、必
修１単位）において、通信制システムを通して、
」数の課題項目に従ったレポートが送られてく
る。学生の理解力に応じたコメントの工夫とし
て、理論の⡆␎的な解説やレポートの書き方や考
え方の筋㐨、具体例等、学生のレポートにワード
の校閲機能を用い、学生の記述の文脈の中でコメ
ントを返すように心がけた。学生からの感想とし
て、「㌑いているところ等のポイントでコメント
をもらい、わかりやすかった」等の評価を得た。

２）課題・レポートの活用 神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師としてࠉ
担当の「精神看護学概論」（専門分野、１年次配
当、半期、必修１単位）「精神看護特性論」（専
門分野、２年次配当、半期、必修１単位）「精神
援助論」（専門分野、３年次配当、半期、必修２
単位）において、次回の講義内容の予習として、
他の科目で習得した内容が講義内容と関連する場
合、レポートにまとめたうえで受講する形をとっ
ている。例えば、講義内容が「向精神病薬の作
用に対する援助」であれば、解๗学・生理学等で
᪤習した㗹体外路や交感神経の作用について、
有害反応の根拠となる基本をレポートにまとめ、
授業にᣮむようにしている。「精神看護学概論」
や「精神看護特性論」は、「精神援助論」につな
がる基本をおさえているので、᪤習した内容が
「精神援助論」の授業内容に関連する場合、᪤習
の知識をレポートとしてまとめた上での受講とし
ている。定期試験において、レポートと関連させ
た内容のところは正答率がやや高い結果となって
いる。学生の意ḧのᕪはあるが、᪤習得の授業内
容とリンクさせ学生にまとめさせることによっ
て、授業に向かう動機付け及び㡰序立てた理解に
つながると考えられる。
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平成30年4月～現
在に⮳る

平成19年4月～平
成27年3月

平成21年4月～平
成27年3月

平成23年4月～平
成27年3月

CNSコースのࠉ奈良学園大学大学院看護学研究所ࠉ
精神看護学演習Ⅰ・Ⅱ（専門科目、半期、各2単
位）において、授業内容に応じたテーマで日頃の
看護実践場面をまとめたものを持参してもらい、
授業素材とし、実践に応じた助言を行っている。

神戸常┙大学▷期大学部口⭍保健学科の専門科ࠉ
目
「こころとṑ科衛生ケアプロセス」（2年生ࠉ⣙90
名それࡒれABクラスに分けて行った）において、
演習形式で行った。人を理解するための理論と、
様々な対象者と関係を築くための基本的な知識を
学習し、医療現場に適したコミュニケーションを
実践できる能力を身につける。対象者の心を様々
なゅ度から理解する意味について解説。演習とし
て、話をきく基本ጼໃについて学生同士、意識を
してロールプレイをする。好ましい態度と好まし
くない態度。ṑ科衛生士と患者の関係性の中で生
じるགྷ介な問題について事例を用いて解説。人を
理解するための心理学の理論や障害のある患者の
概説。演習でṑ周疾患患者（成人）と高齢者の患
者の2事例で、対象理解とコミュニケーション方法
についてグループワークをし、考える場を設け
た。

神戸常┙▷期大学神戸常┙大学▷期大学部看護ࠉ
学科通信制課程ࠉ専任講師の講師「精神看護学実
習」（専門分野Ⅱ、必修１単位）において、帰納
的学習法をとっている。2日間の見学実習の後、3
日間のスクーリング授業を行う。見学した内容を
スクーリングで援助の根拠づけを行い、さらに内
容を῝化させていく帰納的学習法を実施してい
る。スクーリングでは講義やグループワーク、個
別指導等の方法をとる。グループワークでは見学
したことについて、対象理解や援助方法、治療的
環境という観点で話し合い理解を῝めていく。ま
た、学んだことを統括するために、看護過程をイ
メージできる事例（発症から入院～退院後の経過
を追った事例）を選択し、精神状態のアセスメン
トをしながら患者の内的体験のイメージを⭾らま
せ、精神看護の基本的なጼໃを患者の自我を支え
るという視点でおさえる。また、2日間の病院実習
ではなかなか機会が得られない退院支援について
は、DVDや新聞の切抜きなどを活用し、そのつど学
生に問いかけながら理解を求める。授業終了後の
アンケートでは、レポート学習から見学したこと
まで、すべてがつながる内容だったと評価を得て
いる。

３）演習・実習の効果的な活用

非常勤講ࠉ兵庫県立総合衛生学院ṑ科衛生学科ࠉ
師「ヘルスカウンセリング」（2年生45ࠉ人クラ
ス）において、行動の変容をはかるということと
カウンセリングの関係性についての概説。心理学
の視点から人の心について理解したうで、傾聴の
基本ጼໃ、関係性から生じるགྷ介な問題（㌿移・
㏫㌿移）、医療現場でのコミュニケーションの流
れについて説明する。授業開始前に臨地実習で実
際の患者とのコミュニケーション場面のプロセス
レコードを課題とし提出、その中からいくつかの
場面を抜⢋し、患者の話す言葉の意味や対応を考
える。グループワークで事例検討を行い、対象理
解とコミュニケーション方法について考え、ロー
ルプレイを行う。授業後の感想で、学生の実際の
実習場面でのプロセスレコードを教材として用い
るため、学生の関心が高まったという内容が多く
聞かれた。
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平成27年4月～平
成30年3月

平成30年4月～現
在に⮳る

平成27年4月～平
成30年3月

奈良学園大学保健医療学部看護学科において3年ࠉ
次配当、「精神看護学援助論」（専門科目、3年次
配当、半期、必修2単位）ペーパーペイシェントを
用い、情報の収集の仕方、収集した情報の記録の
仕方、アセスメント方法と看護援助の導き方につ
いて、㡰次一緒に記録用紙に書き込みながら解説
し、そのうえで、別事例（ペーパーペイシェン
ト）で情報の収集からアセスメント、援助の方向
性までグループで検討しながら展開をはかる。自
分で思考したうえでグループで検討しあうこと
は、思考過程を広げ῝めていくことができると考
える。

４）視聴覚教育技術その他教材の利用 神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師としてࠉ
担当の「精神看護学概論」（専門分野、１年次配
当、半期、必修１単位）「精神看護特性論」（専
門分野、２年次配当、半期、必修１単位）「精神
援助論」（専門分野、３年次配当、半期、必修２
単位）において、精神障がい者の生きづらさや苦
悩について、理解をはかるためにドキュメンタ
リーのDVDを活用している。「精神看護学概論」で
は、ᫎ画「精神」から統合失調症の女性のヒスト
リーを語る場面を視聴、後に解説をすることで、
成育歴や生活環境が患者の精神状態や心理にいか
に影響を及ࡰすのかについて理解を図る。「精神
看護特性論」では、自㛢症の患者のDVDを用い、障
害の特性や苦悩の理解を図る。「精神看護特性
論」と「精神援助論」では、COMHBO地域精神保健
福祉機構の作成するDVDを用い、SSTや訪問看護、
心理教育など地域で暮らす障がい者の様々な治療
やサポートについて患者の心理のᥥ写とともに理
解を図る。後の感想・評価からは、いずれも精神
障がい者に対して、共感的にイメージ化が図れて
いる一助となっていることがわかる。

神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師としてࠉ
担当の「精神援助論」（専門分野、３年次配当、
半期、必修２単位）において、IBL(inTuiry-based
learning)方式のアクティブラーニングとロールプ
レイングを導入している。IBLは、ձ目的にἢった
事例を作成 （統合失調症、うつ病性障害等）②事
例から数行の情報が入ったパートを３から４作
成。パートごとに㸺事実㸼㸺௬説㸼㸺必要な情報
㸼㸺調べる項目㸼に分けて進行していく。㸺調べ
る項目㸼では学生が次回の授業までに分担して調
べる。ճ②に続くグループワークでは、ձで作成
した事例を学生に提示し、病院実習で用いる記録
用紙に情報を記入、治療薬について調べ、精神の
アセスメント、セルフケア項目㡰にἢってのアセ
スメント、全体図、看護計画を作成していく。մ
ճで作成した看護計画をロールプレイングで実施
する。また、ロールプレイングでは他に「かかわ
りを拒⤯する患者」や「幻覚のある患者」等、病
院実習でよく㐼㐝する場面を設定し行っている。
IBL方式の少しずつの情報提供は、病院実習での情
報のとり方を想定し、少しずつイメージを⭾らま
せ、患者に問いかけられるようにと言う意図も含
み行っている。学生からは、この方式に㥆ᰁめな
い者もいるが、情報から、考えを進めていく筋㐨
がわかるとの評価ももらっている。ロールプレイ
ングでは、患者ീのイメージをᥗむのが難しく、
方向のコミュニケーション効果までは望めない
が、「このような場面に㐼㐝した時はどうすれば
いいのか」と意識することにはなっていると思わ
れる。
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平成30年4月～現
在に⮳る

平成30年4月～現
在に⮳る

平成19年4月～平
成27年3月

平成27年4月～平
成30年3月

平成30年4月～現
在に⮳る

奈良学園大学保健医療学部看護学科において担ࠉ
当の1年次配当「基礎演習Ⅰ」（共通教育科目、1
年時配当、半期、必修1単位）では、ࢮミ形式に
て、常時問いかけと発言を⧞り返し行っており、
学生が自分の考えを発言する機会を多く持つよう
にしている。3年次配当「精神看護学援助論」（専
門科目、3年次配当、半期、必修2単位）において
は、講義形式の際は発問を取り入れ、演習の際に
は、ᕠ回し、質問ができる環境を整えている。

奈良学園大学保健医療学部看護学科にて「精神ࠉ
看護学援助論」（専門科目、3年次配当、半期、必
修2単位）で、ᢠ精神病薬の有害反応や、㛢㙐病棟
のイメージ化を図るためにドキュメンタリーのᫎ
ീを活用している。また、妄想や幻覚などの病的
体験のイメージを広げ共感的理解の促進を図るこ
とを目的に、当事者グループが作成した妄想幻聴
かるたを活用している。

奈良学園大学大学院看護学研究所ࠉ精神看護学特
論Ⅳ・精神看護学演習Ⅱ（専門科目、1年次配当、
後期、各2単位）でSSTの実践について、流れやポ
イントを理解するためにDVDを活用している。

５）方向授業の実践 神戸常┙▷期大学神戸常┙大学▷期大学部看護ࠉ
学科通信制課程ࠉ専任講師の講師「精神看護学実
習」（専門分野Ⅱ、必修１単位）では、2日間の見
学実習の後、3日間のスクーリング授業を実施す
る。スクーリングでは講義やグループワーク、個
別指導等の方法をとる。グループワークでは見学
したことについて、対象理解や援助方法、治療的
環境という観点で話し合い、話し合ったことを発
表する形ですすめている。グループワークに適度
に入り、質問や助言を行うことや、その後の発表
では各グループの発表直後に質問や助言をしてい
る。その後のレポートから、その場その時のやり
とりは、学生に理解の῝まりや広がりにつながっ
ていることが読み取れる。

神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師としてࠉ
担当の「精神看護学概論」「精神看護特性論」
「精神援助論」において、講義形式をとる場合、
適宜発問をし、周囲の学生と２分ど話し合い、
意見を発言してもらう。これらを1回の授業で4回
～5回設けることで、学生の注意をႏ起し、居╀り
が減る傾向にある。

神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師としてࠉ
担当の「健康支援実習Ⅲ（精神）」（専門分野、
３年次配当、半期、必修２単位）では、8日間の病
院実習と半日の学内実習を行っている。病院での
実習と学内実習では、学生に付き添い、対象者の
背景から読み取る理解やコミュニケーションを通
しての理解、精神状態や心理状態の把握、コミュ
ニケーションの取り方や実施した援助についてな
ど、その場その時に応じた質問や助言を行ってい
る。実習学生から返ってくる内容や感想、提出物
の内容の充実さから効果が認められる。
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平成30年4月～現
在に⮳る

平成19年4月～平
成27年3月

平成27年4月～平
成30年3月

平成30年4月～現
在に⮳る

平成30年4月～現
在に⮳る

奈良学園大学大学院看護学研究所ࠉ精神看護学特
論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・精神看護学演習Ⅰ・Ⅱ（専門
科目、1年次配当、半期、各2単位）では、理論や
知識の説明後、臨床経験を有する学生の現場での
体験を話してもらいながら関連付けて授業を進め
ている。

奈良学園大学保健医療学部看護学科において1年ࠉ
次配当の「基礎演習Ⅰ」（共通教育科目、1年時配
当、半期、必修1単位）では、少人数の中でさらに
グループに分け、テーマに応じてディスカッショ
ンする時間を」数設けている。その時の⣙᮰事と
して、相手の意見を✚ᴟ的に聞く・否定しない・
話の⭜をᢡらないなどを設け、自分の考えを発言
し、他者に受け入れてもらえる体験を強化してい
る。3年次配当「精神看護学援助論」（専門科目、
3年次配当、半期、必修2単位）においては、幻聴
妄想かるたをグループで行った後、患者の気持ち
の推測や、ఝたような体験、どう関わると安心で
きるかについて討議し、理解を῝める機会として
いる。また、ペーパーペイシェントの演習を通し
て、根拠を相手に伝えながら、グループで一つの
ものをまとめていくことを≺いとしている。自分
の意見も主張しつつ、他者の考えも受け入れる態
度を学習する機会としている。

奈良学園大学大学院看護学研究所ࠉ精神看護学特
論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・精神看護学演習Ⅰ・Ⅱ（専門
科目、1年次配当、半期、各2単位）では、社会で
自立し仕事をしている者同士のディスカッション
を通して、さらに建設的な学びになるように時に
は、教員はファシリエータの役割を担いながら、
ディスカッションを促進する。

㸵）ディスカッションの導入 神戸常┙▷期大学神戸常┙大学▷期大学部看護学
科通信制課程ࠉ専任講師の講師「精神看護学実
習」では、3日間のスクーリングは主にグループ
ワークのディスカッションですすめられていく。
学生の年齢層が20代後半から60ṓ代までᖜ広く、
人生経験も豊かなため、ディスカッションも活発
である。ただし、個性も豊かで、他者の発言を聞
き入れられなかったり、内容に೫りが見られるこ
ともあり、適宜介入が必要である。

神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師としてࠉ
担当の「精神看護特性論」「精神援助論」におい
て、隔離・ᣊ᮰について“人ᶒを守る”というこ
とはどういうことなのかについてディスカッショ
ンをしている。ディスカッションをすることで精
神障がい者の人ᶒを守る意義について意識化を図
る。また、精神状態やセルフケアのアセスメント
をする際、まずグループで事例を用いて討議する
ことからはじめ、個人作業に移行させている。グ
ループによっては、討議までにはなかなか⮳れ
ず、発言する者にグループが引っ張られる傾向も
見られるが、学生同士が質問し教え合う場には
なっている。
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平成27年4月～平
成30年3月

平成27年4月～平
成30年3月

平成27年4月～平
成30年3月

平成30年4月～現
在に⮳る

平成30年4月～現
在に⮳る

平成27年4月～平
成30年3月

神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師としてࠉ
担当の「精神看護学概論」「精神看護特性論」
「精神援助論」において、㍈となる理論について
は、小テストを実施し、理解の定着を図ってい
る。小テストの項目としては自我防衛機制、エリ
クソンの発達論、精神の症状、薬の有害反応、
ブロウとトラベルビーの関係性の進度等がある。
これらの知識を臨地実習において活用しているこ
とから、⧞り返しの学習効果によるものと考えら
れる。

㸶）小テストの活用

奈良学園大学保健医療学部看護学科において1年ࠉ
次配当の「基礎演習Ⅰ」（共通教育科目、1年時配
当、半期、必修1単位）では、グループで話し合っ
た内容を模造紙やパワーポイントを活用して、プ
レࢮンテーションを行っている。学生は、初めて
体験するものも多いが、グループで要点をまと
め、分担しながら行っている。3年次配当「精神看
護学援助論」（専門科目、3年次配当、半期、必修
2単位）においては、グループワークの成果である
看護過程の経過と援助の方向性について、決めら
れたパワーポーンとのᯛ数内と制限時間内で発表
をしている。制限のある中で、メンバーが協力し
合い、おのおののマンパワーを生かしつつ成果を
発表する場は、学生にとって達成感を得、自信を
得る機会となっている。

精神看護学ࠉ奈良学園大学大学院看護学研究所ࠉ
特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（専門科目、半期、各2単位）にお
いて、授業内容について、あらかじめ各自で調べ
プレࢮンテーションを行うことで、主体的な授業
参加、学習となっている。

神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師としてࠉ
担当の「健康支援実習Ⅲ（精神）」において、実
習の最終日に各実習病棟ごと（1クール：１㸮～１
㸶名、１病棟３～㸴人、実習病棟は２～４病棟）
に各病棟の紹介と実習で看護展開をした2事例を取
り上げ、援助の流れと学び・感想を模造紙にまと
めて発表している。プレࢮンテーションを通し
て、他病棟での実習内容を共有することで学びの
ᕵを広げている。実習最終日でもあり、様々な思
いを抱く中、プレࢮンテーションに対する内容の
質・応答、感想などの発言も比較的活発であ
り、主体的な参加が認められる。

神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師としてࠉ
担当の「課題別総合実習」（専門分野、４年次配
当、半期、必修４単位）において、実習を終えた
後、実習病院で全実習病棟の看護部長・師長・指
導者・かかわりのあった看護師に向けて、パワー
ポイントを用い、実習の成果を発表し、評価を受
ける。自己の成果について実習病院で発表し評価
を得ることは、学生にとって⥭張度も高いが、ま
た達成感も大きく、その後の自信につながってい
くと考えられる。

㸶）プレࢮンテーションの導入 神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師としてࠉ
担当の「精神看護特性論」において、他の授業で
᪤に授業を受けた発達課題についてグループでま
とめ、発達段階ごとにプレࢮンテーションを行
う。また評価は、各グループの成員同士が互いの
グループワークの参加度について５段階で評価
し、平常点として加算することにしている。と
んどの学生が４～５の評価をしており、グループ
ワークの参加に対する意ḧが高いと考える。
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平成30年4月～現
在に⮳る

平成19年4月～平
成27年3月

１）各授業、レジュメを作成し配布する。 神戸常┙▷期大学神戸常┙大学▷期大学部看護ࠉ
学科通信制課程の講師として担当の「精神看護学
概論」（専門分野Ⅱ、必修１単位）「精神看護学
実習」のスクーリングにおいて、講義の要点の理
解と、復習に活用するために、授業のアウトライ
ン及びポイントを1回ごとに作成し、そのプリント
を毎回の授業で配布している。内容は、」数のテ
キストから一部抜⢋しまとめたものや、また対象
を理解するための理論については、精神分析関連
（フロイト・コフート等）の本の一部をまとめた
もの、傾聴や共感の意味などについては、教員の
様々な経験を統合し、文章化したものを使用。実
習スクーリングでは、社会福祉に関する文献や新
聞の切り抜き等を活用し、実際の場面に近い形の
内容になるように心がけた。授業後には、ポイン
トがわかりやすいなどの感想を得ている。

作成した教科書，教材ࠉ２

奈良学園大学保健医療学部看護学科において3年次
配当「精神看護学援助論」（専門科目、3年次配
当、半期、必修2単位）においては、精神看護学の
重要な内容の授業が続く、内容は多ᒱにわたり、
その都度の予習復習が求められるが、この時期、
他科目も同じように進行しているため、学生は学
ぶことが多く、能力を㉸えるものも多い。小テス
トをこまめにすることで、要所要所でいやおうで
も、振り返り学習機会を持つことで、ポイントは
ᢚえられると考える。
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平成27年4月～平
成30年3月

平成30年4月～現
在に⮳る

平成19年4月～平
成27年3月１）ࠉ神戸常┙大学▷期大学部看護学科通信制

課程における教育実績

神戸常┙大学▷期大学部看護学科通信制課程の専
任教員（講師）として、以下のような科目を担当
した。

神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師としてࠉ
担当の「精神看護学概論」「精神看護特性論」
「精神援助論」において、講義の要点の理解と、
復習に活用するために、授業のアウトライン及び
ポイントを1回ごとに作成し、そのプリントを毎回
の授業で配布している。「精神看護特性論」「精
神援助論」では、精神状態のアセスメントについ
ては他の授業で㥆ᰁみがなくイメージしにくいこ
とを受け、DVDで視聴した事例について、学生が考
えた後に、教員が精神状態をアセスメントしたプ
リントを配布し、比較し考えるようにしている。

奈良学園大学保健医療学部看護学科において1年ࠉ
次配当の「基礎演習Ⅰ」（共通教育科目、1年時配
当、半期、必修1単位）では、レポートの書き方、
要⣙の仕方のところで、朝日新聞の天声人語を学
生が興味を持ちやすいと思われるテーマを8つど
選び教材を作成した。その中からさらに、学生が
選び、グループで内容の精読や要⣙を行ってい
る。3年次配当「精神看護学援助論」（専門科目、
3年次配当、半期、必修2単位）においては、毎回
講義内容のポイントをまとめ配布している。

１）なし

１）神戸常┙大学学生による授業評価 神戸常┙大学において平成２㸵年度に実施されࠉ
た学生による授業評価によると、「精神看護学概
論」では、授業内容 4.2, 授業方法 4.3, 学習成
果 4.2,  総合評価 4.5
「精神看護特性論」では、授業内容 3.4, 授業方
法 3.4, 学習成果 3.5,  総合評価 3.3
「精神援助論」では、授業内容 3.6, 授業方法
3.5, 学習成果 3.8,  総合評価 3.7であり、2年・
3年次の授業においては満足度が高いとは言えな
い。

教育上の能力に関する大学等の評価ࠉ３

その他ࠉ５

２）奈良学園大学保健医療学部看護学科におけ
る学生による授業評価

平成30年度は、授業最終日に評価表が間に合わず
行えていない。

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ４
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平成19年4月～平
成27年3月

平成19年4月～平
成27年3月

平成19年4月～平
成27年3月

平成19年4月～平
成27年3月

神戸常┙大学保健科学部看護学科の専任教員（講
師）として、以下のような科目を担当している。

「精神看護学概論」（平成19年4月～平成27年3
月）ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ神戸常┙大学▷期大学部看
護学科通信制課程の講師として担当の「精神看護
学概論」（専門分野Ⅱ、必修１単位）において、
精神の健康の基本的概念と精神看護の目的、精神
の機能、パーソナリティの発達と阻害要因、精神
障害の概説、援助の方法論、ストレスと対処行
動、精神医療と看護の歴史的動向や精神看護の役
割と課題についての概要の内容の授業を行った。
対象理解のために精神力動的視点で心理を推察す
ることや精神状態をアセスメントしていく方法
と、精神援助として傾聴・共感がどうして重要に
なってくるのか等、ドキュメントᫎ画「精神」の
DVDを視聴し、関連付けながら解説することで、精
神看護の概要を理解させる効果があった。

「精神援助論」（平成19年4月～平成27年3月）
神戸常┙大学▷期大学部看護学科通信制課程の講
師として担当の「精神援助論」（専門分野Ⅱ、必
修１単位）では、様々な精神障害の学習に加え
て、精神障害を有する人の精神機能上の問題やセ
ルフケアに及ࡰす影響について理解し、患者の苦
悩を理解したうえで、基本的な援助のありかたを
理解することを目的とした。テキスト学習でおさ
えるべきポイントを“学習の要点”として提示、
テキスト学習をしたうえでレポート課題に取り組
む。レポートの設題は、統合失調症・感情障害
（㨚）、施設症の患者の理解（疾患・治療・心
理）と看護援助に関する内容を設定した。添๐の
ポイントとして、テキストを丸写しにするのでは
なく、基本をおさえたうえで、障害の理解や解
釈、看護上の問題、障害からひきおこる患者の心
理状態等を推察したうえでの援助等、学生自身の
考察等を含むことを求めた。添๐と再提出を」数
回⧞り返すことによって、個人に合わせた進度で
理解が図れた。

「精神看護学演習」（平成19年4月～平成27年3
月）ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ神戸常┙大学▷期大学部看護
学科通信制課程の講師として担当の「精神看護学
演習」（専門分野Ⅱ、必修１単位）では、対象を
総合的に理解し、効果的な看護実践ができること
をねらいとし、レポート添๐による指導をおこ
なった。㸺統合失調症急性期㸼㸺感情障害（㨚）
㸼㸺アルコール依存症㸼の事例から設題を提示
し、テキストや文献を活用し、対象理解をすす
め、状況に合わせた根拠のある援助を考えさせ
た。添๐と再提出を」数回くりかえし、学生に応
じた理解をはかった。

ࠉ

「精神看護学実習」（平成19年4月～平成27年3
月）ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ神戸常┙大学▷期大
学部看護学科通信制課程の講師として担当の「精
神看護学実習」（専門分野Ⅱ、必修１単位）で
は、2日間の見学実習の後、3日間のスクーリング
授業を行った。見学した内容を、スクーリングで
援助の根拠づけを行い理解させていく帰納的学習
法を実施した。講義やグループワーク、個別指導
等の方法をとった。主にグループワークで見学し
たことについて、対象理解や援助方法、治療的環
境という観点で話し合った。これらを通して、精
神の病からひきおこる様々な生きづらさを抱える
患者の理解と援助、精神科病棟の特Ṧ性等、精神
看護についての理解を῝化させた。

２）神戸常┙大学保健科学部看護学科における
教育実績

看護－281



平成27年4月～平
成30年3月

平成27年4月～平
成30年3月

平成27年4月～平
成30年3月

平成27年4月～平
成30年3月

平成27年4月～平
成30年3月

「精神看護学概論」（平成27年4月～平成30年3
月）ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ神戸常┙大学保健科学部看護学
科の講師として担当の「精神看護学概論」（専門
分野、１年次配当、半期、必修１単位）におい
て、精神の機能と精神の健康・不健康に関する基
本概念、および様々な成長・発達段階にある人の
精神・心理状態を理解するための基礎的な理論の
概要、精神看護実践に活用する理論の基礎的知識
の内容の授業を行い、精神看護を支える基本的な
知識の修得をはかっている。

「精神看護特性論」（平成27年4月～平成30年3
月）ࠉࠉࠉ神戸常┙大学保健科学部看護学科の講
師として担当の「精神看護特性論」（専門分野、
２年次配当、半期、必修１単位）においては、ラ
イフサイクルにおける危機と心と精神の問題、精
神障害を有する人の精神機能上の問題や苦悩、セ
ルフケアに及ࡰす影響、各種療法と看護援助に関
する基礎的な知識、精神保健福祉施策の変遷や精
神障がい者に向けられる೫見の問題等を理解する
内容となっており、グループワークや演習等を行
い、医療・福祉・看護における現状の理解と課題
を意識化させている。

「精神援助論」（平成27年4月～平成30年3月）
神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師として担
当の「精神援助論」（専門分野、３年次配当、半
期、必修２単位）においては、精神ならびに身体
の病をもつ人を総合的に理解し、適切な看護援助
を組み立てる基礎的能力をᇵうことを≺いとした
内容となっている。講義・グループワーク・
IBL(inTuiry-based learning)方式のアクティブ
ラーニングとロールプレイング等の演習を通し
て、代表的な精神の病と生活への影響、精神の病
をもつ人に対する看護展開の基礎、精神の病をも
つ人と家族への看護援助の基礎、適切な社会資※
の活用を理解させている。また、リエゾン精神看
護の役割及び機能や精神看護における倫理につい
ての理解も図っている。

「健康支援実習Ⅲ（精神）」（平成27年4月～平成
30年3月）
神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師として担
当の「健康支援実習Ⅲ（精神）」（専門分野、３
年次配当、半期、必修２単位）では、一学生につ
き8日間の精神科病院での実習と半日の学内実習を
行っている。精神の病をもつ人を生物学的・心理
的・社会的側面から総合的に理解するとともに、
良好な治療的関係を構築し、セルフケアニードと
ストレングス視点に基づく看護実践能力の基礎を
ᇵうことを目的とした実習内容になっている。そ
の場その時に応じた指導内容によって、精神看護
の統合を図る効果がある。計14週/年の精神科病院
（急性期・回復期・慢性期）において学生指導を
行う。

「課題別総合実習」（平成27年4月～平成30年3
月）ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ神戸常┙大学の講師として担当
の「課題別総合実習」（専門分野、４年次配当、
半期、必修４単位）では、自己の課題を明らかに
し、課題を達成するために精神科病院での実習を
希望する学生が対象となる。学生自身が実習計画
を立て実習を行うことで、総合的な実践能力を高
め、自己のᑗ来の看護展開能力へとつなげる実習
となっている。13日間の病院実習と2日間の学内実
習から成り、病院実習最終日に成果を発表するこ
とでさらなる学習効果を得ている。
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平成27年4月～平
成30年3月

平成27年4月～平
成30年3月

平成23年4月～平
成26年9月

平成23年4月～平
成26年9月

平成18年4月～平
成30年3月

平成18年4月～平
成18年9月

平成19年4月～平
成20年3月

「カウンセリング」
兵庫県立総合衛生学院ṑ科衛生学科の非常勤講師
として担当の「カウンセリング」（2年次、14時
間）においては、医療現場でのコミュニケーショ
ンの流れ、心の理論、相互作用に関する理論、対
人援助技術についての内容の授業を行い、ロール
プレイや実習であらかじめとってきたプロセスレ
コードを活用し、対人援助技術の基本と応用を習
得した。

「看護研究」（平成27年4月～平成30年3月）
神戸常┙大学保健科学部看護学科の講師として担
当の「看護研究」（専門分野、４年次配当、通
年、必修２単位）では、研究方法の基礎力と研究
的態度を身につけることを目ᶆとしている。精神
看護学に関連する研究課題を選択した学生を対象
に、一緒に研究過程をたどることを通して論文を
まとめ上げ、目ᶆを達成している。

「こころとṑ科衛生ケアプロセス」（平成23年4月
～平成26年9月）
神戸常┙大学▷期大学部口⭍保健学科の兼担講師
として担当の「こころとṑ科衛生ケアプロセス」
（専門分野、2年次配当、半期、必修1単位）にお
いては、人を理解するための理論と、様々な対象
者と関係を築くための基本的な知識を学習し、医
療現場に適したコミュニケーションを実践できる
能力を身につける内容となっている。演習形式の
授業を通して、心のメカニズムを理解し、ṑ科衛
生ケアプロセスの場面に応じた対応能力を身につ
け、それを基礎に対象者、あるいはその支援者へ
の対応ができる基本が習得できた。

３）神戸常┙大学▷期大学部口⭍保健学科にお
ける教育実績

兵庫県立総合衛生学院ṑ科衛生学科の非常勤講師
として以下の科目を担当している。

神戸常┙大学▷期大学部口⭍保健学科の兼担講師
として、以下の科目を担当した。

４）兵庫県立総合衛生学院ṑ科衛生学科におけ
る教育実績

「カウンセリングの基礎」
兵庫県立総合衛生学院ṑ科衛生学科の非常勤講師
として担当の「カウンセリング論」（2年次、4時
間）においては、ṑ科衛生士として対象者を理解
するための基本的知識として、心を理解するため
の理論とコミュニケーション技術の基本知識につ
いての内容となっている。ロールプレイなどを用
いて対人援助技術の基本を習得した。

「看護活動基礎実習」（平成27年4月～平成30年3
月）ࠉࠉࠉ神戸常┙大学保健科学部看護学科の講
師として担当の「看護活動基礎実習」（専門分
野、1年次配当、半期、必修1単位）では、看護専
門職の実際の活動場面の見学実習を通して、看護
の対象と機能・役割について学ぶ内容となってい
る。実習形態の学習に不慣れな学生のフォロー
と、実習場面でのポイントをその場その時におさ
えながら実習を進めることで成果を得ている。

看護－283



平成21年4月～平
成28年3月

平成28年4月～平
成30年3月

平成30年4月～現
在に⮳る

平成30年4月～現
在に⮳る

平成30年4月～現
在に⮳る

平成30年4月～現
在に⮳る

「ヘルスカウンセリング」
兵庫県立総合衛生学院ṑ科衛生学科の非常勤講師
として担当の「ヘルスカウンセリング」（2年次、
14時間）においては、臨地実習前に行動変容とカ
ウンセリング技術の関係性、心の理論、相互作用
に関する理論、医療現場でのコミュニケーション
技術についての内容の授業を行い、実習後に学生
が実習でとってきたプロセスレコードを素材に、
演習を行う。これらのことを通して、人の心の成
り立ちと関係性についての理論的な観点をおさえ
た上で、実習で体験したケースから、関わり方の
基本と応用を習得した。

「健康心理学」
兵庫県立総合衛生学院ṑ科衛生学科の非常勤講師
として担当の「健康心理学」（2年次、4時間）に
おいては、オムニバスで演習部分を担当した。臨
地実習後に学生が実習中にとってきたプロセスレ
コードを素材に、対象者の思いに寄り添ったコ
ミュニケーションの理解を図った。

５）奈良学園大学保健医療学部看護学科におけ
る教育実績

奈良学園大学保健医療学部看護学科の専任教員
（助教）として、以下のような科目を担当してい
る。

「基礎演習Ⅰ」（ラーニングスキルズ）
奈良学園大学保健医療学部看護学科の講師として
担当の「基礎演習Ⅰ」（共通教育科目、1年次前期
配当、必修1単位）においては、1年生が大学の学
習に慣れ、4年間の大学生活を有意義に送るための
基礎を習得することを目的としている。講義ノー
トのとり方、文献資料の検索、学術的な文章の読
み方、グループワークの進め方などについてࢮミ
形式の演習を通じて学習する。慣れたグループの
中で、自分の意見を発言し他者に受け入れられる
体験を通して、自己発信する基礎的な力をᇵって
いる。

「精神看護学援助論」ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ奈
良学園大学保健医療学部看護学科の講師として担
当の「精神看護学援助論」（専門科目、3年次前期
配当、必修2単位）においては、他教員と分担・協
力して授業を展開している。様々な精神疾患や精
神障がい者を理解し、精神看護学の基礎的知識と
看護を学ぶことを目ᶆとしている。例えば、治療
的な患者ー看護師関係を成立させる方法、精神障
がい者の観察の方法と治療について、精神科医療
現場における身体合併症の看護について、精神症
状や問題行動とその援助について、精神科リハビ
リテーション及び地域におけるサポートシステム
の現状・課題について習得する。

「精神看護学実習」ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ奈
良学園大学保健医療学部看護学科の講師として担
当の「精神看護学実習」（専門科目、3年次後期配
当、必修2単位）においては、精神の健康上の問題
を有する人とその家族について、身体的・精神
的・社会的側面から総合的に理解するとともに、
治療的な関係を築き、精神看護における看護実践
能力の基礎をᇵうことを目的に精神科病院にて実
習を行う。実習時間中は実習場にて、その場その
時に応じて助言を行う。
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平成30年4月～現
在に⮳る

平成30年4月～現
在に⮳る

平成30年4月～現
在に⮳る

平成30年4月～現
在に⮳る

平成30年4月～現
在に⮳る

平成30年4月～現
在に⮳る

「精神看護学演習Ⅱ（精神看護理論、援助技術）
奈良学園大学大学院看護学研究科の講師として主
にSSTについて担当し、計画立案と模擬演習を行
う。

「精神看護学特論Ⅰ（歴史・法制度）」
奈良学園大学大学院看護学研究科の講師として主
にノーラマイࢮーションの概念と実際について担
当し、ࢮミ形式で各々の経験や調べてきたことを
交えながら建設的に話し合いをする中で進め、担
当以外はメンバーとしてࢮミに参加する。

「精神看護学特論Ⅱ（精神・身体状態の評価）」
奈良学園大学大学院看護学研究科講師として主に
心理機能評価・身体機能評価を担当し、ࢮミ形式
で各々の経験や調べてきたことを交えながら建設
的に話し合いをする中で進め、担当以外はメン
バーとしてࢮミに参加する。
「精神看護学特論Ⅲ（精神科治療技法）」ࠉࠉ奈
良学園大学大学院看護学研究科の講師として主に
治療技法（精神療法）について担当し、ࢮミ形式
で各々の経験や調べてきたことを交えながら建設
的に話し合いをする中で進め、担当以外はメン
バーとしてࢮミに参加する。

「精神看護学特論Ⅳ（精神看護理論、援助技
法）」ࠉࠉ奈良学園大学大学院看護学研究科の講
師として主にSSTについて担当し、ࢮミ形式で各々
の経験や調べてきたことを交えながら建設的に話
し合いをする中で進め、担当以外はメンバーとし
てࢮミに参加する。

「精神看護学演習Ⅰ（精神科治療技法）」ࠉࠉ奈
良学園大学大学院看護学研究科の講師として主に
カウンセリングの基本技法について担当し、各々
の実践による経験による検討や模擬演習をしなら
らすすめる。
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年月日

昭和60年5月9日

平成15年3月

平成16年3月20日

平成31年2月5日

昭和60年4月～平
成4年3月

平成4年4月～平
成9年3月

平成7年4月～平
成9年3月

平成12年10月～
平成16年3月

外科病棟主任看護師として勤務。病棟の年間目ᶆ
と月間目ᶆを師長とともに立て、目ᶆに向けての
具体案を考え実施した。病棟看護スタッフの教育
として学習会の計画と運営、他部門との連携、看
護スタッフ間のチームワークの向上など意識して
働きかけた。

１）公立学校共῭組合近␥中央病院看護師 ᚠ環ჾ・内科一般病棟に勤務。⒴を告知されたࠉ
終ᮎ期の患者と家族に対し、カウンセリング手法
を用いṚの受容過程を意識した援助を行う。心疾
患・⭈疾患・肝◳変・⢾ᒀ病に⨯患した患者とそ
の家族に対し、ケアリングを行い、病とともに生
活していくためにセルフコントロール力を強化す
るために心身のケアを行った。

外科病棟に勤務。ᾘ化ჾ・⫵・ங⭢等の⒴患ࠉ
者・家族に対して病期（その時の心身の状態）に
応じ、ケアリング理論を用いて関わった。患者・
家族がそれࡒれの不安をコントロールし、その人
らしく生活が送れるように支援した。また、肝・
⫹・⮅㏫行造影検査後に状態が悪化した患者と家
族に危機理論を活用し心理状態を把握しながら心
身のケアを行った。

２）伊市立㣴護学校に非常勤看護師として勤務 重症心身障碍児のケアにあたる家族や教員に対ࠉ
し、カウンセリング手法を用いて話を聴き、日々
生じる不安や葛藤等の対処について必要に応じコ
ンサルテーションを行った。

１）看護師免許証 第532000号

１）なし

３実務の経験を有する者についての特記事項

職務上の実績に関する事項

２）修士（人間文化学） ⏥子園大学大学院人間文化学研究科人間文化学専
攻ࠉ修了ࠉ人間文化学ࠉ修人第9号ࠉ論文題目「看
護師の共感性に関する認識と特徴」

３）臨床心理士資格認定 第11561号

４）公認心理師登録 第14522号

特許等ࠉ２

資格，免許ࠉ１

事項 概 要
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平成13年4月～平
成15年3月まで

平成13年4月～平
成16年3月まで

平成15年6月～平
成16年3月まで

平成16年4月～平
成25年3月

平成24年度～平
成27年度

㸴）医療法人ᮁ※会おおくまリハビリテーショ
ン病院（常勤3年間、非常勤5年間）

᱾ሰ・⬻出⾑発症後、ギランバレー症候群等⬻ࠉ
の回復期で後㑇症（ᅄ⫥麻⑷や失語等）からᢚう
つ状態、否認、強い悲Ⴣ反応等の心理的問題を持
つ患者と家族に対し、ベッドサイドやデイルーム
で対話やコラージュを用いた心理療法を行い、障
害を受容していく過程に寄り添った。JR福知山線
で㟁㌴事ᨾに巻き込まれリハビリを要する患者の
心的外傷に対して心理療法を行った。他には多⣔
統ⴎ縮症（難病指定）でᴟ度の起立性低⾑圧や全
身の筋力低下が著しく進行し悲Ⴣにくれる患者に
対し、対話で心理療法を行い生きる意味を模索し
た。外科病棟で医師・看護師から依頼のある⒴ᮎ
期でᢚうつ状態の患者に対して心理療法を行っ
た。医療スタッフ（看護師・理学療法士・作業療
法士・言語聴覚士・医療ソーシャルワーカー・医
師）に対し、心理的問題を持つ患者の精神・心理
状態についての情報提供や関わり方のコンサル
テーションを行った。職場に㥆ᰁめない新人ス
タッフや職場・家庭内で問題を抱えるスタッフに
対しカウンセリングを行った。

３）大阪市児童通所ルーム・パル指導員 不登校児童（中学生対象）の通う通所施設。不ࠉ
登校児童に対し精神分析的心理療法、⟽庭療法な
どの個人心理療法を行った。関係性の中で抱える
思いや感情を表出し、環境や自身に生じているこ
とを認識したうえで、対処方法について一緒に考
えた。また、集団療法としてSST（社会技能訓
練）、レクリエーション療法、作業療法等を通
し、児童が社会や他者との関係の中で生きࡠいて
いくための支援を行った。児童の中には発達障害
や境界性人格障害、のちに統合失調症を発症した
者も含まれ、関係性の中で個人の状況に合わせつ
つ強みに焦点を当てた援助を行った。

５）大北⪥㰯ဗႃ科ࠉ非常勤心理士

４）⏥子園大学大学院人間文化学研究科に在籍
（修士～研究生）

大学の発達・心理臨床センターにおいて情緒障ࠉ
害児（ᗂ児）を対象に1回1時間の枠組みで、プレ
イルームにおいて継続的にプレイセラピーを行っ
た。守られた空間で、セラピストとの関係性の中
で自由に表現し、相互作用の中で自己観を形成し
つつ情動を調⠇する術や関係性のとり方を成熟さ
せていった。また、生きづらさを抱えた成人を対
象に1回1時間の枠組みで心理療法を行った。

心身症（ႃがつまる、めまい、⪥㬆等）と医師ࠉ
が判断した患者でカウンセリングを希望する対象
者に1回/ 1～2週間1時間の枠組みで精神分析的心
理療法を行った。関係性の中で、感情の自覚と表
出を促し、自己の抱える葛藤や問題についての対
処を一緒に考え、振り返りを行った。

１）科学研究㈝助成事業（学術研究助成基金助
成金）基┙研究C（課題␒号：24593282）
研究代表者ࠉ武ࣘカリ
研究題目「在宅看護における対応困難事例、暴
言、暴力の現状と対策に関する研究」

在宅看護の臨床現場に特化した暴言、暴力に関す
る調査はまだ少なく、現状も明らかになっていな
い。本研究では在宅看護における暴言、暴力の発
生状況、対応の現状と、それらの発生する背景や
要因や対応困難事例について、明らかにした。困
難事例、暴言・暴力についての訪問看護師への個
別面接調査や訪問看護ステーションに対する㒑送
質問紙調査、グループ対話による困難事例の困難
に関する検討を行った。在宅看護におけるリスク
マネジメントや、療㣴者と家族に対する支援の在
り方について検討した。
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平成28年5月～平
成29年2月

平成19年4月～平
成27年3月
平成28年4月～平
成30年4月

平成19年4月～平
成26年3月
平成28年4月～平
成30年3月

平成24年4月～平
成26年3月

平成26年4月～27
年3月

平成27年4月～平
成30年3月

平成20年6月～12
月

㸶）公立学校共῭組合近␥中央病院においてラ
ダーⅢ研修の講師として「カウンセリング」の
研修会を行った。

公立学校共῭組合近␥中央病院の看護師教育ラࠉ
ダーⅢ研修において、対象理解のための理論と臨
床においての対人援助技術の基本についての講義
を行った。次に参加者に対応困難事例を用意して
もらい、患者ー看護師関係の視点で事例検討し、
スーパーバイズを行った。

３）FD委員会ࠉ委員 神戸常┙大学▷期大学部看護学科通信制課程在ࠉ
籍中と神戸常┙大学保健科学部看護学科におい
て、FD委員として活動を行っている。大学教職員
の能力開発を目ᶆとし、平成19年度から全教員に
向けて年２回の研修を行っている。平成28年度は
１．教育改㠉を進めようとする当大学の教職員の
理解を進めるために最近の教育改㠉の動向を文科
省の大学改㠉ᐁから聞く機会を企画する。
２．主体的かつ῝く志向する学生を育成するため
の教育技能を学ぶためにディープアクティブラー
ニングのワークショップを開ദする。
３．学科内のFD活動を計画的に進める
４．公開授業を促進し、教員相互の教育技法を向
上させるを目ᶆに進めている。学科内FDでは、全
体のディープアクティブラーニングのワーク
ショップの前に、学科内で活発にアクティブラー
ニングを行っている教員に依頼し、模擬授業を実
施、そのあとグループワークを行い、アクティブ
ラーニングの効果的な方法について検討を行っ
た。

４）国家試験対策委員会ࠉ委員 神戸常┙大学▷期大学部看護学科通信制課程在ࠉ
籍中と神戸常┙大学保健科学部看護学科において
国家試験対策委員をしている。看護師国家試験対
策として、学科教員の講ᗙや業者の模擬試験や講
ᗙを組み入れたプログラム作り、模擬試験成績の
振るわない学生へのフォロー、学生主体の学習会
のサポート等を行っている。平成27年度生の看護
師国家試験の合格率は95.1㸣であった。

５）第三者評価委員会ࠉ委員 神戸常┙大学▷期大学部看護学科通信制課程のࠉ
自己点検・評価報告書の作成に携わった。

㸵）入学試験の出題ࠉ看護学ࠉ委員 編入試ࠉ看護学科ࠉ保健科学部ࠉ神戸常┙大学ࠉ
験の精神看護学に関する問題を作成した。

２）常┙大学テーマ別研究助成金
研究代表者ࠉ西出㡰子
研究題目「在宅で生活する精神障がい者と家族
のストレングスに焦点を当てた支援方法の検討
― 訪問看護師のストレングスへの着目点とケ
アの成果 ―」

訪問看護師が在宅で生活する精神障がい者と家族
（以下、対象者とする）に対して行っているスト
レングス に着目した支援方法とその成果を明らか
にした。対象者を訪問する看護師に半構造化面接
を行い、得られた結果から意識化されず実施され
ているストレングスに着目した支援内容をカテゴ
リ化にて明らかにし、成果について検討した。

㸴）入試委員会ࠉ委員 兵庫県、京都府、賀県、関東地域等で入試広ࠉ
報を行った。また、受験生の書類審査、合否判定
の資料作成等を行った。神戸常┙大学▷期大学部
看護学科通信制過程において、学習から遠ࡊかっ
ていた学生が入学後すࡄにテキスト学習にとりく
めることを目的に入学前教育を行った。内容はテ
キストの活用の仕方、レポートの書き方、また、
模擬のレポート設題を設け、テキストを活用しレ
ポートをまとめていく過程について解説を行っ
た。参加は任意であったが、地方からも参加があ
り、参加率は70㸣と学生の意ḧの高さがうかがわ
れた。
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平成24年1月

平成24年4月～26
年3月

平成28年9月18日
～9月25日

平成29年1月～5
月

平成30年4月～平
成31年3月

平成30年4月～現
在に⮳る

１３）FD委員会ࠉ委員 奈良学園大学において『教育力をあげるようなFD
活動』をテーマに2回/年の研修会を企画運営に携
わった。8月日頃の指導の中での困難さや課題を出
し合い次回FDプログラム作成につなげるための
ワーク、3月コーチング

１４）人ᶒ教育研究推進委員会 奈良学園大学において、奈良県大学人ᶒ教育研究
協議会の企画する研修会に参加するとともに、1回
/年の研修会を企画運営する。30年度は「ハラスメ
ントを防Ṇするために」の企画運営に携わった。

１２）第2回ࠉ臨床精神看護学研究会ࠉ準備事
務ᒁ員

自己心理学はコフートが生み出した理論であࠉ
り、自己愛に問題を抱え（自己観の問題を抱え）
生活の中での生きづらさを体験する患者への精神
分析的アプローチの一つ。「現代自己心理学Ⅰ・
Ⅱ」では、自己心理学・間主観性理論・関係性理
論の考え方と臨床の中で活用する方法を学んだ。
クライエントとセラピストとの治療的な関係性の
中で、その場その時に生じている事象を捉え、目
指す方向性を定める指針となる理論について学ぶ
とともに各自の臨床事例を持ち寄り、グループ
スーパービジョンを受けた。この理論は患者―看
護師関係においても、関係性の㘽概念・アセスメ
ントと治療的なアプローチにおいて十分に活用で
きる理論である。
「フロイトの著作」では、神経症水準（不安障
害・ᜍᛧ症等）の患者の捉え方、治療的な関りに
ついて古典を理解し、自己心理学と比較しながら
ᕪ異を理解する内容となっていた。フロイトは一
者心理学であり、自己心理学は二者心理学といわ
れるが、そのᕪ異を理解することができた。

１１）イギリス研修旅行（トラウマ・イン
フォームドケア研修）に参加

医療法人寿栄会有馬高原病院主ദの研修旅行にࠉ
参加。イギリスを訪問し、認知症の方が利用する
施設・病院の視察を行い、またスウォンジー大学
で研修を受けた。認知症を患った方が利用する施
設や病院を見学し、トラウマ・インフォームド・
ケアの観点から日本とのᕪ異を認識し、よりよい
ケアのありかたについて考える機会を得た。患者
―看護師関係は平等であり、患者の意思と尊ཝが
最大限に守られる理念のもと物理的・人的環境が
作られていた。スウォンジー大学では当事者（て
んかん）から治療による有害反応から生活障害を
引き起こした体験や、治療のᘢ害をッえ発言する
場を確保する活動について話を聴いた。また、研
究者からはメンタルヘルスシステムが細分化され
すࡂ、ケアの評価が患者個人の思いや㢪いが重視
されず、数値のみに頼るᘢ害を明らかにしたうえ
で見直すための研究や、患者目線からみたケアの
評価の検討等の研究について聞く機会を得た。

㸷）ᮁ※会大㝰病院にて全職員対象の研修会の
講師として「クレーム対応」についての研修会
を行った。

１㸮）一般社団法人ࠉ日本精神分析的自己心理
学協会の運営する精神分析的心理療法家㣴成の
ための訓練研究所による通年の研修を受講
「現代自己心理学Ⅰ」「現代自己心理学Ⅱ」
「フロイトの著作」

有馬高原病院で開ദ予定。発ࠉ平成29年5月20日ࠉ
表会の運営と準備に関する役割を担う。

会大㝰病院にて全職員対象の院内研修会の※ᮁࠉ
講師として「クレーム対応」を行った。患者・家
族の心理とクレーム対応の基本知識について講義
を行い、あらかじめ外来対応で困った事例を準備
していただき、患者と職員関係間で生じているこ
とを解説し、望ましい対応について説明を行っ
た。
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の

別

発行又は
発表の年月

概要

（著書）

１．コミュニケーショ
ン力UP� ṑ科衛生士の
ためのカウンセリング
講ᗙ
（No.1 p.80～p.84)
（No.2 p.90～p.95）
（No.3 p.84～p.89）
（No.5 p.84～p.89）
（No.6 p.94～p.100）

共著 平成19年1月～6 6回連載のうちの5回執筆。 対象を理解
するための精神分析の基本的な知識と
対人関係にかかせないカウンセリング
の基本技術の紹介をしたうえで、臨床
で関係性に問題を抱えているケースに
ついてスーパーバイズし、問題を解決
していく過程を解説した。
A4変型ࠉ全30頁（図・絵込）
編者：⁁部₶子
共著者：⁁部₶子、西出㡰子、三村文
子、荻野美砂穂、石村乃々美
本人担当部分：「Chapter1:コミュニ
ケーションを図るうえで大事なもの」
（p.80～84）を単著。
㸺１． はじめに㸼では、医療職に心の
ケアが必要な理由について説明。㸺
２．なࡐカウンセリング手法が必要と
されるのでしょう㸼では、医療現場に
おいてカウンセリング手法が求められ
る理由について㸺３．医療現場でのコ
ミュニケーション㸼㸺４．ラポールの
形成がよい関係の㘽㸼㸺５．基本だけ
ど難しい傾聴と共感㸼㸺㸴．第一༳象
はやっࡥり大事㸼の流れで傾聴共感と
を中心としたコミュニケーション方法
と関係性の構築についての概説を行っ
た。
本人担当部分：「Chapter2: 理論を足
掛かりにして人を理解する」（p.90～
95）を単著。
㸺１． はじめに㸼では、対象を主観的
感覚のみで捉えるのではなく、理論を
活用する必要
性について説明。㸺２．意識と無意識
とは㸽～フロイトのᒁ所論～㸼㸺３．
エス・㉸自我・自我とは㸽～フロイト
の構造論～㸼㸺４．自我の機能㸼㸺
５．自我の防衛機能について㸼㸺㸴．
不安はどこから湧いてくるのだろう㸽
～自己心理学の視点から～㸼の項目に
おいて、対象を理解するための精神分
析の基本的な知識についてなるべく平
᫆な言葉で解説した。
本人担当部分：「Chapter3: 共感のポ
イントをᢲさえて傾聴しよう」（p.84
～89）を単著。
㸺１． はじめに㸼では、対象者の話を
聴き自己に生じた感情を意識し、コン
トロールしながら対応をしていくこと
の必要性について説明。㸺２．⚾たち
も患者さんと同じ心の仕組みを持って
いる㸼㸺３．㌿移と㏫㌿移について㸼
㸺４．共感について㸼
㸺５．共感性を分類しよう㸼㸺㸴．共
感できないのは大切なこと㸼㸺㸵．話
を聴くときの基本スキルとは㸼㸺㸶．
おわりに㸼の項目において、相互作用
によって引きおこる心の現象について

雑誌 ṑ科衛生士ࠉク
インテッセンス出版
雑誌名 ṑ科衛生士
Volume31
（No.1 p.80～p.84)
（No.2 p.90～p.95）
（No.3 p.84～p.89）
（No.5 p.84～p.89）
（No.6 p.94～p.100）

研究業績等に関する事項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の

別

発行又は
発表の年月

概要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

２．会話でわかる看護
師のコミュニケーショ
ン技術

共著 平成30年9月 第6章 様々な分析からわかる看護師の
コミュニケーション技術の中の「共感
の視点を分析してわかるコミュニケー
ション技術」のテーマで自己心理学を
用い共感に着目し会話を分析した。
（p.98～107）

解説したうえで、自己の感情を意識化
させながらコントロールする必要性と
基本ጼໃについて解説した。
「Chapte5: カウンセリングを臨床で実
践してみようձ」を共著。３人のṑ科
衛生士に
臨床で㏞ったり悩んだりしている事例
をᣲげてもらい、問題解決を図ってく
流れで構成した。今回は自己主張の強
い患者さんのペースに巻き込まれて
困っているという内容。
本人担当部分：患者とṑ科衛生士間の
相互作用についてアセスメントを行い
解説した。㸺４．患者さんと向き合う
際の3つのポイント㸼として、ձラポー
ルの形成には時間がかかること②じっ
くり話を聴くことの意味ճ思う込みを
なくす観点から解説。㸺５．アドバイ
スをコミュニケーションという観点か
らみると㸼では、ձ理解するというこ
と②きくということの意味について実
際と理論とを関連付けた解説を行っ
た。㸺㸴．おわりに㸼では、ラポール
の形成には時間がかかる場合もあり、
「きく」には「受容」「傾聴」「共感
理解」の意味があること、そして、コ
ミュニケーションは共感的理解が㘽で
あり、お互いの誤解やズレを少しずつ
調整していくことが重要であるとまと
めた。（p.86～p.89の部分）
「Chapter6: カウンセリングを臨床で
実践してみよう②」を共著。Chapter5
と同じ流れで構成。今回は患者さんに
受け入れられなくて困っているという
内容についてすすめた。
本人担当部分：㸺２．患者さんに受け
入れられなくて困っています㸼患者―
ṑ科衛生士間で生じている現象につい
て、ṑ科衛生士の言葉が患者さんの自
尊心を⬣かしているのではないかとい
う観点から解説したうえで、カールロ
ジャーズのカウンセリングの基本ጼໃ

中央法規
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の

別

発行又は
発表の年月

概要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

（学術論文）

１．看護師の共感性に
関する認識と特徴
（修士論文）

単著 平成15年3月 看護師―患者関係で関係性がうまくい
かない場面において、看護師の共感タ
イプによって、認知や行動のᕪが現れ
ると考えた。平成14年7月～10月に病

院で勤務する看護師361名に質問紙調査
を行った。アンケートには、ձゅ田の
共感経験尺度改訂版②菊池・原田の看
護婦の自律性尺度ճ神村・海老原・佐
藤・戸ࣨ崎・坂野の3次元モデルに基づ
く対処方␎尺度を使用し、また、かか
わるのがしんどいと思われる実例をᣲ
げ、自由記述にて答えてもらった。結
果は、経験と共感タイプの間に関連は
見られなかった。共感タイプと看護師
の自律性尺度では、下位項目の認知・
実践・具体的・抽象的判断能力におい
て、共感タイプの共有型と両向型が、
不全型・両㈋型に比べると高いという
ことがわかり、自立性においては、共
有型、両向型、不全型の㡰に高いとい
う結果が見られた。共感タイプと3次元
モデルに基づく対処方␎尺度では、下
位項目の放Რ・ㅉめにおいて不全型が
共有・両向型に比べ、ネガティブな捉
え方をすることがわかり、情報収集で
は、両向・共有型が他に比べ、その傾
向が高く、回避的思考においては、不
全型が両㈋型に比べて高い結果となっ
た。また、肯定的解釈では、両向型が
両㈋型に比べて高く、計画立案におい
ては、不全型に比べて両向・共有型
に、責任㌿᎑については不全型に、そ
れࡒれ高い結果となった。患者とかか
わるのがしんどいと思った場面を記述
してもらったものに関しては、記述内
容から患者に㺀寄り添う㺁㺀寄り添わな
い㺁という2つのパターンに分類し、共
感タイプとの関連をみた。結果、すべ
ての場面において不全型が他と比べて㺀
寄り添わない㺁行動をとり、両向型が㺀
寄り添う㺁傾向を示した。
「A4判ࠉ全３１頁」

⏥子園大学大学院人間
文化学研究科人間文化
学専攻
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２．入学前授業終了時
調査からみる入学前の
不安と年代別特性ࠉ資
料（査読付）

共著 平成25年3月 看護学科2年課程（通信制）の入学予ࠉ
定者の特性から年代別の不安について
調べ、効果的な教育支援の在り方を検
討するため、平成24年度の入学前授業

後に参加者124人に対し自記式質問紙調
査を実施した。その結果から以下のこ
とが明らかになった。30ṓ代は学習時
間の確保とプライベートな時間の確保
に関して不安が大きい傾向がある。40
ṓ代は仕事や家庭の役割が大きいため
学習時間の確保に関する不安が大きい
傾向がある。50ṓ代は仕事に対する責
任感が増し、学習能力や気力に対する
自信の低さ等がうかがえた。以上のこ
とから現在のサポート体制も含め、年
齢的特性を考慮した支援内容を検討す
ることの必要性が示၀された。
本人担当部分：入学前授業のプログラ
ムの立案と実施、質問紙の作成と集
計、結果分析、論文執筆を行った。
共著者：西出㡰子、金川治美、武ࣘカ
リ、小坂素子

３．２年課程（通信
制）看護学科における
入学前教育の実施と検
討－ 授業終了時調査の
自由記述からみた学生
の特性－
（査読付）

共著 平成25年3月 通信制課程の入学生対象にした入学前
授業（プレカレッジ）終了後、質問紙
調査を実施した。「気になること」や
「授業後の感想」について自由記述ḍ
を設け、内容について分析検討した。8
つのカテゴリ【学習課題に関するᠱ念
と不安】【レポート課題への認識変
化】【レポート課題に対する苦手・不
安】【学習への前向きな心理・ጼໃ】
【成人期にある学生の役割に関わる不
安とᠱ念】【授業の感想】【学習課題
に関する理解促進】【学習への後ろ向
きな心境】が形成され、学習すること
に多くの制⣙がある中で、学習に対す
る意ḧの高さ、大学に対する期待を⭾
らませている様子、入学後の学習内容
に高い関心が向いているなどの入学前
の学生の特性が明らかになった。
本人担当部分：入学前授業のプログラ
ムの立案と実施、質問紙の作成、集計
と結果分析（文脈からのコード化と
ネーミング）、論文構成と内容の検討
を行った。ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ担当部
分：研究の構想、デࢨイン、データの
取得、分析、解釈、論文作成に関
共著者：金川治美、西出㡰子、武ࣘカ
リ、小坂素子

神戸常┙大学・神戸常
┙▷期大学部紀要ࠉ第
6号ࠉp.57～p.66

日本看護学会論文集看
護教育43巻（号）
p.90～p.93
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４．精神科病院におけ
るトラウマインフォー
ムドケアの有用性につ
いてࠉ資料（査読な
し）

単著 平成28年3月 トラウマインフォームドケアは、アࠉ
メリカの精神科医療におけるコアᡓ␎
の中でも᰾となる概念の一つであり、
トラウマインフォームドケアを導入す
ることで入院中の再トラウマ体験を防
Ṇし、㏿やかに回復を図ることが≺い
とされ、精神科病院においてこの考え
方が浸透している。日本では、2015年
に川野がアドバイࢨーとして所ᒓする
特定医療法人寿栄会有馬高原病院で病
院をあげてトラウマインフォームドケ
アの理解を῝め、臨床の中で実践を試
みている。トラウマインフォームドケ
アについて、以下二点考察を行った。
一つは自己心理学を用い個別的なケア
の有用性について、もう一つは組織に
おける管理的な側面からの取り組みの
必要性について考察を行った。

5．看護のケアリング機
能―共感の意味につい
ての一考察ーࠉࠉ研究
報告（査読付）

単著 平成29年12月 急性㦵㧊性白⾑病(AML)で化学療法をࠉ
受けた50ṓ男性の看護援助の経過につ
いて報告し、看護師の患者に対する共
感的理解と看護師のニードに焦点を当
てて考察を行う。
ࡊとんどが受け身的になら生活のࠉ
るを得ない患者にとって、過㓞な入院
生活で生じる感情こそが自己の存在を
確認するものとなる。しかし、時には
患者から発せられる感情は、看護師の
ニードに反することもある。看護師は
共感を通して患者の気持ちに寄り添い
ながらも、時としてアンビバレントな
感情を抱え、関係性の中でその▐間に
ᾋかび上がってくる言語・非言語の表
現を返し、それを受けて患者は反応し
看護師にᢞげかける。この⤯え間ない
やりとりがケアリングであり、危うく
なる患者の自己存在感を支えることと
なる。

6．訪問看護師にとって
の対応困難事例の困難
要素について：テキス
トマイニングソフトを
用いた個別面接調査の
分析よりࠉ原著（査読
付）

共著 平成29年12月 困難事例について多職種連携チームで
の対応を促進するため,訪問看護師の困
難要素を明確にすることを目的とした.
訪問看護師12名に対する半構造面接法
による個別面接調査,横断研究で,テキ
ストマイニングソフトを用い解析し,困
難要素の分類を行った.【体制・マネジ
メント】【職務】【疾患・障害】【現
状認識】【治療・ケアに対する反応】
【利用者・家族の不服】【人間関係】
【療㣴環境】の8カテゴリの困難要素を
特定し,「利用者・家族の感情」「訪問
看護師の職務意識」「地域体制の整備
と訪問看護ステーションのチームマネ
ジメント」ついて考察した.ࠉࠉࠉࠉ分
担部分：構想・デࢨイン・データの取
得・分析・解釈に関ࠉࠉࠉࠉ共著
者：武ࣘカリ、小坂素子、西出㡰子、
安斎三枝子、金川治美

日本サイコセラピー学
会雑誌第18巻第1号
p.87～95

⏥子園大学 発達・臨
床心理センター紀要
10.11号合併号
p.30～33

日本在宅医学会雑誌第
19巻第1号ࠉp.11～18
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7.20ṓ代女性のカウン
セリング場面の分析～
自己心理学の観点から
治療的かかわりについ
て焦点を当てて（査読
付）

単著 平成30年3月 カウンセリングの一場面を取り上げ、
会話分析を行った。セラピストは㸴㸮
代の男性。患者は２㸮ṓ代の女性であ
り、職場でのハラスメントをきっかけ
にパニックになり、認知行動療法を
ベースに定期的にカウンセリングを受
けていた。定期的に行われている面接
場面を患者の同意を得て録音・録画
し、そのうちの１セッションの逐語録
を作成した。本稿では、セラピストが
患者のいつもと違う様子を察知し、手
法を切り᭰えた１セッションを取り上
げ、治療的関りについて自己心理学の
主要概念である「自己対象ニード」
「自己対象体験」「共感」「相互的調
制」に焦点を当て分析を行った。セラ
ピストとの安定した自己対象体験は、
患者の傷ついた自己対象（男性ീ）を
修復し、成果に通じる可能性を大きく
持つと考える。

（その他）

「実践報告」

看護学科通信制課程初
めてのプレカレッジ
（入学前教育）

共著 平成23年10月 平成23年3月、初めての入学前教育をࠉ
実施した。実施方法と内容の報告をお
こなった。実施目ᶆを「通信制課程で
の学習のプロセスがわかる」「レポー
ト作成の学習ポイントがわかる」「CCN
操作がスムーズに出来る」とした。授
業タイトルは「学び直しの看護学」と
し、Part1「学習を進める留意点」
Part2「“トイレの神様”を題材に書く
レポート」Part3「CCNの使い方」で構
成した。入学予定者は准看護学生で
あった時期から10年以上を経ているこ
ともあり、Part2では学生の㥆ᰁみやす
い教材として、ヒット᭤“トイレの神
様”のḷモをレポートの題材に選び、
レポート設題からレポートを作成して
いく方法について解説を行った。
本人担当部分：入学前授業のプログラ
ムの立案と実施、全体の流れを㋃まえ
て執筆を行った。
共著者：西出㡰子、武ࣘカリ、小坂素
子、安㰻三枝子

患者を支えるための概
念枠組みー自己心理学
の臨床活用

単著 平成29年11月 筆者は看護師の経験を持ちながら大
学・大学院で心理学を学習する機会を
得た。多くの理論を学び、臨床心理士
としてリハビリテーション病院に入職
し、患者と自己の理解、関係性の把握
に活用してきたが、精神分析⣔の理論
を治療的な関りに用いようとすると、
病院臨床では使うことが難しい現状に
行き当たった。その理由として、治療
の枠組みがཝᐦであること、患者自身
が自己を分析し、把握していくための
モチベーションを必要とすること等が
考えられた。模索する中で、患者の言
動と筆者の心理がちょうどマッチした
自己心理学に出会った。本稿では筆者
の臨床での経験を通して、これら理論
の活用の概要を紹介する。

第2回 臨床精神看護学
研究会誌 2017年
p.2～5

精神看護におけるディ
スコース分析研究会誌
第5巻ࠉp.25～32

神戸常┙大学緑葉第7
号ࠉ（p.5～p.16）
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「学会発表」

１． 回復期リハビリ
テーション病院におけ
る臨床心理士のひとつ
の役割～葛藤に寄り添
う

単著 平成18年10月 回復期リハビリテーション病院におい
ての心理療法の有用性について報告し
た。対象者は⬻⾑管障害による身体の
機能不全からᢚうつ状態、否認、強い
悲Ⴣ反応等の心理的問題を持つものが
多く、ベッドサイドやデイルーム等で
主に対話用いた心理療法を行い、障害
を受容していく過程に寄り添った。臨
床心理士は、専門的な立場で心の状態
を把握し関わり続けていくが、その主
な手段は、共感をベースに患者の語る
物語に⪥を傾けることである。患者は
自己の過去と現在を語りながら様々な
感情を発㟢し、気持ちのᢡり合いをつ
け、新たな自己とまとめていく。この
ような関りの過程について紹介し、心
理療法のもたらす効果について検討し
たことを報告した。

２．▷期大学看護師2年
課程（通信制）への入
学動機と入学後の学習
継続に影響をえる要
因の分析

共著 平成21年9月 通信制課程2009年3月に卒業した学生ࠉ
267名に対し、先行研究をもとに49の質
問項目からなる質問紙調査を行った。
データは因子分析で解析し、10因子を
抽出した。入学の動機に関連する因子
は「資格取得」「学位取得」の2因子、
入学後の学習継続を支える因子は「成
長の実感と自信」「教職員のサポー
ト」「職場の評価」「看護実践力向上
の実感」「学友・友人」の5因子、ま
た、学習継続を困難にする因子は「時
間的・経῭的制⣙及び独習の苦しさ」
「学習内容の難しさ」の2因子が示され
た。
本人担当部分：質問紙の作成、データ
集計、因子分析解析とネーミング等の
結果分析、発表内容と発表原稿・ᢒ録
内容の検討を行った。
共同発表者：高宮洋子、西出㡰子、山
岡紀子、柳生敏子、小坂素子、中野㡰
子

３．2年課程（通信制）
看護学科における入学
前教育の実施と検討
（1）－授業終了時質問
紙調査から－

共著 平成23年9月 本課程への入学者は准看護学生でࠉ
あった時期から10年以上を経ており、
入学後も准看護師として働き、育児や
介護などの役割を担いながら学ぶ背景
がある。そのため学習を滑に進める
には、入学前に通信制課程の学習シス
テムを知り、学習計画や方法、レポー
ト作成等についての理解を促す機会が
必要であると考え、入学予定者（希望
者）に対して入学前教育を実施た。終
了時の調査から、今後の教育内容、方
法、学習支援の在り方を検討した。
本人担当部分：入学前授業のプログラ
ムの立案と実施、質問紙の作成、分担
データの入力および結果分析、発表と
ポスターの内容検討を行った。
共同発表者：金川治美、安㰻三枝子、
西出㡰子、武ࣘカリ

日本看護学教育学会
第19回学術集会（北海
㐨北見市）ᢒ録 p.121

第42回 日本看護学会
看護総合学術集会
（千葉）ᢒ録 p.121

リハビリテーション・
ケア合同研究大会ࠉ青
森2006ࠉᢒ録ࠉp.233
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４．2年課程（通信制）
看護学科における入学
前教育の実施と検討
授業終了時調－ࠉ（2）
査の自由記述からみた
学生の特性－

- 平成24年9月 通信制課程の入学生対象にした入学ࠉ
前授業（プレカレッジ）終了後、質問
紙調査を実施し、不安に関する質問9項
目と自由記述について分析検討した。8
つのカテゴリ【学習課題に関するᠱ念
と不安】【レポート課題への認識変
化】【レポート課題に対する苦手・不
安】【学習への前向きな心理・ጼໃ】
【成人期にある学生の役割に関わる不
安とᠱ念】【授業の感想】【学習課題
に関する理解促進】【学習への後ろ向
きな心境】が形成され、学習すること
に多くの制⣙がある中で、学習に対す
る意ḧの高さ、大学に対する期待を⭾
らませている様子、入学後の学習内容
に高い関心が向いているなどの入学前
の学生の特性が明らかになった。
本人担当部分：入学前授業のプログラ
ムの立案と実施、質問紙の作成、分担
のデータ入力および結果分析（文脈か
らのコード化とネーミングの検討）、
発表とスライドの内容検討を行った。
共同発表者：金川治美、西出㡰子、武
ࣘカリ、小坂素子

５．在宅ケア領域にお
ける困難な事例に関す
る文献学的考察

- 平成25年3月 医中誌Webを用い2012年4月9日に実施ࠉ
した。検索キーワードは㸡1（対応困
難、困難事例等）と㸡2（訪問看護、在
宅看護等）で、㸡3（退院困難等）を除
いた。検索結果54௳の28௳を対象と
し、マトリックス方式で整理した。学
術分野は社会福祉14、看護10、社会福
祉と看護ΰ合4であった。困難な事例に
関する文献数は多いとはいえず、困難
事例について現状では社会的認知度が
低い。また看護領域での報告が少な
く、学術的には困難事例の検討はあま
り行われてない現状があった。
本人担当部分：文献内容検討（分担し
た文献を読み、テーマにあった内容の
ものを選別）、選別した文献において
データ表を作成、データ集計、結果分
析、発表と発表原稿・ᢒ録の内容検討
を行った。
共同発表者：武ࣘカリ、金川治美、西
出㡰子、小坂素子、安㰻三枝子

第43回日本看護学会
看護教育学術集会(岩
手県┒岡市)
ᢒ録 p. 24

第17回日本在宅ケア学
会（Ⲉ城県水戸市）
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㸴．訪問看護の困難事
例についての哲学的グ
ループ対話を用いた検
討

- 平成26年7月 2012年2月～2013年8月哲学的対話手ࠉ
法（Neo-Socratic Dialog:以下NSD）を
用いて、異なる背景の参加者（訪問看
護師、その他の医療介護職、一般人、
倫理等専門家、メディア関係者等）に
よる対話から困難事例の「困難」とは
何かについて検討し、結果を報告し
た。第1回討論から「療㣴者の意思を尊
重しながら、医療ニーズに応えるた
め、訪問看護師の判断をもとに、関係
者（医師、療㣴者、介護者等）との高
度な連携が求められること」、第2回討
論から「療㣴者の生活の多様な価値観
のなかで、看護職が重視する価値の実
現のため専門的援助を行うこと」、第3
回討論から「療㣴者の生活上の問題に
直面しても、ときに訪問看護師1人では
援助手段を見出し難いこと」が導かれ
た。
本人担当部分：NSDに参加、結果分析を
行った。
共同発表者：᭳澤久仁子、武ࣘカリ、
金川治美、西出㡰子、小坂素子、安㰻
三枝子

㸵．訪問看護師の対応
困難事例における困難
要素の検討－全国質問
紙㒑送調査の結果より
－

- 平成28年7月 8カテゴリ28分類に整理した個別面接ࠉ
調査の分析結果と文献検討、グループ
対話で得らえた結果を含め、岩間の分
類を参考に質問項目を作成した。回答
数588（回収率29.4㸣）、うち505（有
効回答25.3㸣）を分析対象とした。65
項目について最終的に全40項目、4因子
を抽出し、以下の通り名した。ϸ
「家族・利用者のᢚ制のバランスが保
てていない態度」、ⅱ「訪問看護師の
能力レベルと組織の協力体制」、ⅲ
「利用者・家族の疾患と状態に起因す
る生活能力の低下」、ϻ「家族が滑
にケアすることを阻む状況」全体のク
ロンバックȘ係数は0.96であり、各因
子のクロンバックȘ係数は0.89～0.92
で内的整合性は高い結果が得られた。
本人担当部分：質問紙の作成（訪問看
護師への個別面接調査と語りの内容か
らカテゴリーの作成とネーミング、文
献やグループ対話で得られた結果から
質問項目を考えた）、結果分析（因子
分析過程においてのデータの⤠り込み
とネーミング）、発表内容の検討を
行った.
共同発表者：武ࣘカリ、金川治美、小
坂素子、西出㡰子

第22回日本ホスピス・
在宅ケア研究会全国大
会（兵庫県神戸市）

第18回日本在宅医学学
会（東京）
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の

別

発行又は
発表の年月

概要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

㸶．訪問看護師が感じ
る困難要素の検討―イ
ンタビューによる質的
分析と質問紙による量
的分析の統合―

- 平成28年8月 訪問看護師は療㣴者と家族を対象にࠉ
個別性の高い多様な援助ニーズに対応
しなければならず、対応困難事例に㐼
㐝することが多い。文献研究ではこれ
まで対応困難事例に関する訪問看護領
域の研究は少なく、何が困難の要素と
なっているかについて検討されていな
かった。また哲学的対話手法（㹌㹑
㹂）による調査では、訪問看護の対応
困難事例には非常に」雑な困難要素が
あるが、それらにはいくつかの抽象的
な枠組みがあることが示၀された。そ
こで本研究では対応策の検討につなげ
るため、訪問看護師の感じる困難要素
の構造を明らかにすることとした。研
究方法は、質的研究の結果から訪問看
護における困難要素を抽出し、その結
果得られた知見をもとに、௬説検証の
ための量的研究につなげ統合した探索
的㡰次的デࢨインを用いた。ΰ合研究
法を用いることで、より実態にἢった
調査を行い、困難要素の構造を明らか
にした。ࠉࠉࠉ本人担当部分：発表内
容に関連する研究への関と発表内容
の構成と内容検討。ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ共同
発表者：武ࣘカリ、小坂素子、西出㡰
子、᭳澤久仁子、金川治美

9．在宅で生活する精神
障がい者の支援方法の
検討～訪問看護師のス
トレングスに着目した
ケアの一考察～

― 平成30年7月 【目的】訪問看護師が精神障害を有す
る療㣴者に対して、独自の方法で行っ
ているストレングスに着目した支援方
法を明らかにする【方法】[研究対象]A
県下の訪問看護ステーション6施設、各
施設管理者に推薦された看護師10名[研
究期間]平成28年9月～平成29年2月[研
究デࢨイン]質的記述的研究[分析方法]
質的統合法（KJ法）【結果】元ラベル
74ᯛからձ困りごとは強みに通じる
ゲート②身体をいたわるճ好きなこと
は現実感覚強化の⣒口մ自信は新たな
希望のエネルギー※⑤望みや㢪いを第1
に守るの５要素を抽出した。【結論】
訪問看護師は日々の関りの中で自ずと
ストレングスに着目しながら支援をし
ている。時に、利用者の㢪いや望みが
過に作用し体調をᔂすことにもなる
が、あきらめずにᑗ来に希望を持ち共
存していく手立てを一緒に探ること
が、地域での生活を支えていく上で重
要であることがわかった。
本人担当部分：研究計画、文献検討、
インタビューガイドの作成とインタ
ビュー、結果分析、考察、発表
発表者：西出㡰子、木村聡子、㬼㣫知
鶴、畑吉⠇未

第2回 日本ΰ合研究法
学会(東京)

第49回日本看護学会ー
在宅看護ー学術集会
（佐賀）

看護－299



教  育  研  究  業  績  書 
令和 2年 3月 31 日 

氏名 林 文子 
研 究 分 野 研究内容のキーワード 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

1)清恵会医療専門学院

・小児看護学実習指導

・基礎看護学実習指導

・精神看護学実習指導

・事例研究指導

・クラス担任

・オープンキャンパス担当

・国家試験対策実施

2)ᐆ塚大学看護学部

・小児看護学Ⅳ（演習）

・小児看護学実習 実習指導

・基礎看護学実習Ⅰ.Ⅱ 実習指導

・総合実習 実習指導

・看護の探求 研究指導（補助）

・成人看護学実習（慢性期）実習指導

・チューター 担当

・国家試験対策

・オープンキャンパス担当

3）大阪ೀ高等学校看護科・看護専攻科

・基礎看護学実習Ⅱ実習指導

・老年看護学実習

2011 年

～ 2012
年

2012 年

～ 2017
年 

2016 年

～2017

年

1) 清恵会医療専門学院看護科 3 年生⣙ 50 名に小児看

護学実習を担当し指導にあたった。小児病棟および

保育所にて 1 クール 3 週間の実習を 9 グループに分

け指導した。小児病棟では川崎病、ネフローࢮ、気

管支ႍᜥ、⫵⅖などに⨯患した各発達段階の小児と

その家族の看護について指導した。保育所では健康

なஙᗂ児の生活と発達に応じた保育方法を学ぶ学

生の指導にあたった。「事例研究」では小児看護学

領域の研究に臨む学生の指導を行った。クラス担任

として 2 年生⣙ 40 名を受け持ち、学校生活におけ

る学生の管理（成績管理、健康管理、必要時面談や

指導など）を中心に担任業務を行った。また講義や

行事などのスケジュールを組み、HR では、過去の

国家試験問題から問題を抜⢋し対策時間を設定し

クラス会議、レクリエーションや課外活動などを実

施し、クラス運営にあたった。講義担当者と終講試

験の実施や採点などを行った。担任として基礎実習

を中心に計画し、実習病院とのᡴち合わせ、要項の

作成などを行った。学生にオリエンテーションを実

施し、基礎看護学の習得に向けて、臨地での進行や

指導にあたった。オープンキャンパスでは、入学希

望者への学校案内および人形を用いてのバイタル

サインズ測定のデモンストレーション実施などを

担当し、進行に務めた。

2) ᐆ塚大学看護学部３年次生⣙ 100~130 名の小児看

護学Ⅳ（演習）を担当し、「バイタルサインズ測定」

「離ங期の児の食事」「児の抱き方・着⾰」につい

ての技術演習にあたった。小児看護学実習では小児

病棟および小児外来にて 1 クール 2 週間の実習を、

10～13 グループに分け指導にあたった。小児病棟

では、川崎病、ネフローࢮ、気管支ႍᜥなどに⨯患

した各発達段階の小児とその家族の看護について

指導した。実習最終日には各学生が、「看護上の問

題」と「患者の全体ീ」を発表し、その講評や指導

にあたった。総合実習では、小児看護学ࢮミ受講学

生の小児関連福祉施設や教育機関等での実習の指

導にあたった。看護の探求では学生がこれまでの看

護の学びから選択し設定したテーマに合わせ、看護

研究の指導にあたった。基礎看護学実習Ⅰ.Ⅱの各期

の実習にて、1 年次～2 年次生に対し指導にあたっ

た。成人看護学実習では、1 クール 3 週間の実習を

毎年 2 グループ担当し、慢性期疾患を持つ患者とそ

の家族への看護について、指導にあたった。2 年次

生のチューターを担当し、学生生活中のຮ学や就職

および健康面の相談など学生生活のサポートにあ

たった。また必要時 保護者を含めた面談を行うな

ど問題を抱えた学生に対してチューター主任や学

生委員会と連携し指導や支援を行った。

3）大阪ೀ高校の看護科および看護専攻科の学生⣙ 30
名に、基礎看護学実習Ⅱ、老年看護学実習、成人看護

学実習の各領域実習を担当し、担当する学生の臨地で

の指導と学内演習の実技指導にあたった。
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・成人看護学実習

4）太成学院大学

・小児看護学実践実習

5) 奈良学園大学保健医療学部看護学科

・基礎看護技術演習Ⅱ㺃Ⅲ

・基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ

・卒業研究Ⅱ

2017 年

4 月 ～

2018 年

3 月

2018 年

4 月～

4）太成学院大学看護学部の学生に対して小児看護学実

践実習の指導にあたった。

5)奈良学園大学保健医療学部看護学科１年次生⣙ 90 名

に対し基礎看護技術Ⅰ・Ⅱの講義・演習を行い、「活動

と運動」「╧╀・休ᜥ」「食事と栄㣴」「総合演習」を担

当した。また 2 年次生⣙ 90 名に対しては基礎看護技術

Ⅱの「食生活を支える技術」を担当した。

２ 作成した教科書，教材 

1)ᐆ塚大学看護学部

・小児看護学実習要項

・実習オリエンテーション資料

・講義資料（国家試験対策用問題）

・オープンキャンパス資料

1）ᐆ塚大学看護学部小児看護学実習要項（平成 25 年度

以㝆）の作成にあたり、実習目ᶆの検討やスケジュール

の設定および記録類を作成した。また、東大阪市立医療

センター小児病棟実習の導入にあたり、臨床とのᡴち合

わせや事前研修を行い、各種資料およびオリエンテーシ

ョン資料を作成し、学生の指導に用いた。その他、市立

池田病院、北野病院においても同様に資料を作成し、臨

地での実習の進行および学生指導を行った。小児看護学

の講義に使用する資料の一部として国家試験問題の作

成を担当した。オープンキャンパスを担当し、「子ども

のバイタルサインズ測定」を参加者に体験してもらうた

めの資料を作成した。

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 

５ その他 

1)ᐆ塚大学看護学部

・小児看護学実習施設の開拓

2014 年

9 月

１)ᐆ塚大学看護学部小児看護学における臨地実習病院

として、市立ሜ病院・大阪労⅏病院を実習病院として

新たに開拓し、実習を行った。

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 

・看護師資格取得
看護師免許看護師免許取得（第㸶５㸵㸴㸴５号）1995 年

4 月

２ 特許等 無し 

３ 実務の経験を有する者についての特記事項 
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４ その他 

ᐆ塚大学看護学部 

委員会活動 

・FD 委員会 

・キャリア委員 

 

奈良学園大学保健医療学部 

委員会活動  

・学生部会 

・自己点検・評価委員 

      

地域㈉献 

 ・大阪府小児ᩆ急㟁話相談（8000ݡ） 

 ・NPO 法人小児ᩆ急サポートネットワーク認定員 

 ・大阪府小児ᩆ急㟁話相談マニュアル 改訂 

 ・病院における㟁話対応スキルアップ研修会 

ファシリテーターを担当  

・お∗さんに役立つ育児セミナー 講演 

 “子どもの病気やケガの対処―8000ݡ での相談内

容から” 

2013 年

～ 2016

年 
 

2018 年

～現在

に⮳る 

 

日本⚾立看護⣔大学協会主ദ「大学新任教員のための研

修会」にて、⚾立大学の現状と課題、大学教員としての

役割について受講した。 

キャリア委員会に所ᒓし、卒業生にシャトル研修を開ദ

し「若手看護師のためのキャリアアップ研修」を実施し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府小児ᩆ急㟁話相談の相談員として子どもに起き

る病気やケガの対処方法を中心に若い世代の保護者の

育児の悩みについての相談活動を行った。子どものᩆ急

㟁話相談に携わる相談員の対応マニュアルの改訂につ

いて携わった。 

「病院における㟁話対応スキルアップ研修 

会」にて、患者や家族への医療従事者の対 

応力向上のための講義をファシリテーター 

を務めた。 

「お∗さんに役立つ育児セミナー」にて、 

子どもに起きる病気や✺発的なケガの対象 

方法、また8000ݡ の活用法方法などを紹介 

した内容の講演を行った。 

   

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（著書）     

無し     
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（学術論文）     

1,小児ᩆ急㟁話相談（ݡ

8000）における㟁話相談員

の職務満足に関連する因

子の探索 

（修士論文） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共著 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 3 月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和ḷ山県立医科大学 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの急病時などに家庭での対処を保

護者に支援する、小児ᩆ急㟁話相談（ݡ

8000）の相談員 370 名を対象に、相談対

応の向上を図るために質問紙調査を行っ

た。まず質問紙作成のため相談員に予備調

査を行い、データから㟁話相談の職務満足

概念を質的分析し抽出した。その内容から

54 問の質問項目を作成し、コミュニケー

ション・スキル尺度および自己肯定感尺度

を使用し調査を行った。回収した質問紙よ

りデータの因子分析を行ったところ、㟁話

相談員の職務満足は【肯定的感情】【労働

環境】【自律性】からなる 23 項目の尺度で

構成された。また【肯定的感情】には自己

効力感やコミュニケーション・スキルおよ

び相談に必要な㟁話対応スキルなど㟁話

相談の実践そのものと関連しており、㟁話

相談対応の向上には職務満足が有用であ

ることが明らかとなった。そのため相談員

が従事する環境を調整することや、それに

向けた支援の重要性が示၀された。 

共同研究者：林 文子、内海みよ子 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

2,卒業して 8 か月目及び 2

年目の看護師に対するキ

ャリアアップ支援の試み

－アサーティブネス研修

を実施して－ 

 

共著 

 

2017 年，３月 

 

ᐆ塚大学紀要 ARTES 

No30 

 

A 大学卒業生のキャリアアップ支援とし

て、組織人としての役割を考えることを目

的に、卒業して 8 か月目及び 2 年目の卒業

生を対象とした合同研修を行った。研修参

加者のアンケートより、アサーティブネス

という概念から、他者のᶒ利を守りながら

自分のᶒ利を守り、自分の意見を伝えるこ

との大切さを学んだ。卒後 8 か月目の参加

者は、先㍮と話をし、1 年後のጼを予測で

きた。卒後 2 年目の参加者は、1 年前の自

分を振り返り、自分の成長を実感するとと

もに、職場の後㍮への接し方を考えてい

た。それࡒれの立場で重要と感じる点や考

える視点は異なるが、お互いの考えを知る

ことで、職場におけるチームワークへの理

解が῝まった。研修の意義を実感し、今後

も継続する必要があると考えられた。 

共同研究者：美王真紀、岩下真由美、岡和

美、江口秀子、合田友美、寺田准子、大和

志麻、福島美幸、上田裕子、林文子、人見

啓江、西絵里 担当部分：データ分析 

 

 

3,健康な高齢者における

ケリーパッドを用いた安

楽なὙ㧥ጼໃ時の⫤関

⠇・⭸関⠇のᒅ᭤ゅ度、及

びそれらゅ度と基本ᒓ性

の関連 

共著 2019 日本健康医学会 ベッド上௮⮩位でケリーパッドを用いて

実施するὙ㧥援助は身体的負担の少ない

援助方法としてᣲげら れるが、その援助

方法における⭸関⠇のᒅ᭤の程度につい

てはどの程度ᒅ᭤することが対象者にと

って安 楽であるのか明らかではない。 そ

こで、本研究の目的は、基礎的研究として、

健康な高齢者において、ケリーパッドを用

いた௮⮩位での Ὑ㧥援助時に、人が安楽

だと感じる⫤関⠇及び⭸関⠇の関⠇ᒅ᭤

ゅ度を明らかにし、それらゅ度と対象 者

の基本ᒓ性との関連について検討するこ

とである。 対象者は 51 名の高齢者で、

バイタルサイン、基本ᒓ性、関⠇ゅ度に関

するデータを収集した。分析では、 関⠇

ゅ度データは分布を確認し、基本ᒓ性デー

タとの関係について pearson の✚率相関

係数を求め、さら に基本ᒓ性データの各
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

項目において高値群と低値群に分け対応

のない t 検定を行った。 その結果、1）

人が安楽だと感じる⫤関⠇の平ᆒᒅ᭤ゅ

度は 34.7s9.6 度、⭸関⠇の平ᆒᒅ᭤ゅ

度は 73.2s20.1 度である、2）人が安楽

だと感じる⫤関⠇と⭸関⠇のᒅ᭤ゅ度の

バランスは、⫤関⠇のᒅ᭤ゅ 度に対し⭸

関⠇のᒅ᭤ゅ度が平ᆒ 2.1s0.3 ಸであ

る、3）⫤関⠇・⭸関⠇のᒅ᭤ゅ度は、性

別や年齢、体 格（身長、体重、BMI、体

⬡⫫率、大⭣長、下⭣長）を含む基本ᒓ性

と相関関係を認めない、4）大⭣長の 長さ

からみて高値群と低値群では⫤関⠇のᒅ

᭤ゅ度にᕪがあり、高値群のうが低値群

より有意に値が小 さい（p㸺0.05）、とい

うことが明らかとなった。 以上から、今

後実際にケリーパッドを用いた௮⮩位で

のὙ㧥援助時に⫤関⠇や⭸関⠇のᒅ᭤ゅ

度を決定する際には、本研究結果を活用さ

れることが望まれる。木村静 1、澤田京子、

上山直美、 葉山有香 、林文子、中馬成子  

担当部分：データ分析 

（その他）     

学会発表 

1，慢性疾患児との対応経

験と担任の対応の分析（査

読あり） 

共著 2014 年 

8 月 30 日 

日本育療学会第 18 回 

学術集会（新潟県） 

慢性疾患児に関わる教育機関関係職種の

役割を明確にし，連携を滑に進めるため

に質問紙調査と面接調査を行った。慢性疾

患児と身近に関わっている担任の対応を

分析し，学内体制としての担任への支援の

方法を検討したところ、各担任は児に対す

る配慮や対応策など情報共有の工夫をし

ていた。そのため、管理職の統率力により

連⤡調整の方法や連携プログラムが明確

なことなどが学内体制の充実につながる

ことが明らかになった。         

共同研究者：河合洋子、中塚志麻、大見サ

キエ、横田雅史、津田聡子、林 文子、江

村多加子 

担当部分：データ分析 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

２．健康な女性高齢者にお

ける床上௮⮩位でのὙ

㧥時の⭸関⠇ᒅ᭤の有

無が対象者の感覚に及

 す影響の違いࡰ

共著 2018 年 12 月

15 日 

日本看護科学学会第

38 回学術集会（愛

県） 

 

健康な女性高齢者に対し௮⮩位でケリー

パッドを用いたὙ㧥援助における⭸関⠇

のᒅ᭤の有無が対象者の感覚に及ࡰす影

響の違いについて調査した。対象者（12

名）の年齢は70.5（s1.8）ṓ（平ᆒ値s

SD）であった。感覚データでは大⭣・下⭣

の筋の⥭張感において伸展群は34.9（s

10.5）点、ᒅ᭤群は5.1（s2.1）点で、ᒅ

᭤群のうが伸展群より筋の⥭張感が低

く、有意ᕪを認めた。（p 0.021）ጼໃの安

心感では、伸展群は58.7（s11.1）点、ᒅ

᭤群は94.5（s1.9）点で、ᒅ᭤群のう

が伸展群より安心感が高く、有意ᕪがあっ

た。（p 0.021）したがって௮⮩位でのὙ㧥

時に⭸を伸展するよるᒅ᭤したうが、足

にかかる筋の⥭張感が有意に少なく、安心

感が得られることが科学的に明らかとな

った。今後は対象者数を増やすことや身体

的な影響も含めて総合的に検討すること、

さらに実際にベッド上でὙ㧥援助を受け

ている高齢者を研究対象者として研究を

進めていくことが課題として考えられる。 

共同研究者：木村静、澤田京子、大江真人、

上山直美、葉山有香、平野加代子、林文子 

担当部分：データ分析 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

３．女性高齢者における௮

⮩位でὙ㧥援助を受ける

ときの⫤関⠇と⭸関⠇の

ᒅ᭤の有無が、⾑圧と脈ᢿ

に及ࡰす影響についての

検討 

共著 2019 年 3 月 9

日 

日本看護研究学会第

32 回近␥・北㝣地方会

学術集会 

健康な女性高齢者に対し௮⮩位でケリー

パッドを用いたὙ㧥援助における⭸関⠇

のᒅ᭤の有無が対象者の⾑圧と脈ᢿに及

す影響について調査した。ᒅ᭤群Ѝ伸展ࡰ

群の㡰で実施した者が6名、伸展群Ѝᒅ᭤

群で実施した者が6名であった。Ὑ㧥前後

の比較は、⾑圧では有意ᕪがなかったが、

脈ᢿではᒅ᭤群において前81.3（s11.6）

回/分が、後69．1（s9.8）回/分に、伸展

群において前82.0（s10.6）回/分が後71.0

（s10.4）回/分、２群ともにὙ㧥前後で

有意ᕪがあった（p 0.001、p 0.000）各側

手項目の変化率における2群の比較では全

て有意ᕪは認めなかった。したがって女性

高齢者では௮⮩位でὙ㧥援助を受ける際、

Ὑ㧥前よりὙ㧥後に脈ᢿが有意に減少す

るが、⭸関⠇のᒅ᭤の有無によって脈ᢿの

減少における有意な違いは認めないこと

が明らかとなった。今後は対象者数を増や

すことや心理的な影響も含めて総合的に

検討すること、さらに実際にベッド上でὙ

㧥援助を受けている高齢者や療㣴患者を

研究対象者として研究を進めていくこと

が課題として考えられる。 

共同研究者：木村静、澤田京子、大江真人、

上山直美、葉山有香、平野加代子、林文子 

担当部分：データ分析      

 

 

看護－307



年月日

令和２年１月

令和元年4月

～令和2年3月

奈良学園大学４回生に対して国試直前対策講ᗙの基礎看
護学を２限担当した。基礎看護学領域の出題基準を網羅
し、理解度をイマキクで確認しながら振り返りを行い学
生からは、「不確かな知識を再確認できた」「ᙅ点をも
う一度確認することができてよかった。復習にもなっ
た。」とのコメントを得た。

（3）基礎看護学技術演習Ⅰ・Ⅱ 平成28年4月
～平成30年3月

奈良学園大学基礎看護学において基礎看護学技術演習
Ⅰ・Ⅱの補助を行った。学内演習では、ᗙ学で学んだこ
とを理解できているかフィードバックし、学生自身が根
拠を持って演習できるよう指導した。

奈良学園大学基礎看護学の1年前期科目基礎看護技術演習
Ⅰ「全身清ᣔ」、1年後期科目基礎看護技術演習Ⅱ「一時
的導ᒀ」「総合演習」、セルフトレーニングを担当し、
技術習得に向けての取り組みを支援した。

（4）在宅看護学援助論 平成30年4月
～平成30年8月

奈良学園大学在宅看護学援助論において、在宅における
清潔援助として家庭用ရで⡆᫆Ὑ㧥ჾを作成しὙ㧥する
演習を企画し担当した。学生が家庭にある物ရを用いて
創意工夫するよう促し、演習後のグループワークでの成
果を発表する機会を設け、学びの共有を図った。次に、
エンࢮルケア演習において、ஸくなった人のできなく
なったセルフケアを代理として、家族のそれࡒれの立場
を演習を通して理解し考察する機会とした。実施後のグ
ループワークの場面でリフレクションし、共同学習場面
を通して学びを῝められるように意図した。第15回目に
ゲストスピーカーとして在宅療㣴者を講師として招聘
し、領域実習開始前の学生が在宅看護のイメージをより
具体的に理解できるよう場の設定を行った。

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

教育方法の実践例ࠉ１

（1）成人看護学 平成24年4月
～平成26年3月

白㬅女子▷期大学成人看護学において「感ᰁ症」「⬻神
経」「免疾患・アレルギー」「看護過程」の単元を担
当し、病態の理解と症状とその看護援助を理解できるよ
う画ീ資料や、授業資料を作成し授業を行った。成人看
護学看護過程演習においては、20人の小グループにおけ
る演習を担当し、共同学習によってグループ間での相互
教授によって理解を図るように行った。

（2）国家試験対策 平成24年4月
～平成26年3月

白㬅女子▷期大学において、㸵名の学生を担当し、毎月
面談を行い学習進度を確認、個別の問題を作成し苦手科
目対策を行い国家試験受験に向けてサポートし合格への
支援を行った。（全員合格）

教 育 研 究 業 績 書

令和2年3月31日

氏名ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ野口ࠉ寿美子ࠉࠉࠉࠉ༳

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

看護基礎教育 臨地実習教育ࠉࠉメタ認知ࠉリフレクション
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卒業研究Ⅱࠉ(7) 令和1年4月

～令和2年1月

平成25年12月

平成28年1月
～平成28年3月

ᐆ塚大学において、老年看護学実習を担当した。回復期
リハビリテーション病棟にて、⬻神経疾患の生活リハビ
リテーション看護として高次⬻機能障害への看護実践や
日常生活支援を指導した。

教育上の能力に関する大学等の評価ࠉ３ 白㬅女子▷期大学において、授業アンケート調査におけ
る年間優秀教員評価として教務委員会から発表された。

実務の経験を有する者についての特ࠉ４
記事項

平成23年12月
～平成24年1月

白㬅女子▷期大学において、基礎看護学実習Ⅰ、老年看
護学実習、成人看護学実習Ⅱにおいて実習指導を行っ
た。基礎看護学実習は学生にとって初めての実習である
ため、病院および療㣴環境、患者との適切なコミュニ
ケーション、日常生活援助が行えるように指導した。老
年看護学実習及び成人看護学実習Ⅱでは、再ᒚ修学生５
名の実習を担当し、実習展開が滑に運べるよう学生及
び実習環境の調整を行い、病棟環境・患者背景・疾病理
解・生活歴の理解を促し、老年期及び成人期の理解から
情報収集・計画立案・実践・評価の看護過程を㎺りなが
ら看護実践できるように指導し、5名とも最後まで実習を
㐙した。

（１）臨地実習指導

平成24年5月
～平成25年12月

白㬅女子▷期大学にて成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ、基礎看護
学実習Ⅰ・Ⅱ、精神看護学実習の指導を行った。慢性期
実習では、慢性期特有の生活習慣や生活歴から個別性の
ある看護展開及び看護実践を指導。急性期実習では全身
麻㓉下の生体反応を捉えた看護実践及び退院を見ᤣえた
生活指導につながるよう学生カンファレンスでの共同学
習の機会を意図的に設けた。精神看護学実習において
は、病棟環境及び患者、患者を取り巻く社会、家族、看
護実践の理解から患者との相互交流を῝め、プロセスレ
コードを用いて自己の振り返りと自己の特性理解とつな
がるよう指導した。小児看護学実習では、小児の発達段
階と成長発達を捉えて母子関係、㐟びを通した看護実践
を指導した。

平成27年5月
～平成27年12月

白㬅女子▷期大学において、成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ、基
礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ、小児看護学実習、精神看護学実習
指導を行った。

（6）基礎演習Ⅰ（ラーニングスキルズ） 令和1年4月
～令和1年7月

基礎看護学領域をテーマにした学生2名を担当し、文献収
集から論文執筆までをサポートした。

作成した教科書，教材ࠉ２ 平成25年5月 白㬅女子▷期大学において、成人看護学実習における実
習前ワークブックを作成し導入した。特に周手術期の生
体反応を捉えた実習前学習の資料として、周手術期の理
解を῝めて実習展開の早い急性期実習に活用した。

急性期看護学実習ࠉ実習前ワークブック

新入生7名を担当し、一年次生が大学の学習に慣れ、４年
間の大学生活を有意義に送るための基礎習得を目的に講
義ノートの取り方、文献資料の検索、学術的な文章の読
み方、グループワークの進め方などについて、ࢮミ形式
の演習を通じて学習をサポートした。

（5）在宅看護学概論 平成30年9月
～平成31年3月

在宅看護学概論では、第8回在宅看護を支える医療福祉制
度߈医療保険制度の講義を教授の指導の下で担当し、公
的医療保険制度の変遷から現在の在りようを理解するた
め、視聴覚教材を使用し理解を῝めるよう促した。第12
回在宅における安全管理についても教授の指導の下に担
当した。
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平成28年7月

令和1年9月

～令和2年2月

平成30年4月

～平成31年3月

令和1年4月

～令和2年3月

（3）奈良学園大学保健医療学部看護学科
学生生活部会ࠉ学年担任

学生生活部会の委員として、1年生の学年担任および新入
生ᐟἩ研修のコアワーキングメンバーとしてᐟἩ研修の
企画に携わった 。

その他ࠉ５

奈良学園大学において、早期体験演習、成人看護学実習
Ⅰ・Ⅱ、在宅看護学実習、基礎実習Ⅰ・Ⅱを担当した。
入学間もない学生たちが早期に医療現場の実際を見学す
る機会から実際の看護を見学を通して学ぶ中で、看護学
生として望ましい学ぶጼໃ、立ち振る⯙いなど接㐝面に
始まり、具体的な看護師ീのイメージを捉えられるよう
働きかけを行った。成人看護学実習では、急性期・慢性
期看護の看護過程展開の指導を行った。在宅看護実習で
は、2か所の訪問看護ステーションへのᕠ回指導を行っ
た。

～平成30年2月

平成30年9月
～平成31年3月

基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ、在宅看護学実習、成人看護学実
習Ⅰ・Ⅱの実習指導を行った。

基礎看護学実習Ⅰは高の原中央病院の病院リーダー、基
礎看護学実習Ⅱは市立東大阪医療センターの病院リー
ダーとして実習指導を行った。また、基礎看護学実習Ⅰ
の学生配置案を作成し、それࡒれの実習病院との実習調
整および要項説明を行った。

(2)奈良学園大学保健医療学部看護学科 教務部会の卒業研究WGの委員として、業務に携わり書記
を行った。

教務部会ࠉ卒業研究WG
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年月日

昭和59年6月

平成11年5月

著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

（著書） 共著

2

3

（学術論文） 単著 平成30年3月

共著

共著

共著 平成31年3月

2.看護学教育における
コンピテンシー獲得に
向けた教育方␎検討の
試みーメタ認知とリフ
レクションからの考
察ー（査読付）

平成31年3
月

医療福祉情報行動科学研
究Vol.6,March,2019

看護学教育におけるコンピテンシー成果修得の
ための教育方␎をメタ認知とリフレクションに
焦点を当て文献研究を行い、心理学や教育学で
得られた有用な知見に基づいた教育内容を取り
入れることの有用性が示၀された。
（全頁数10頁、野口寿美子、伊藤一美）本人担
当部分：研究計画、研究㐙行、論文執筆

3.「老人性⓶ᦋ
症」のシュガー・スク
ラブによるスキンケア
効果の検証(査読付）

平成31年3
月

医療福祉情報行動科学研
究Vol.6,March,2019

老人性⓶ᥙ症のスキンケアに⓶⬡量の増加
に効果があるシュガー・スクラブを用いたケア
群と清ᣔによる統制群の前後の⓶の水分と⓶
⬡の比較から効果を検証し有用性が示၀され
た。全頁数8頁（本人担当部分：研究準備、論文
整理、研究㐙行。共著者：高橋寿奈、ᩧ藤英
夫、山口求、吉村雅代、佐藤郁代、野口寿美
子、井上昌子、守本とも子）

アビサル・ジャパン委ク
研究報告書

老人ホーム入所者を対象に⓶⬡量・水分量不足
による老人性⓶ᦋ症に対してシュガー・ス
クラブの効果を検証した。清ᣔ・入ᾎ後の⓶
バリア機能（Ἔ分量・水分量）とストレス指ᶆ
となるၚᾮのクロモグラニンAの検体を採取して
データを比較分析した結果、シュガー・スクラ
ブ使用群は⓶⬡量・水分量に有意なᕪが見られ
た。全頁数10頁（本人担当部分：研究準備、論
文整理、研究㐙行。共著者：山口求、守本とも
子、吉村雅代、佐藤郁代、ᩧ藤英夫、高橋寿
奈、井上昌子、野口寿美子）

その他ࠉ４

研究業績等に関する事項

発行所，発表雑誌等又は
発表学会等の名称

平成20年11
月

財団法人在宅医療助成
ຬ美記念財団

手を結ࡰうプロジェクトとして在宅看護支援の
ための小子を作成。（全23頁、⏥、江八沢
州優、中村祐子、町屋千鶴子、若林和枝、大澤
紀子、佐藤正子、野口寿美子、村松静子）

1.病院から「家に帰り
たい」という人のため
に

ᫍᵖ大学大学院教育学研
究科

本研究は、見学実習にとどまってしまう臨地実
習の現状とその教育内容を検討する重要性か
ら、日本の看護学教育の変遷をまとめ、次に、
実習教育の現状を整理し、米国のコンピテン
シーに基づく看護教育を比較検討した。次に、
同じ医学である医学教育についての先行研究か
らも、これまでの看護学研究の上に、科学的知
見に基づいた心理学や教育学の学習理論に基づ
いた教育の重要性が明らかとなった。

1.看護⣔大学の臨地実
習カリキュラムのあり
方の検討ー認知心理学
の援用からの一考察ー
（査読付）

看護師免許

介護支援専門員

特許等ࠉ２

実務の経験を有する者についての特ࠉ３
記事項

職務上の実績に関する事項

事項 概 要

資格，免許ࠉ１
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共著 令和2年3月

単独 平成30年9月

令和2年1月

5.重度心身障害児
（者）の清潔援助とし
てスキンケアの提供に
よるストレスに関する
研究

アビサル・ジャパンKK受
ク研究報告書

A病院に入院している重症心身障害児（者）でセ
ルフケアが自身でできない重度心身障害児20名
を対象に、清潔援助によるストレス軽減を検証
するために、ケア前後の水分値、Ἔ分値、パル
スオキシメーターによる心ᢿ数の測定度とၚᾮ
アミラーࢮの測定を行った。その結果をt検定で
比較した。水分値は初日には方変化は認めら
れず、6日目にはケア群において38.8から57.0と
有意に上᪼した。Ἔ分値は統制群は12.4から8.9
へと有意に低下を示し、6日目にも低下を示した
が、ケア群においては変化が中なかった。心ᢿ
数は統制群、ケア群ともに有意ᕪなく、6日目の
ケア群は82.7から78.0と有意に低下した。ၚᾮ
アミラーࢮは統制群450klu/l、ケア群
452.2klu/lと正常値の50klu/lよりもいずれも高
値を示し、6日目のアミラーࢮは、統制群、ケア
群ともに360klu/l以下であった。清ᣔ前後の比
較では水分・Ἔ分共に上᪼しバリア効果を示၀
できたと考えられた。本研究で使用したカラダ
キレイは天↛アミノ㓟を主体としたὙί効果の
スキンケアが期待されるものであるが⓶の
⇱などからトラブルとなるみの予防やストレ
ス軽減にはつながらない結果となったが、スト
イレスの生理的指ᶆである心ᢿ数はケア群で低
下傾向を示し、言語化による反応は得られな
かったものの表情には「気持ちよさそう」とい
う情動反応が得られている。全9頁（本人担当部
分：研究準備、論文整理、研究㐙行。共著者：
山口求、佐藤郁代、ᩧ藤英夫、野口寿美子、松
居典子、守本とも子、木野田利枝、門脇志保、
村井久美子、谷口奈美）

（学会発表）
１.大学における看護
基礎教育課程の日米の
比較

第54回日本教育方法学会
（和ḷ山県立大学）

2017年最優秀大学看護学校ランキングで全米1位
となった米国のデューク大学看護学部とオレゴ
ン州看護教育コンソーシアムの共通カリキュラ
ムと日本の看護学教育の比較検討を行った。看
護学教育におけるカリキュラムは、講義・実
習・演習を同時に進行させ、学生が」合的に学
ぶことができるよう学習活動を促進することが
重要であること、認知心理学や教育学などの理
論を共有し、知識の理解よりもどこまでスキル
が高くなったのかという教育方法や評価法の開
発によって、自立的な主体性のある学習者の育
成に向かうことが示၀された。

ポスター
発表（共
同研究）

EAFONSࠉ2020
（タイ・チェンマイ）

日本の⢾ᒀ病が強くわれる者は⣙1,000 万人
と推計され、平成9年以㝆増加している。⢾ᒀ病
患者の食事と運動に関する認識を探ることを目
的に奈良県在住の2型⢾ᒀ病患者20名を対象に、
半構造的面接調査を行った。本研究によって、
奈良県在住の2型⢾ᒀ病患者の健康行動に対する
社会生態学的影響が明らかとなり、患者に対し
ては、健康管理の計画、実施、評価において個
人と家族、職場の特性を考慮して⢾ᒀ病治療の
介入を行う必要性が示၀された。
（Haruna Tanaka, Ikuyo Sato, Sumiko
Noguchi, Namie Ueki, Jilian Inouye, Tomoko
Morimoto）

2.Preceptions
Towords Diet and
Exercise Among Type2
Diabetes Patients in
Nara Prefecture
（奈良県在住2型⢾ᒀ
病患者の食生活と運動
に関する認識）
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令和2年1月

（その他）

3.A Verification of
the Skincare
Benefits of Sugar
Scrubs for Elderly
People with Senile
Pruritus
（老人性⓶ᥙ症の
ある高齢者のための
シュガースクラブのス
キンケアの利点の検
証）

ポスター
発表（共
同研究）

EAFONSࠉ2020
（タイ・チェンマイ）

1

老人性ᥙ症は主に⓶⬡欠ஈによって引き起こ
され、痛みを伴うかゆみを引き起こされ、ᙅい
⓶の引っかき傷、および感ᰁ症にかかるリス
クが増加する。この研究は老人性ᥙのある高
齢者のためのシュガースクラブのスキンケア効
果を評価することを目的に、75ṓの合計17人の
高齢者施設に入試する高齢者を研究対象都市、
シュガースクラブを用いたケア群と統制群にラ
ンダムに割り当て、ケア前後の水分とオイル値
を測定した。その結果、ケア群では水分値は、
大ᖜに増加し、⓶⬡の量も大ᖜに増加した。対
↷群では、水分値のみが有意に増加（その他は
有意ᕪは認められなかった。シュガースクラブ
を使用したスキンケアでは水分と⓶⬡を効果的
に増加させ、それによりバリア機能を果たし、
かゆみを緩和することが分かった。（T.
Morimoto, M. Yamaguchi, H. Takahashi, H.
Saito,I. Sato,S. Noguchi, M. Inoue, and
M.Yoshimura）
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2年 6 月 30 日 

氏名 松居 典子 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

母親の育児不安，育児困難，多⫾育児 育児不安要因，育児ストレス，⏘後うつ，育児支援 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 ⸛野大学▷期大学部において「母性看護学方法論」 

（1）ዷፎ期，分ፔ期，⏘〟期について演習講義 H28,3～ の授業 ዷፎ期，分ፔ期，⏘〟期，新生児期の演習， 

（2）⏘〟期の経過と看護について講義 H29,1～  ⏘〟期の経過とアセスメント，看護について講義 

（3）研究指導 H28,8～ 「研究Ⅱ」の授業 研究指導 

（4）実習指導 H27,8～ 「ࢮミナール」の授業 8～9名でのグループ研究の指

導 「母性看護学実習」 臨地実習の指導 

奈良学園大Ꮵにおいて「助⏘診断技術学Ⅲ」の授業 

⏘〟期の助⏘診断、助⏘ケアについて講義 

「卒業研究Ⅱ」研究指導 

「母性看護学実習」「助⏘診断技術学実習」指導 

２ 作成した教科書，教材 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 H29 学生による授業評価アンケートにおいて評価を得る 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 

５ その他 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 

看護師免許取得 H10,4,9 

助⏘師免許取得 H11,4,27 

⸛野大学看護学研究科 看護学修士 H31,3 

２ 特許等 

３ 実務の経験を有する者についての特記事項 

４ その他 

賀県大津市新生児訪問 H27～30 新生児訪問を実施 計測，指導，相談など 

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

（著書） 

（学術論文） 

1.定㢕までの子の育児体 単著 平成 31 年 ⸛野大学看護学研究 子を育児中の母親 8名へのインタビュ

験から生まれた母親の技 科看護学専攻修士論 を行い、定㢕までの育児体験から生まれ 

文 た、子育児ならではの育児方法や、観 

察方法、児への関わり方などの育児の工 

夫を検討し、母親の創意工夫から生まれ 

た子育児の方法を育児支援に役立て 

る。 

2 重症心身障害児（者）の 共著 令和 2年 2月 日本医療福祉情報行 入院中の重症心身障害児（者）をケア群 

清潔援助としてスキンケ 動科学会 とコントロール群に分けケア群にはカ 

アの提供によるストレス ラダキレイとシュクレを用いて清潔ケ
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に関する研究 アを行いストレスへの効果を検証した。

（共著者：山口求，松居典子他 10 名） 

3 重症心身障害児（者）の 共著 令和 2年 3月 アビサルジャパン委 入院中の重症心身障害児（者）をケア群 

清潔援助としてスキンケ ク研究報告書 とコントロール群に分けケア群にはカ 

アの提供によるストレス ラダキレイとシュクレを用いて清潔ケ

に関する研究 アを行いストレスへの効果を検証した。

アビサルジャパン委ク研 （共著者：山口求，松居典子他 10 名） 

究報告書 

4㹌㹇㹁㹓退院後の母親が 共著 令和 2年 3月 日本小児保健協会 㹌㹇㹁㹓に入院経験のある、第１子育児 

求める入院中の育児支援 ᢞ稿中 中の母親㸶名へのインタビューを行い、 

入院中に求めていた育児指導や育児支 

援を検討し、NICU での母親への指導・ 

援助を考案した。 

（共著者：寺本久美子, 松居典子,今村 

美幸） 

5 ⏘後の育児不安とエジン 単著 令和 2年 3月 日本周⏘期メンタル 母親の育児不安に対して、地域や，施設 

バラ質問紙⚊活用に関す ᢞ稿中 ヘルス学会 でのエジンバラ質問紙⚊を活用した支 

る文献検討 援の状況を文献検討し、育児不安への対 

応やエジンバラ質問紙⚊の活用方法の 

改善につなげる。 

6 ⏘後の育児不安に対する 単著 令和 2年 3月 日本母性衛生学会 ⏘後に退院直後からの母親の育児不安 

地域での育児支援につい ᢞ稿中 とその支援の現状を明らかにすること 

ての文献検討 を目的として文献検討を行った。 

（その他） 
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教  育  研  究  業  績  書 

令和 2年 3月 31 日 

氏名 井上 昌子 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

在宅看護学 小児 在宅 重症心身障害児 レスパイト きょうだい 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

1）老年看護学援助論授業補助を行った。 平成 30 奈良学園大学保健医療学部の助手として、老年看護学援 

年 4月 助論の授業・演習のサポートや出欠確認を行った。演習 

～8月 では学生のロールプレイ、看護過程の評価を行った。 

2）統合看護学臨地実習指導を担当した。 平成 30 奈良学園大学保健医療学部の助手として、実習施設との

年 5月 調整、実習前オリエンテーションを行い、実習では学生 

自身の目ᶆが達成できるようチーム医療の一員として

看護師が果たす役割や、」数の受け持ちの中での優先 

㡰位を考え行動することを指導した。単位認定者の教授

とともに実習後の評価を行った。 

3）基礎・老年・成人・在宅看護実習におい 平成 30 実習施設との調整、実習前オリエンテーション、 実習

て臨地実習指導を担当した。 年 9月 に必要な日常生活援助技術の練習を行い、学生が実習に

～平成 取り組めるようにした。実習では、情報収集、アセスメ 

31 年 1 ント、看護過程の展開を通して患者に何が必要な看護か

月 を考えるよう指導した。また学生に自分の看護を振り返

り、学びを῝められるよう支援できた。単位認定者の教

授とともに、実習後の評価を行った。 

4）基礎看護実習Ⅱ臨地実習指導を担当した。 平成 31 実習施設において、情報収集、コミュニケーション、 

た。 2月 アセスメントを通して必要な看護や患者の思いを考え

られるよう指導した。

5）統合看護学実習臨地実習指導を担当した。 令和元 奈良学園大学保健医療学部の助手として、実習施設との

た。 年 5月 調整、実習前オリエンテーションを行い、実習では学生 

自身の目ᶆが達成できるようチーム医療の一員として

看護師が果たす役割や、」数の受け持ちの中での優先 

㡰位を考え行動することを指導した。単位認定者の教授

とともに実習後の評価を行った。 

6）老年看護学援助論、疾病治療論Ⅵ授業補 令和元 奈良学園大学保健医療学部の助手として、老年看護学援 

助を行った。 年 4月 助論の授業・演習の準備やサポート、出欠確認を行った。 

～8月 演習では、学生のロールプレイ・看護過程についての評

価を行った。 

7）老年看護学領域実習Ⅰ・Ⅱにおいて臨地実習指導 令和元 実習施設との調整、実習前オリエンテーション、 実習

を行う。 年 8月 に必要な日常生活援助技術の練習を行い、学生が実習に

～1月 取り組めるようにした。実習では、情報収集、アセスメ 

ント、看護過程の展開を通して患者に何が必要な看護か

を考えるよう指導した。また学生に自分の看護を振り返

り、学びを῝められるよう支援できた。単位認定者の教

授とともに、実習後の評価を行った。 

8）基礎看護学実習Ⅱにおいて臨地実習指導を 令和 2 実習施設において、学生が情報収集やコミュニケーショ

担当する。 年 2月 ン、アセスメントを通して必要な看護や患者の思いを考

えられるよう取り組んだ。 
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9) 老年看護学統合実習をオンラインで指導した。 令和２ 事例を用いて、」数受け持ちにおける優先㡰位、多重 

 年 5月 課題、感ᰁ対策、看護管理についてディスカッション 

  や看護過程の展開を通して指導した。 

   

10）老年看護学援助論演習 令和 2 助教として授業を担当し、高齢者の身体的加齢変化、必

 年 5月 アセスメントについてビデオを作成したり、㹂㹔㹂を 

  使って視覚的に理解できるようにし、講義後は確認テス 

  トを行い、振り返りをさせた。高齢者ఝ体験を学生 

  が行い、にディスカッションやプレࢮンテーションを 

  通して、高齢者の生活のしづらさを体験することで必要 

  な看護を導き出し、高齢者を理解することができた。 

   

11）ヘルスアセスメント 令和２ 演習において学生のバイタルサイン測定について、フィ 

 年 5月 ジカルアセスメントモデル「フィジコ」を使用すること 

 ～8月 で理解を῝めることができた。 

   

12）老年看護学概論、疾病治療論Ⅵ 令和２ 科目担当者の教授と共に授業に補助として入り、出欠 

 年 5月 確認や、課題回答作成を行った。 

 ～8月  

   

13）基礎演習Ⅰ 令和２ 科目担当者の教授とともに、㸶コマ担当した。 

 年 5月 大学生としての基本的なラーニングスキルについて講 

 ～8月 義し、文献検索、ディスカッション、プレࢮンテーショ

  ン、レポート作成についての学びを῝めた。 

   

14）卒業研究Ⅱ 令和２ 2 名の学生を受け持ち、卒業研究テーマについての指導、 

 年 5月 文献レビュー、論文作成を指導した。学生の興味をもっ

 ～8月 たテーマの文献検討を行い、論理的にまとめられている 

  か指導した。 

２ 作成した教科書，教材   

   

   

３ 教育上の能力に関する大学等の評価   

   

   

４ 実務の経験を有する者についての特記事項   

   

   

５ その他   

1）日本看護研究学会学術集会実行委員 令和元 実行委員として学術集会の運営に携わった。 

 年 8月  

   

2）教務 WG、卒業研究 WG 委員 令和元 書記を担当し議事録作成した。 

 年度  

   

3）学生生活 WG 委員 令和 2 1 年生の学年担当を受け持ち、書記を担当し議事録作成 

 年度 を担当した。 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概         要 

１ 資格，免許   

1）看護師免許 平成 27  

 年 4 月  

   

2）修士（看護学） 令和 2 奈良学園大学大学院看護学研究科在宅看護学分野 

 年 3月 修士論文題目：レスパイトケアを継続利用する在宅重症 

  心身障害児（者）の母親の心理プロセス 

   

２ 特許等   
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３ 実務の経験を有する者についての特記事項   

   

   

４ その他   

   

   

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（著書）     

1.2019 年出題傾向がみえ 共著 平成 30 年 12 ᰴ式会社ピラールプ 2019 年の看護師国家試験対策問題集と 

る必修問題  月 レス  して、近年出題された問題と要点がまと 

   㹀5 判 全 189 項 められている。 

    共著者：守本とも子（監修）、松浦純平 

    （編著）、井上昌子、斎藤英夫、⁁口み 

    ちる、明神一浩（著） 

    本人担当⟠所は、要点編「健康に影響す 

    る要因」「人間のライフサイクル各期の 

    特徴と生活」「主な看護活動の場と看護 

    の機能」「人体の構造と機能」「疾患と 

    徴候」「診療に伴う看護技術」の一部を 

    担当した。 

     

2.解いて、わかる㸟覚えて 共著 令和元年 10 ᰴ式会社ピラールプ 2020 年の看護師国家試験対策として必

合格必修問題問題集  月 レス  必修問題の過去問と要点の解説してい

    る。過去問の解説を一部担当した。 

    共著者：守本とも子（監修）、松浦純平 

    (編著) 

    本人担当⟠所：P14～15、P24、P32～33 

     

3. 解いて、わかる㸟覚え 共著 令和 2年 3月 ᰴ式会社ピラールプ 2020 年の看護師国家試験対策として小 

合格㸟小児看護学看護の   レス  児領域の過去問と解説している。 

統合と実践    本人担当⟠所は、看護師国家試験問題 

    過去問編全般の解説を担当した。 

    共著者：守本とも子（監修）、山口求 

    (編著) 

     

4. 解いて、わかる㸟覚え 共著 令和 2年 5月 ᰴ式会社ピラールプ 2021 年の看護師国家試験対策として小 

合格㸟小児看護学問題集   レス  児領域の過去問と解説している。 

    本人担当⟠所は、看護師国家試験問題 

    過去問編全般の解説を担当した。 

    共著者：守本とも子（監修）、井上昌子 

    (編著) 

     

（学術論文）     

1.「老人性⓶ᦋ症」の 共著 令和元年3月 日本医療福祉情報行 シュガー・スクラブを用いたスキンケア

シュガー・スクラブによる   動科学会 の効果をケア群と統制群に分けて検証 

スキンケアの効果の検証    した。 

    共著者：高橋寿奈、斎藤英夫、山口求、

    吉村雅世、佐藤郁代、野口寿美子、井上

    昌子、守本とも子 

    本人担当部分：研究準備、研究㐙行、 

    データ入力を行った。 

     

（その他）     

1     

2     

3     

:     
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2年 3 月 31 日 

   氏名   ⁁口 みちる      

研   究   分   野 研究内容のキーワード 

看護学   臨床看護学 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概         要 

１ 教育方法の実践例   

1）基礎看護学の講義・演習の工夫と技術試験の試み 平成 24 年 4月～ 「生活を支援する技術Ⅱ」（環境）、生活

（社会医療法人 ␥内会 岡Ἴ看護専門学校 1年生） 平成 29 年 1月 支援する技術Ⅳ」（食事・ἥ）を担当し

  DVD も活用し、講義後にはすࡄに練習できる 

  よう、授業はすべて白⾰を着用し、実習室

  った。また、グループワークでは、グルー

  協力して調べること、共有する利用し目的

  図書室も利用した。そうすることで、より

  ―プ内の協調性が増し、演習でも自ら考え

  グループメンバーが全て体験できるよう時

  配分や意見交も行えた。 

   

2）能動的な授業を考えたジグソー学習の導入 平成 27 年 4月～ ᗙ学やグループワークのみにとどまらず、

（社会医療法人 ␥内会 岡Ἴ看護専門学校 2年生） 平成 29 年 1月 がいかに効果的・能動的に授業を行うこと

  できるのかを考え、「診療行為を支援する

  Ⅰ」の注射の授業で実施した。「注射」は

  にとって一␒興味を示す反面、医療事ᨾに

  ⧅がるものと考えたためである。「⓶下注

  「⓶内注射」「筋⫗注射」「静脈内注射」

  どれか一つを担当し、他のメンバーに伝え

  事前課題を提示し、授業当日に役割別の専

  チームに参加、グループ内で統一し他者に

  ることができるまで学び合う。その後、学

  他のグループで教員役となり実施する。教

  それࡒれの専門家チームのアドバイࢨー的

  在として指導する。ジグソー学習前には、

  による講義と実践を行い、根拠、留意点、

  ントを伝えている。30 項目の授業アンケー

  作成し、「責任感を感じた」「自分から進

  理解しないとこの授業は難しいと思った」

  達に伝えようという気持ちを持った」など

  項目において評価が高く、効果的であった

  考える。 

   

3）統合看護学実習を意識した統合看護技術の実施 平成 27 年 3月～ ケーススタディ・シナリオを用いた演習を

（社会医療法人 ␥内会 岡Ἴ看護専門学校 3年生） 平成 29 年 1月 た。6名の受け持ち患者を想定し、グループ

  患者の優先㡰位、行動計画の立案をさせた。

  の後、モデル人形を活用し、実際に状況設

  観察項目や看護技術などの演習を行った。

  する病院看護師および当該学生 1年生の協

  のもと、統合看護技術試験を行った。時間

  優先㡰位を考え、ナースコールの対応やリ

  ―・メンバーの役割等を確認した。またこ

  授業の中には、看護の統合知識確認として、

  合看護技術、医療安全の確認試験を行った。 

  学生は実際にはできなかった場面が多く、

  師国家試験終了後より卒業まで、技術練習

  自主的に行うようになった。 

   

２ 作成した教科書，教材   
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なし   

   

３ 教育上の能力に関する大学等の評価   

なし   

   

４ 実務の経験を有する者についての特記事項   

1)成人看護学実習Ⅰおよび成人看護学実習Ⅱ、統合看護 平成 30 年 9月～ 3 年生を対象とした成人看護学実習Ⅰおよ

学実習の指導 現在 成人看護学実習Ⅱ、4年生を対象とした統 

（奈良学園大学保健医療学部看護学科）  合看護学実実習の実習指導を担当している 

  。 

   

2）実習調整者 平成 28 年 4月～ 臨地実習の調整、実習調整会議にて司会進

（社会医療法人 ␥内会 岡Ἴ看護専門学校） 平成 29 年 1月 を行った。 

   

５ その他   

1）学生の目ᶆ達成に向けたポートフォリオの作成 平成 25 年 4月～ 学生が自らテーマや目ᶆを決め、学び続け

 平成 29 年 1月 学習法を取り入れることを考え、ポートフ

  オを作成した。入学時に説明し、ビジョン

  ゴールを記載させた。中間の面接時に、ゴ

  に向かうためにはどうしていくのかを指導

  た。また 2～3 月に全体での発表会を設け、

  生全員に発表させた。学生自身がどのよう

  成長してきたのか、また自信をもって成長

  たと主張できるようになった。 

   

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概         要 

１ 資格，免許   

１）看護師免許 平成 12 年 4月 第 1075353 

   

２）厚生労働省認定看護専任教員㣴成講習会終了 平成 24 年１月 厚生労働省認定三重県専任教員㣴成講習会 

   

３）修士（看護学） 令和 2年 3月 奈良学園大学大学院 看護学研究科  

  修士課程 

   

２ 特許等   

なし   

   

３ 実務の経験を有する者についての特記事項 平成 30 年 4月～ 「過去・現在から未来へ発信する看護のイ

1）日本看護技術学会第 18 回学術集会 企画委員 平成 31 年 3月 ーション」をテーマに、2019 年 9 月 7・8

  学術集会での役割を㐙行した。 

   

2）日本看護研究学会第 45 回学術集会 実行委員 令和元年 8月 「研究成果をためる つかう ひろげる  

  ؐ社会に評価される看護力ؐ」をテーマに、 

  令和元年 8月 20 日、21 日の学術集会での役

  を㐙行した。 

   

４ その他   

1）入試対策委員 平成 27 年 4月～ 入学試験に関する筆記試験監╩および面接 

（社会医療法人 ␥内会 岡Ἴ看護専門学校） 平成 29 年 1月 試験監╩を行った。判定会議に向けて、入

  状況をまとめた。 

   

2）広報活動 平成 25 年 4月～ 三重県および奈良県内の高等学校を訪問

（社会医療法人 ␥内会 岡Ἴ看護専門学校） 平成 29 年 1月 学生ເ集の案内を行った。また、学校ホー

  ページのニュース更新や広報業者とのᡴち

  わせに参加するなど、広報活動を行った。 

   

3）学校における防⅏・⅏害に関する見直しを検討 平成 25 年 4月～ 「⅏害発生時に適切な判断・行動がとれる

（社会医療法人 ␥内会 岡Ἴ看護専門学校） 平成 29 年 1月 の㣴成－防⅏マニュアルの再構築－」とし

  アクションカードを作成した。実際に、防
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  訓練に活用し、「責任者（指示令）」「第

  発見者（初期ᾘⅆ）」「応援者（避難・ㄏ

  を行った。結果、焦らずスムーズに学生を

  でき、自らの役割も担うことができた。ま

  㞄接する病院内での業務改善発表会で発表

  た。 

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月  

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の

名称 

概        要 

（著書）     

1.2019 年出題傾向がみえる 共著 平成30年12月 ピラールプレス 看護師国家試験出題基準の中項目に基づき

必修問題    づき、要点編と過去問題編からなる 2部構

    構成となっている。 

    担当部分：健康の定義と理解、看護におけ 

    る倫理（看護師等の役割）、人間の特性、 

    人間のライフサイクル各期の特徴と生活（ 

    成人期）、人体の構造と機能（人間のṚ）、 

    疾患と特徴（ྤ⾑、ၻ⾑、チアノーࢮ、 

    ྾困難、⬚痛、不整脈、⭡痛・⭡部⭾満、 

    悪心・ྤ、下⑩、౽⛎、下⾑、ஈᒀ、無 

    ᒀ、頻ᒀ、多ᒀ）、薬物の作用とその管理 

    （薬物の管理）、看護における基本技術（ 

    フィジカルアセスメント）、患者の安全・ 

    安楽を守る看護技術、診療に伴う看護技術 

    （ᩆ急ᩆ処置） 

    著者：守本とも子，松浦純平，井上昌子， 

    㰻藤英夫．⁁口みちる，明神一浩 

     

（その他）     

㸺学会発表㸼     

1）テキストマイニングを用 ― 平成 31 年 3月 第 32 回日本看護 国内における⅏害看護の教育に関する研究 

いた⅏害看護における教育   研究学会 近␥・ の動向と課題を明らかにするために、㹉㹆 

に関する研究の動向と課題   北㝣地方会 Coder を用いて論文のタイトルを分析した。 

    クラスター分析、共起関係ネットワーク分 

    類の結果、臨床や教育現場で多ゅ的な分類 

    より、┒んに研究が取り組まれている現状 

    が明らかとなった。 

    共著者：⁁口みちる，松浦純平 

     

2）テキストマイニングを用 ― 平成 31 年 3月 第 32 回日本看護 看護学生が精神障害者に実際に関わり、対 

いた精神看護学実習におけ   研究学会 近␥・ 人関係のプロセスを通して、どのような「学 

る学生の学びの分析   北㝣地方会 び」があったのか、その特徴を明らかにす 

    ることで今後のより良い実習の提供や教育 

    内容の示၀を得ることを目的とした。「考 

    える」「感じる」「関わる」といった情意 

    ・精神・運動領域に関する記述が多くあり、 

    学生は受け持ち患者の関わりを通して精神 

    障害者の「生きにくさ」を理解していた。 

    共著者：山㷂㝣世，⁁口みちる，井上葉子 

     

3）テキストマイニングを用 ― 令和元年 9月 日本看護技術学 看護のプロセスを考える看護過程が、学生 

いた看護過程に関する研究   会 第 18 回学術 は困難と感じている現状があり、看護過程

の特徴   集会 に関する研究の特徴を明らかにすることを 

    目的とした。看護過程の展開と演習との結 

    びつきのある研究が示၀され、学生および 

    臨地は、成人の実習において看護過程を展 

    開するうえで困難を抱えていることが明ら 

    かとなった。共著者：⁁口みちる，松浦純

    平 
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4）Trends and issues of ― 令和 2年 2月 第 6回世界看護 海外における⅏害看護教育に関する研究の 

research on disaster   科学学会学術集 動向と課題を明らかにすることで、テキス 

nursing education   会 トマイニングを用いて分析を行った。海外 

overseas using    では、あらゆる⅏害を想定した訓練を行っ 

text mining    ている。⅏害看護は多職種協働のもと、教 

    育プログラムの開発を進めていくことが示 

    ၀された。共著者：⁁口みちる，松浦純平 

     

5）Analysis of nursing ― 令和 2 年 2月 第 6回世界看護 世界の CPR 実施時の性に関する研究の分析 

research on CPR in   科学学会学術集 と課題を明らかにすることで、テキストマ 

gender:a 10-year study   会 イニングを用いて分析を行った。階層的ク 

in the world    ラスターの結果から、学生の CPR 教育の中

    でᕪにᅃわれず、確実な CPR の実施、振り

    返り、実施後の報告会が重要であることが 

    明らかとなった。共著者：松浦純平，⁁口

    みちる，小林由里，田場真理，守本とも子 

     

6）Analysis and problem of ― 令和 2年 2月 第 6回世界看護 世界の⅏害時における透析看護に関する研 

research on dialysis   科学学会学術集 究の分析と課題をテキストマイニングで分

nursing at disaster   会 析した。その結果、素早い対応ができるプ 

time in the world    ログラムの開発と医療職種チームが連携す

    ることが重要である。また、病院の医療職

    チームが実際に行動（アクション）を起こ

    すこと、透析患者の健康を優先的に考える 

    ことが重要である。地域により地㟈やハリ 

    ケーンなどの多様な⅏害があるため、今後 

    も多種多様な研究の増加が望まれる。共著 

    者：松浦純平，田場真理，⁁口みちる，小

    林由里，守本とも子 

     

7）A systematic review of ― 令和 2年 2月 第 6回世界看護 世界における先行研究よりサーカディアン 

research on postoperative   科学学会学術集 リズムとせん妄発症の関連からせん妄発症 

delirium onset prevention   会 予防について分析し、現状を明らかにする 

from the viewpoint of    ことである。メラトニン⏘生がサーカディ 

circadian rhythm in the    アンリズムを調⠇し、術後せん妄発症予防

world    の可能性が示された。今後は症例研究の無 

    作為ランダム試験の研究が進むことが期待 

    される。共著者：松浦純平，小林由里，田 

    場真理，⁁口みちる，守本とも子 

     

8）看護における AI（人工知 ― 令和 2年 3月 第 33 回日本看護 医療分野の中でも看護におけるAIに関する 

能）に関する研究の現状－   研究学会 近␥ 研究の現状と展望を明らかにすることを目 

テキストマイニングを用い   ・北㝣地方会 的に、「人工知能」「看護」で文献を検索

た分析－    し、テキストマイニングで分析した。結果、 

    介護支援採用ロボットスーツ HAL や手術支

    援ロボット da Vinci などロボットに関する 

    研究とその効果について取り組んでいた。

    看護実践への取り組み、効果の検証も必要 

    である。共著者：松浦純平，⁁口みちる， 

    田場真理，上野栄一 

     

9）看護師の看護管理のコン ― 令和 2年 3月 第 33 回日本看護 過去の看護師の看護管理のコンピテンシー 

ピテンシーに関する研究の   研究学会 近␥ に関する研究の特徴を明らかにすることを 

特徴－テキストマイニング   ・北㝣地方会 目的に、「看護師」「看護管理」「コンピ

による分析から－    テンシー」で文献を検索し、テキストマイ 

    ニングで分析した。結果、看護師の看護管

    理のコンピテンシーに関する研究は人材育 

    成、能力評価、支援・指導体制、キャリア

    開発、臨床実践能力など特徴があった。共 
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    著者：上野栄一，松浦純平，⁁口みちる，

    田場真理，杉島優子 
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年月日

��看護研究（ケーススタディ）のᣦ導 平成��年�月～ 田看護専門学ᰯ�年生が実習で担当したᝈ者につ

（ẖ年�～�名） 平成��年�月 いてのケーススタディのᣦ導を担当している。

学生は対象に実施した看護を振り㏉り、論文の一

連の過程を㏻して、論理的思考を㣴うとともに、

自分は看護するうえでఱを大ษにしているのか、

看護とはఱかを表現できていた。

��ᇶ♏看護学「➽⫗内ὀ射」「点�㟼⬦内ὀ射�」平成��年�月～ 田看護専門学ᰯの専門分野Ϩの科目「ᇶ♏看護

「┤⭠内与⸆」の看護技術演習にて教員作成の 平成��年��月、学」の単元の「与⸆」の技術演習で、㟼⬦シュミ

モデルの活用 平成��年�月～ レーターを使用し手技を学ࡤせるとともに、教員

平成��年�月 が作成したモデルを装╔し、ᝈ者役も体験させた。

演習ᚋのレポートに「㔪を่すᜍᛧを感じたが、

ኌかけでᏳ心することを感じた」という感想があ

り、ᝈ者の心理≧ἣが理解できていると考える。

��ᇶ♏看護学「➽⫗内ὀ射」の看護技術演習にて 平成��年�月～ 田看護専門学ᰯにて技術演習にデモストは実施

協同学習（ジグソー学習法）の導入 平成��年�月 せず、協同学習法（ジグソー学習法）を導入して

いる。「クラークの点」「࣍ッ࣍シュテッターの

部位」など選定方法に対して、教ᖌ役を担い自

分が担当した学習課題をおいに教え合う。ṇし

い知識をఏᤵできるように、ࡦとり一人が㈐任を

もって学び、教え合うことによって根ᣐがよく理

解できたという感想が⪺けた。

��事例を㏻して考えさせるᇶ♏看護技術 平成��年�月～ 田看護専門学ᰯの専門分野Ϩの科目「ᇶ♏看護

演習�「活動とఇᜥ」「Ύ₩」「㣗事と排ἥ」 平成��年�月 学」の単元の「活動とఇᜥ」の体位ኚ換の演習で

「㓟素྾入」「྾引」「与⸆」「検査」� 事例を設定し、そのᝈ者に合ったᏳ全でᏳ楽な体

位ኚ換や⛣動を考えさせた。ᝈ者にゐれることは

単に作業的な援助を行うにとどまらず、Ᏻ心やこ

こちよさなど⢭神的な援助を行うことにつながっ

た。単元「検査」では、検査時ᝈ者・看護ᖌ・医

者などのロールプレイを実施させることで、ᝈ者

の心理、看護ᖌの役割を実感できたという感想が

あった。

��⢭神看護学の講義に動画（ど⫈ぬ教材）の使用 平成��年�月～ 田看護専門学ᰯの専門分野ϩ「⢭神看護学概論」

平成��年�月 の講義で学生より「⢭神看護ってよくわからない」

「⤫合ኻ調のᗁぬ・ዶ想のイ࣓ージがわかない」

などの意見があった。講義で⢭神看護のイ࣓ージ

をつかみ、そして実習でよりよい学びにつながる

ようにᫎ画や実㝿に⢭神㞀ᐖ者の出演している

テレビなどをᤵ業のテーマに応じてこちらの学ࡪ

目的・意図を᫂確にㄝ᫂し、ど⫈させた。ど⫈し

たあとグループワークをさせると、活発に意見

換ができ「実習に行ったらこんな看護がしたい」

とල体的な感想を㏙べることができていた。

��ᅜᐙヨ験担当：他�名の教員とともにᅜᐙヨ験 平成��年�月～ 田看護専門学ᰯにて他�名とともにᅜᐙヨ験担当

対⟇を実施している 平成��年�月 をしている。�年間を㏻した対⟇を実施している。

過ཤ問題の講義と解ㄝᤵ業（⢭神・ᇶ♏） 各学年の進度に合わせて�年間にわたってᶍᨃヨ験

ᶍᨃヨ験の解ㄝ のスケジュールを考え実施し、成績データの分析

を行い、個別的に⥅続した学習支援を行っている。

成績だけでなく⢭神㠃や学習⎔ቃ㠃にも㓄慮して

学生からは「学習方法が分かった」「成績が上が

った」「Ᏻが㍍ῶした」などの感想が⪺けた。

教育方法の実践例ࠉ１

教 育 研 究 業 績 書

��日ࠉ�月ࠉ令和�年ࠉࠉࠉࠉ

氏名ࠉࠉࠉ山㷂ࠉ㝣ୡ

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

看護学 ⢭神看護学�ストレス�レジリエンスࠉ看護学生ࠉ�⮫地実習

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要
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��ᇶ♏看護技術演習：ᤵ業および演習の補助 平成��年�月～ 奈良学園大学保健医療学部看護学科にてᇶ♏看護

「⎔ቃの調ᩚ」�ベッド࣓ーキング�「活動とఇᜥ」 令和�年�月 学領域のᤵ業・演習の補助として入っている。

「感ᰁ㜵Ṇ」�↓⳦᧯作�「Ύ₩」「ࣂイタルサ ェッࢳルフトレーニング（看護技術の動作確認ࢭ

イン」「྾」（㓟素྾入・྾引）「㣗事」 ク）では学生の技術のᣦ導を実施している。学生

「排ἥ」（おむつ換・㝜部Ὑί）（ᾃ⭠・౽器） からの意見の発表をಁし、ᚋ期に入り学生間でも

「採⾑」「ὀ射法」など 積極的な意見換ができるようになってきている。

また動作確認する技術項目や到達度など教員間の

会㆟で積極的に発言をしている。

作成した教科書，教材ࠉ２

��ᇶ♏看護技術モデル作成 平成��年�月～ 田看護専門学ᰯの専門分野Ϩᇶ♏看護学「与⸆」

「与⸆」�点㟼⬦内ὀ射モデル��┤⭠モデル） 平成��年��月、（�年次㓄当、�単位、��人クラス）において┤⭠

平成��年�月～ モデルや➽⫗内ὀ射や㟼⬦内ὀ射のモデルを考

平成��年�月 した。学生からは購入したデモ器は数に㝈りがあ

るが、作成したモデルも活用することでより多く

技術を⦎習することができたという感想があった。

技術ࢳェックは全員合格している。

��「⢭神看護学実習要項」 平成��年�月～ 田看護専門学ᰯの専門分野ϩ「⢭神看護学実習」

実習評価「ルーブリック評価表」を作成 平成��年�月 （３年次㓄当）において、実習目的、実習目ᶆや

ල体的な学習内容、看護過程の記㘓方法などの要

項を作成した。また実習の評価表には「ルーブリ

ック評価」を作成し取り入れた。

��ᅜᐙヨ験担当 平成��年�月～ 田看護専門学ᰯにて他�名とともにᅜᐙヨ験担当

平成��年�月 をしている。平成��年度はᅜᐙヨ験のഴ向と対⟇

資ᩱを作成して学生に㓄布しᣦ導をした。

教育上の能力に関する大学等の評価ࠉ３

特記事項なし

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ４

��ᇶ♏看護学の担当 平成��年�月～ 田看護専門学ᰯで専門分野Ϩの科目「ᇶ♏看護

平成��年�月 学」の単元「活動とఇᜥ」「Ύ₩」「㣗事と排ἥ」

「与⸆」「検査」（�年次㓄当ࠉ��人）など�単位

��時間もしくは�単位��時間を担当した。

��ᇶ♏看護学「技術ヨ験」の担当 平成��年�月～ 田看護専門学ᰯで専門分野Ϩの科目「ᇶ♏看護

技術項目のỴ定、事例、ࢳェックリスト（評価 平成��年�月 学」単元の「技術ヨ験」を担当した。技術ヨ験の

表）作成 内容や評価表など担当した。

��⢭神看護学の担当 平成��年�月～ 田看護専門学ᰯで専門分野ϩの科目「⢭神看護

平成��年�月 学」の単元「⢭神看護学概論」「⢭神看護学方法

論Ϫ」（看護過程）（�年次㓄当ࠉ��人）�単位

��時間を担当していた。

看護過程においても「ルーブリック評価」を作成

し活用した。

��⮫地実習の担当 平成��年�月～ 田看護専門学ᰯでの⮫地実習の⢭神看護学、

平成��年�月 看護⤫合分野（�年次㓄当）、ᇶ♏看護学、

成人看護学Ϩ実習（�年次㓄当）の実習ᣦ導を

担当していた。

平成��年�月～ 奈良学園大学では、ᇶ♏看護学実習Ϩ、ϩ、成人

令和�年�月 看護学実習ϩ（៏性期）を担当している。

事項 年月日 概要

資格，免許ࠉ１

��看護ᖌ免許 平成�年�月�日 第������ྕ

��高等学ᰯ教ㅍ一✀免許（理科） ############# 平一一高一め第����ྕ

特許等ࠉ２

ヱ当なし
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実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ３

著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

（著書）

なし

��ᇶ♏看護学実習におけ 平成��年�月 �年課程の看護専門学ᰯ�ᰯの学生���名を対

るフィジカルアࢭス࣓ 象にᇶ♏看護学実習でのフィジカルアࢭス

ント技術の活用の実ែ ࣓ント技術に関する質問⣬を実施した。そ

の結果、ᤵ業で学んだことをᇶに、⮫地実

習で体験を積み重ねることが重要であり、

そのためにはᤵ業と⮫地実習との連動性を

ᙉ化した教育内容が必要であると示၀を得

た。

共同研究者：山㷂㝣ୡ・中ᕝ利子・田⏿

子・上ⴥ子他（本研究の発表者として中

心となり研究に取り組んだ）

ᢒ㘓㞟3ࠉ���

��ど⫈ぬ教材を用いたフ 平成��年�月 「ᇶ♏看護学実習におけフィジカルアࢭス

ィジカルアࢭス࣓ントの ࣓ント技術の活用の実ែを」の研究から

教育効果および活用方法 学生が「看護ᖌがఱを観察し、どういう

の検討 ุ断をしているかẼづくど点が㣴われてい

ないのではないか」と考え、看護ሙ㠃を想

定したど⫈ぬ教材を作成し、その効果を検

証した（྾器ᝈのᝈ者の設定で��分間

の動画で�ሙ㠃と学生がఱを考えたのかᩚ

理するワークシートを作成�。

パイロットスタディとして看護専門学ᰯ２

年生��名を対象とし、自記式質問⣬および

自⏤記㏙にて調査を行い、6366にて分析を

行った。その結果、動画にて観察ど点を⤠

ることで看護のど点を提供する一助となり

学生のイ࣓ージ化につながったという結論

に⮳った。

動画のሙ㠃設定・ᝈ者役や分析結果の考察

等に関わった。

共同研究者：中ᕝ利子・田⏿子・山㷂

㝣ୡ・立ᕝカ௦他

奈良県看護教員研究会会報

��⢭神科における理に 平成��年�月 ⢭神看護学実習で学生は理的なሙ㠃に㐼

ついてのᤵ業方法につい 㐝することが少なくないと考えられ、その

ての検討 ため講義の中で理的感受性を高める必要

があると考えた。本研究ではではᤵ業を

作成し、ᤵ業を実施をしたᚋに学生のアン

ケート調査を行った。その結果より、ᝈ者

の⢭神㠃をල体的に考えられるような事例

の工夫の必要性の示၀を得た。

共同発表者：加⣡⏤紀子・田⿱子・山㷂

㝣ୡ他、

研究会会報3ࠉ���～��

��⮫地実習における看護 平成��年�月 ⮫地実習は学生にとってストレスが大きい

学生のストレスとレジリ ことがᣦされている。学生のレジリエン

エンスについての実ែ スを発できれࡤ、ストレスに対処できる

ことが期ᚅされる。そこで本研究は、時期

の異なる�つの実習の๓ᚋで、学生個々の

ストレス応とレジリエンスの≧ែを調査

した。その結果、ストレスがレジリエンス

に及ࡰすᙳ㡪には個人差があり、個人の特

性を理解した個別的な支援の重要性が示၀

された。

共同研究者：山㷂㝣ୡ・平山ள▮子・上

ⴥ子・田⿱子他（本研究の発表者として

中心となり研究に取り組み論文を書いた）

示ㄝ発表、そして論文が採ᢥされた

論文㞟3ࠉ������

第��回日本看護学会㸫

看護教育㸫学術㞟会

（ࠉ㤶ᕝ県高ᯇ市）

第��回奈良県看護教

員研究会

第��回奈良県看護教

員研究会

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

第��回日本看護学会㸫

看護教育㸫学術㞟会

（ࠉᒾ手県┒ᒸ市）

看護－326



��⮫地実習における看護 平成��年�月 ⮫地実習における学生のレジリエンスに関

学生のレジリエンス育成 する研究論文をᩚ理・分析することで、レ

に関する文⊩研究 ジリエンス育成に向けた個別的な支援方法

の示၀を得る目的で、医中誌:HE、&L1LL�

$UWLFOHVを使用し「看護学生」「レジリエ

ンス」をキーワードに����年から����年に

㝈定し、さらに「⮫地実習」に関する記㏙

が含まれている論文に⤠り込み�௳を対象

文⊩とした。その結果、自ᑛ心や情動㠃な

ども合わせた学生の感情を受容し、学生個

々の㐺応過程を見極めた上でレジリエンス

育成に向けた支援を行うことが重要である

ことがわかった。

共同研究者：山㷂㝣ୡ・上ⴥ子・平山ள

▮子・ⴺ原బ⾰他�本研究の発表者として

中心となり研究に取り組み論文を書いた）

示ㄝ発表、そして論文が採ᢥされた。

論文㞟S������

��テキストマイニングを 平成��年��月 大学㝔生対象のソフト㈚与∧をりて、

用いた⢭神看護学実習に ᕥ記に応ເした。

おける学生の学びの分析 共同研究：山㷂㝣ୡ・⁁ཱྀみちる・上

ⴥ子�中心となり研究に取り組み論文を

書いた�ᕥ記の「ᩒ㜚㈹」を受㈹した。

��テキストマイニングを 平成��年�月 ブラッシュアップをしてᕥ記の学会に

用いた⢭神看護学実習に ᢞ✏した。

おける学生の学びの分析 平成��年度�月～��月に⢭神看護学実習を

行った�年課程$看護専門学ᰯ�年生��名に

対し、実習記㘓>⢭神看護学実習を終えて@

を対象として、7H[W�0LQLQJ�VWXGLR����を

用いて分析を行い、⢭神看護学実習の目ᶆ

との関連を検討した。その結果、受けᣢち

ᝈ者との関係性を築く中でᝈ者の「生きに

くさ」も感じることができ、社会ᖐに及

すᙳ㡪も理解できていたが、⢭神≧ែをࡰ

アࢭス࣓ントする技術も活用することをᙉ

化する必要性が得られた。

共同研究者：山㷂㝣ୡ・⁁ཱྀみちる・上

ⴥ子（本研究の発表者として中心となり研

究に取り組んだ）示ㄝ発表。ᢒ㘓㞟3���

日本看護研究学会に論文ᢞ✏ண定。

��テキストマイニングを 令和元年�月 本研究は看護ᇶ♏教育における⢭神看護学

用いた⢭神看護学教育 に関する研究論文の動向を᫂らかにする目

に関する研究の動向 的で、����年�月に医中誌:HE∧を使用し、

「⢭神看護学」「⮫地実習」「看護ᇶ♏教

育」をキーワード、期間を����年から����

年とし検索を行った結果、���௳の論文の

タイトルを対象とした。

分析は計量テキスト分析ソフト.+&RGHUを

用いて分析を行った。その結果、年௦別の

対応分析ではカリキュラムᨵṇや⢭神医療

の⫼ᬒにకう特徴が見られた。

共同研究：ⴺ原బ⾰・山㷂㝣ୡ

（発表者ではなかったが、中心となり研究

に⮫んだ。）

奈良県看護教員研究会で発表

���テキストマイニング 単著 令和元年��月 上記で検索した���論文のタイトルについて

による⢭神看護学に関す 分析ソフト7H[W�0LQLQJ�VWXGLR����使用し

する研究のኚ㑄と特徴 て、����年～����年を�つの年௦に分け

分析を行った。その結果、学生の学びにつ

いては「学び㸫研究」から「学び㸫活用」

「学び㸫評価」へとኚ化が見られ、カリキ

ュラムኚ㑄にకい特徴的なㄒが認めれた。

大学㝔生対象にソフト㈚与∧をりて、

ᕥ記に応ເした。

この分析ソフトで分析を進めて、第��回

日本看護研究学会ࠉ近畿・㝣地方会

の示ㄝ発表にᢞ✏ண定である。

単著：山㷂㝣ୡ

����年度

177数理システム

7H[W�0LQLQJ�6WXGLR

研究ዡບ㈹に応ເ
（結果はᮍ）

（ࠉ⚟県立大学）

7H[W�0LQLQJ�6WXGLR

第��回日本看護学会㸫

看護教育㸫学術㞟会

（ࠉ広ᓥ県）

第��回日本看護研究学

会�第��回近畿・㝣

地方会学術㞟会

����年度

177数理システム

員研究会

研究ዡບ㈹に応ເ

第��回奈良県看護教
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���テキストマイニング 単著 令和元年�月 本研究はᇶ♏看護学領域における看護技術

によるᇶ♏看護学領域 教育に関する現≧とその効果に関する研究

おける看護技術教育に の動向を᫂らかにすることを目的に

関する研究の動向 医中誌:HE∧を使用して、現行のカリキュ

ラムがᨵṇされた����年から��年間の期間

とし、「看護ᇶ♏教育」「看護技術」「演

習」「効果」をキーワードに検索した。

そのうち「ᇶ♏看護学」に関わらない論文

を㝖いた��௳のᢒ㘓を対象とした。

計量テキスト分析ソフト.+&RGHUを用いて

分析した。その結果、看護技術教育で効果

的な演習方法として、ᶍᨃᝈ者の導入、

講義と演習に共㏻の事例を用いること、

学生自㌟による自ᕫ評価や自ᕫ教育力の

向上が必要であるという示၀を得た。

単著：山㷂㝣ୡ

示ㄝ発表を行った。ᢒ㘓㞟3���

���子育てୡ௦を対象に 令和元年�月～ ᕥ記の応ເした結果、助成金をいただき

したラフターࣚガ体験 現在に⮳る 研究を開始。

による心㌟のኚ化に関 本研究は、子育てୡ௦を対象にしたラフタ

する研究 ーࣚガ体験による心㌟のኚ化を᫂らかにす

ることを目的に、対象者は��～��௦の⏨ዪ

�名について、ラフターࣚガをする⩌とコ

ントロール⩌のクロスオーࣂースタディー

による研究を行った。生理学的ᣦᶆとして

ユニオンツールᰴ式会社ウエアラブル心ᢿ

(/、(+、,ンサ（心ᢿ数、55ࢭ

/)�+)の್）、主観的ᣦᶆとしてᆏ野らの

「Ẽ分調査⚊」を用いて����年�月に測定。

現在結果を分析中である。

共同：山㷂㝣ୡ・上ⴥ子・୕ᾆᗣ௦・

大野ᑑ⨾子・Ᏻ⸨和子・㎷ୗᏲᘯ

本研究の中心となり、測定から分析にとり

組んでいる。

次年度までに論文にして関連学会にᢞ✏

ண定。

���ᇶ♏看護学実習にお 単著 平成��年～ 近年、人間がストレスから立ち┤るときに

けるᅔ㞴さに向き合う看 令和�年�月 必要とされる自ᕫ回力（レジリエンス）

護学生のレジリエンスに がὀ目されている。

関する研究 ᇶ♏看護学実習に↔点を当て、学生のᇶ♏

看護学実習におけるᅔ㞴さに向き合う看護

学生のレジリエンスの発のプロࢭスを᫂

らかにすることを目的に、�年課程看護専

門学ᰯの�年生を対象に༙構㐀的㠃᥋法に

て「⮫地実習でのᅔ㞴な≧ἣに対して学生

はどのようにレジリエンスを発してり

㉺えていくのか」インタビューを行った。

現在��名のインタビューを実施し、修ṇ∧

グラウンデッドࢭオリーアプローࢳ

（0�*7$）を用いて分析を行った。その結

果、࠙ᅔ㞴さに┤㠃した自ᕫと向き合う内

的体験ࠚでみられるࠓ≧ἣᡴ◚の㌿機とな

る自ᕫの感情のኚ化ࠔが、自分中心的な考

えからᝈ者に向き合う第一Ṍを㋃み出す㌿

機となり、࠙ᝈ者に向き合い看護をᶍ索す

る行動ࠚに⮳り、看護ケアの実施につなが

っていることがわかった。

単著：山㷂㝣ୡ

ᣦ導教ᐁ：す本⨾和

奈良学園大学大学㝔

看護学研究科

⢭神看護学専ᨷ

修士論文

令和元年度本学の

学部共同研究費助成

日本看護技術学会

第��回学術㞟会
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【ಖ健་⒪学部】 

 ࠔ⛉ン学ࣙࢩテ࣮ࣜࣅࣁࣜࠓ

教授 

■ 㣤ሯ ↷史・・・・・1㹼28 
■ ụ田 ⪔・・・・・29㹼72 
■ ఀ⸨ 健一・・・・・73㹼98 
■ 大ᾆ 智子・・・・・99㹼151 
■ ᰘ田 ᨻᙪ・・・・・152㹼182 
■ ㎷ୗ Ᏺ弘・・・・・183㹼207 
■ 西ᕝ 㝯・・・・・・208㹼220 
■ 橋本 雅⮳・・・・・221㹼308 
■ 山ᙧ ຊ⏕・・・・・309㹼318 
 

准教授 

■ 阿Ἴ 㑥ᙪ・・・・・319㹼372 
■ ⸨田 ಙ子・・・・・373㹼382 

 
講師   

■ ᇛ野 㟹᭸・・・・・383㹼409 
■ 本 ᖾ治・・・・・410㹼441 
■ 野中 ⣫ኈ・・・・・442㹼487 
■ ⚟原 ၨ太・・・・・488㹼519 
■ 吉ᕝ ⩏之・・・・・520㹼547 

 
ຓ教 

■ ➲野 弘美・・・・・548㹼556 
■ ᆤෆ 善ோ・・・・・557㹼577 
■ 中島 大㈗・・・・・578㹼590 
■ 野田 優ᕼ・・・・・591㹼601 
■ ๓田 吉ᶞ・・・・・602㹼614 
 

ຓᡭ 

■ 岩㷂 智子・・・・・615㹼619 
■ ㎷ୗ 聡㤿・・・・・620㹼621 

 

 
 
 



年月日

２）リハビリテーション関連職種に対する総
合的スプリント作製実習による装具療法
の理解

平成22年4月
～

平成30年3月

３）レポート課題の評価基準統一による学生
へのフィードバック

平成22年4月
～

平成30年3月

教 育 研 究 業 績 書

令和 年 月 日

氏名 

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

星城大学リハビリテーション学部リハビリテー
ション学科作業療法学専攻の専門科目「義肢装具
学実習」（3年次配当，1単位）および，理学療法
学専攻の専門科目「義肢装具学実習」（3年次配
当，1単位）において，スプリント作製を通じた装
具治療の基本を教示した．具体的には，作業療法
学専攻については8種類，理学療法学専攻について
は3種類の作製を通じて，原因組織別の拘縮矯正に
対する評価技術やスプリント調整を行った．その
結果，学生の理解度が向上した．

星城大学リハビリテーション学部リハビリテー
ション学科作業療法学専攻の専門科目「身体障害
作業療法学実習」（3年次配当，1単位）におい
て，提出される課題レポートの評価基準をS，A1，
A2，B1，B2などと8段階として統一し，それぞれの
採点基準を設けた．これを学生にフィードバック
することで，実習に向けての自身の課題の明確化
につながり，学生の動機が向上した．

星城大学リハビリテーション学部リハビリテー
ション学科作業療法学専攻の講師として平成22年
度入学生および平成27年度入学生の担任を務め
た．当該学生の入学から卒業まで，留年者も含め
て総勢約80人に対し，毎年前後期併せて4回の定期
面談に加え，成績低迷学生やその他問題のある学
生に対して不定期面談を実施した．心理的問題を
主とする学生については，学内に設置された学生
相談室と連携し，対応を行った．問題ある場合に
は迅速な対応を行うい，学生の意識変容を促せ
た．その結果，退学者の減少に貢献できた．

人間医工学 リハビリテーション科学・福祉工学

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

１ 教育方法の実践例

１）入学から卒業までの定期個人面談による
学生の状況把握および助言

平成22年4月
～

平成30年3月

�� ��ࠉࠉ�

㣤ࠉሯྐࠉ↷�ࠉ

リハ－1



年月日事項 概 要

１）小テストによる講義理解度の把握 平成22年4月
～

平成30年3月

星城大学リハビリテーション学部リハビリテー
ション学科作業療法学専攻の専門科目「身体障害
作業療法学Ⅰ」（2年次配当，1単位）において，
小テストを作成し各回の講義終了後に実施し，講
義理解度の把握に努めた．同時に講義に対する感
想も求め，次回講義でこれに応えるという形式で
展開した．これにより，学生の理解度は飛躍的に
向上し，身体機能障害領域を志望する学生が増加
した．

２）症例報告レポート作成を目的とした
情報提供用資料

平成22年4月
～

平成30年3月

星城大学リハビリテーション学部リハビリテー
ション学科作業療法学専攻の専門科目「身体障害
作業療法学実習」（3年次配当，1単位）において
課題として提示する症例報告レポート用の症例情
報提供資料を作成した．当該資料には，個人情報
を保護したうえでの現病歴や既往歴，あるいは面
接時の逐語録などを示した．これを基にしたレ
ポート作成により学生は実践への理解度が向上し
た．

４）コミュニケーション講座による実習への
動機付け

平成25年4月
～

平成30年3月

令和元年4月
～

現在に至る

２ 作成した教科書，教材

５）チューター学生に対する定期面談

星城大学リハビリテーション学部リハビリテー
ション学科作業療法学専攻の講師として平成25年
度3年次学生（40名），平成26年度3年次学生（30
名），平成27年度3年次学生（35名）に対し，実習
で必要とされるコミュニケーションについて，そ
の学術的意義から理論，実践，倫理などを教示し
た．さらに，昨今の学外実習による学生の諸問
題，特に精神的不調についても学問的知識を教示
し，予防的意義を含めた．一連の取り組みについ
ては，各回でアンケートを取った．その結果．学
外実習に対して漠然とした不安が，「指導者との
関係」などといった具体的な不安へとつながり，
これを学生が認識することで予防的効果を見込め
ることが分かった．また，倫理的事項に対する全
体討論を通じて，いわゆる接遇的コミュニケー
ションのみならず，医療倫理としてのコミュニ
ケーションを理解することにつながった．一連の
取り組みについては，大学教育に関する学会での
発表を3回，1篇の論文を通じて周知に努めた．さ
らに，コミュニケーション教育について先駆的役
割を果たされている桜美林大学リベラルアーツ群
の教授や，リハビリテーション関連職種における
養成教育での位置づけを強調される理学療法士な
どを招き，学内全体の取り組みとして周知に努め
た．これの功績が認められ，平成28年度からの新
カリキュラムにて授業化された．移行期間は，
「身体障害作業療法学実習」およびホームルーム
などで対応している．

奈良学園大学リハビリテーション学科のチュー
ターとして，1期生，2期生に対し，定期面談を行
い，生活状況，学習状況等を聞き，適宜指導を
行った．とりわけ学習状況が芳しくない学生につ
いては，別途指導を追加し，その進捗を確認し動
機付けに結びつけた．

リハ－2



年月日事項 概 要

７）臨床実践動画を用いた疾病理解 奈良学園大学の身体障害作業療法学および義肢装
具学においては，対象者個人情報に留意し，自身
の臨床実践場面を視聴させたうえで，当該疾患の
理解を促した．学生は，身体機能のみならず，日
常生活や社会的役割の制限に気づくことも可能と
なった．

令和2年4月
～

現在に至る

星城大学リハビリテーション学部リハビリテー
ション学科作業療法学専攻の専門科目「臨床体表
解剖学」（1年次配当，1単位）において，筋骨格
の触診について再現性の高い資料を作成した．さ
らに，毎回触診した筋骨格に関する運動学的知識
などを先取りで教示し，小テストを行った．これ
により学生の解剖学への理解度が向上し，興味関
心の高まりがある．さらに，ロードマップとして
今後修得すべき知識を見せることで，勉学全般に
対する動機づけにつながっている．

５）作業で語る事例報告（再掲） 平成27年4月
～

平成30年3月

４）体表解剖学における触診資料 平成28年4月
～

平成30年3月

６）Visual bodyを用いた人体構造の3次元的理解 令和元年4月
～

現在に至る

星城大学リハビリテーション学部リハビリテー
ション学科作業療法学専攻の専門科目「身体障害
作業療法学実習」（3年次配当，1単位）におい
て，教科書として使用している．当該教科書では
作業療法学の文脈上にある作業について網羅的に
示され，さらに実践として豊富な事例報告が収め
られている．学生が率直に疑問に思う点について
簡潔明瞭に述べられているため教科書として採用
している．さらに，講義内では教科書を用いた症
例検討の重要性を説き，学外実習において参考に
するよう指導している．

奈良学園大学の人体構造実習において，CGによる
人体構造の理解を目的としたアプリVisual bodyを
用いた資料作成あるいは講義展開により，筋や骨
の3次元的理解を促した，さらに，これを用いた確
認テストにより学生の理解状況の把握に努めた．

３）講義用補助教材 平成22年4月
～

平成30年3月

星城大学リハビリテーション学部リハビリテー
ション学科作業療法学専攻の専門基礎科目「臨床
運動学」（3年次配当，1単位）において，テキス
トに沿ったアウトラインについて資料を作成，配
布している．さらに資料内には，関連事項として
講師が経験した症例などを紹介する項目を設けて
学生に興味を引き出すように工夫している．
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年月日事項 概 要

平成26年12月14日

平成28年12月

３ 教育上の能力に関する大学等の評価

1）星城大学再任評価 学長，学部長による面接評価を受けた．入試広報
委員会副部長としての活動による学内貢献，学生
教育への尽力，研究領域としての科研費取得など
が認められ，平成27年度から平成32年度までの再
任が決定した．

2）奈良県作業療法士会主催
現職者講習会「後輩育成・協業」，講師

平成22年4月
～

平成24年3月

現職者講習会として，有資格者を対象に後輩育
成，協業について実践を通じた教示を行った．各
年ともにおおむね50名程度の参加者がいた．

3）一般社団法人日本ハンドセラピィ学会主催
認定ハンドセラピスト養成カリキュラム
応用実践研修会「ハンドスプリントベーシ
ックセミナー」，研修会講師

平成22年4月
～

現在に至る

認定ハンドセラピスト養成カリキュラムの一環と
して毎年開催される応用実践セミナーにて，座学
としてスプリントの力学，実践として作製実習に
つき継続して講師を務めている．毎年，おおむね
100名程度の参加者がいる．

2）星城大学学生による授業評価アンケート
結果による評価

星城大学において毎年実施している学生による授
業評価アンケートによると，3年次学生に対する
「義肢装具学」，および2年次学生に対する「身体
障害作業療法学Ⅰ」，いずれについても，95％以
上の学生から満足との高い評価をもらっている．

４ 実務の経験を有する者についての特記事項

1）一般社団法人日本ハンドセラピィ学会主催
認定ハンドセラピスト養成カリキュラム

「入門セミナー」，研修会講師

平成20年4月
～

現在に至る

認定ハンドセラピスト養成カリキュラムの一環と
して毎年開催される入門セミナーにて，肘関節・
前腕の機能解剖につき継続して講師を務めてい
る．毎年，おおむね100名程度の参加者がいる．
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年月日事項 概 要

平成26年9月27日

平成29年9月14日

年月日

平成10年3月

平成12年3月

平成19年4月

1）土谷総合病院リハビリテーション科
作業療法士

平成12年4月
～

平成14年3月

主に整形外科病棟に入院する患者および外来患者
のリハビリテーション業務に従事した．外傷，先
天性疾患に対して，筋力，関節可動域の改善，日
常生活動作能力の向上を意図した作業療法を実施
し，社会復帰へと導けるよう尽力した．併せて，
在宅でリハビリテーションを行う訪問リハビリ
テーションも行い，施設から在宅へとシームレス
な対応が出来るように他職種との連携も心がけ
た．

博士（保健学） 広島大学 第4258号

２ 特許等

なし

３ 実務の経験を有する者についての特記事項

１ 資格，免許

作業療法士 第20618号

修士（保健学） 広島大学 第16792号

1）修士論文指導 平成27年4月
～

平成30年3月

星城大学大学院修士課程の学生1名に対して，研究
指導補助教員として修士論文作成における研究計
画策定から，データ分析，論文作成，発表資料作
成に至るまでの一連を指導した．

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

事項 概 要

7）星城大学FDセミナー
「科研費取得のポイント」，研修会講師

これまで2度連続での科研費取得実績を評価され，
学内FDセミナーでの講師を務めた．自身の経験を
基に，成書で示される記載方法や研究の展開につ
いて教示した．

５ その他

4）一般社団法人日本ハンドセラピィ学会主催
認定ハンドセラピスト養成講習会「機能解
剖・触診セミナー」，研修会講師

平成23年4月
～

現在に至る

認定ハンドセラピスト養成カリキュラムの一環と
して毎年開催される基礎セミナーにて，手，手指
の機能解剖と触診実習の講師として継続して講師
を務めている．毎年，おおむね100名程度の参加者
がいる．

5）愛知県作業療法士会主催
現職者講習会「職業倫理」，研修会講師

平成24年4月
～

現在に至る

現職者講習会として，有資格者を対象に職業倫理
について討論を通じた教示を継続して行ってい
る．各年ともにおおむね100名程度の参加者がい
る．

6）星城大学元気創造研究センター助成研究
公開講座「リハビリテーション専門職養
成課程におけるコミュニケーション教育」
，報告「作業療法学生に対するコミュニ
ケーション教育」

本講座は星城大学元気創造センター助成研究とし
て実施した学生のコミュニケーション教育につい
ての研究成果を周知するために開催し，報告し
た．併せて講義も企画し，学生への教示も行っ
た．
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年月日事項 概 要

平成29年7月18日5）一般社団法人日本海員掖済会名古屋掖済会
病院主催地域貢献事業エキサイ健康教室

 「手と足と口の健康チェック」，研修会講師

通年シリーズで行われる地域住民への啓発として
の健康教室で講師を務めた．当該日においては，
握力などの測定も行い，自身の健康に対する意識
を高めてもらった．参加者および院内からの評価
も高く，今後も継続して行うこととなっている．

４ その他

1）入試広報委員会としての活動 平成22年
～

平成30年3月

星城大学内における入試広報活動の要として，入
学者増加対策やオープンキャンパスの企画，運営
など入試広報活動全般にわたる対応を行ってい
る．平成25年からの2年間は副委員長を務め，リハ
ビリテーション学部における当該業務を一手に引
き受けてきた．オープンキャンパスの運営につい
ては一部ルーティン化し効率化を図るとともに，
教員帯同による高校訪問なども定着させた．

3）臨床実習における指導 平成14年4月
～

平成19年3月

名古屋掖済会病院にて常勤で在職中に大阪リハビ
リテーション専門学校延べ5人，星城大学リハビリ
テーション学部作業療法学科学生延べ2人に対し臨
床評価実習，臨床治療実習を実施した．手の外科
領域という特殊性があるものの，作業療法におい
て共通である実践技術について指導した．また，
作業療法だけでなく他職種の業務についても把握
するために，手術見学や外来診察，病棟回診など
にも同行してもらった．作業療法を実施する前に
他職種が多くかかわっていること，作業療法士と
して評価，実践するべき事項があることを理解し
てもらうよう努めた．

4）有資格者に対する実践研修指導 平成14年4月
～

平成19年3月

名古屋掖済会病院にて在職中に，手外科リハビリ
テーションに対する実地研修の受け入れを行って
おり，三河地域より2名，豊田地域より2名，名古
屋地域より3名の有資格者に対し，実技研修を指導
した．具体的には症例の病態に対する評価，治療
方針の立て方などを実践に即して指導，討論を通
じて洗練化を図った．

2）キャリア委員会としての活動 平成22年
～

平成30年3月

星城大学内における就職活動において要となる
キャリア委員会にて一貫して対応してきた．リハ
ビリテーション学部においては2年次からのキャリ
ア教育を実施し，早期内定あるいは公的機関受験
対応を軸として取り組んでいる．

2）名古屋掖済会病院リハビリテーション科
作業療法士

平成14年4月
～

平成19年3月

整形外科の一専門分野である手外科領域のみを担
当する作業療法士として，救急対応から医師と綿
密な連携を取りながら，術前，術中，術後対応を
行った．重度外傷にあっては，リハビリテーショ
ンが遅延することによって起こる障害が多いた
め，医師の手術の意図を踏まえた早期リハビリ
テーションを心がけた．
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年月日事項 概 要

5）第5回中部日本ハンドセラピィ研究会代表
世話人としての活動

平成29年2月
～

平成29年2月

手外科専門医による一般社団法人日本手外科学会
の下部組織となる中部手外科研究会においては，
毎年研究会を開催している．この中部手外科研究
会の医師の支持を受けて発足した中部日本ハンド
セラピィ研究会においては，世話人会を組織し，
中部手外科研究会と併催する形で4回の研究会を
行ってきた．第5回にあっては，名古屋で行われる
こととなり，中部日本ハンドセラピィ研究会世話
人会で指名され，中部手外科研究会で承認され，
代表世話人となった．共催にあたり藤田保健衛生
大学医学部整形外科の鈴木教授と折衝を重ね，新
規的な研究会を企画しており，総勢400名程度の参
加を見込んでいる．

5）日本ハンドセラピィ学会理事としての活動 平成27年4月
～

現在に至る

会員数約700人の日本ハンドセラピィ学会において
理事を務め2期目となる．2期目からは認定資格審
査委員会事務局長の役を任ぜられ，認定ハンドセ
ラピストの申請，更新，研修会運営に係る全体調
整および報告のとりまとめ，など学会の根幹に関
わる部分を担当している．

平成31年4月
～

令和2年3月

・研究倫理委員会委員として研究計画書の審査に
あたった．

4）研究倫理委員会としての活動

6）第29回日本ハンドセラピィ学会運営局長，
学術局長としての活動

平成28年4月
～

平成29年4月

日本ハンドセラピィ学会の年次学術集会が名古屋
で開催されるにあたり，名古屋大学手外科教室と
ともに，中日病院に所属する学会長とともに，実
務的な作業を行った．当初は，学術局長として任
命されたものの，運営局の業務遅延により中途か
ら運営局長を兼任した．開催当日にあっては，過
去最高の約800人の参加者を迎え大成功であり，こ
れに貢献した．

・入学実績のある高校を中心に6，7月の4日間に27
校を訪問し，開学のご挨拶とともに作業療法学科
に関する周知徹底を図った．
・高校教員対象説明会にて高校進路指導部および
予備校担当者へ本学作業療法学科につき説明し
た．
・オープンキャンパスの企画，運営を行い，模擬
講義および司会を担当した．
・高校内進学ガイダンスを延べ13校対応した．
・大規模進学相談会（夢ナビ，進路のミカタ）に
つき，講義を担当した．

平成31年4月
～

令和2年3月

3）広報委員としての広報活動
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

（著書）

共著 平成26年3月

共著 平成29年3月2．リハビリテーション義肢
 装具学

メジカルビュー

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

1．作業で語る事例報告作
業療法のレジメの書き
方・考え方

株式会社 医学書院 作業療法における「作業」に着目し，その評価
法と解釈について記したものである．本書はこ
れに基づき多数の事例が報告されている．
A4判 全164項
編者：斎藤佑樹
共著者：友利幸之助，上江洲聖，澤田辰徳，飯
塚照史

本人担当部分：第5章 生活に焦点を当てた事例
報告の書き方 「生活の変化に向けて必要な作
業を確認し目標設定を行った手外科事例」を単
著．
伸筋腱断裂および手関節可動域制限を来した症
例に対し，主観的な面接を中心として，機能的
側面の評価とともに包括的に目標設定を行っ
た．また，妻の逝去に伴う対象者の役割の変化
を踏まえて，現実的かつ具体的な目標から，対
象者とともにチームとして治療を進めた症例を
報告した．機能的側面だけでなく，対象者の全
人間的理解が重要であることを強調した．

令和2年2月共著ハンドセラピィマニュアル
（日本作業療法士協会編）

リハビリテーション分野において重要な装具学
の知識を教示した．本書の特養としては，豊富
な事例を用いて具体的に示している点である．
A4判 全461項
編者：清水順一，青木主税，飯塚照史

本人担当部分：Ⅱ装具 1章 上肢装具
「肘装具」「手関節装具」，手部装具各論2「末
梢神経障害」を単著．
肘，手関節について実践上で用いた独自性の高
い装具を例示し，慣習的な装具との違い，利
点，欠点，適用を述べたうえで，これを用いた
症例の経過とともに最終成績を示した．

日本作業療法協会 日本作業療法士協会におけるマニュアルシリー
ズにて，評価に関して分担執筆した．当該マ
ニュアルは日本における標準的なハンドセラ
ピィ技術，知識の根拠となるものであり，その
有用性は高い．

本人担当部分：Ⅱ評価 1 基本的評価
手外科疾患における基本的評価について注意点
を踏まえて詳細に示した．
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

（学術論文）

共著 平成20年3月

共著 平成21年3月

共著 平成21年9月

共著 平成21年10月

3．手の腫れ評価法研究
 －指周囲径を規定する

  因子について－
 （査読付）

日本手外科学会雑誌，25
巻5号，p724-726

客観的な手の腫れ評価法開発の前段階として，
健常人の指周囲径を規定する因子を検討した．
シルクブレードを用いて指の周囲径を測定し，
年齢，性別，体重，利き手などの因子をステッ
プワイズ法により選択し，規定因子を求めた．
その結果，先天的，後天的因子の影響はなく，
年齢と体重に関しては正の影響が，性別につい
ては女性の方が有意に指周囲径に影響している
ことを示した．同時に利き手の区別は影響しな
いことも示した．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，論文執筆
共著者：飯塚照史，茶木正樹，岡野昭夫，西川
喜久子，平田仁，今枝敏彦

4．ZoneⅡ屈筋腱断裂にお
 ける固定法とKleinert変

  法の経時的可動域の比較
 （査読付）

日本手外科学会雑誌，25
巻6号，p766－770

ZoneⅡ屈筋腱断裂における固定法とKleinert変
法の可動域推移について後方視的に検討した．
いずれの治療法においても，伸展可動域の獲得
が成績に影響することを示した．さらに，術後6
週時点で伸展可動域が‐30度を超えるか否かが
実践上の臨界点であることも示した．この点
で，固定法に比べてKleinert変法が優れてお
り，治療法としての利点として述べた．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，論文執筆
共著者：飯塚照史，桂理，渡邉健太郎，村上恒
二

1．橈骨遠位端骨折に対する
ハドセラピィの実際

愛知作業療法，16号,
p63-75

作業療法士あるいは理学療法士が臨床場面にお
いて処方され対応する機会の多い橈骨遠位端骨
折におけるハンドセラピィについて述べた．特
に，レントゲンなどの画像診断とともに観血的
療法の成否を判断する重要性について強調し
た．具体的には，骨折部位とこれに対応するプ
レートとスクリューの位置関係と，骨接合後の
固定性について述べ，その後の運動療法に必要
な運動学的知識を教示した．併せて，骨折部以
外の運動，特に手指の可動性を損なうことのな
いよう，早期対応が肝要であることも述べた．

本人担当部分：データ収集，解析，論文執筆
共著者：飯塚照史，桂理，茶木正樹

2．指骨骨折のハンドセラ
 ピィ

愛知作業療法，17号，
p56-63

手の外科領域のおける作業療法において，指骨
骨折は頻繁に関わることの多い外傷のひとつで
ある．指骨骨折では，ハンドセラピィ導入の時
期を間違えば拘縮となり，さらには隣接指にも
影響する．物品の把持などの日常生活動作への
影響も必至であることから，その対応について
述べた．末節骨骨折では自験例から，DIP関節の
屈曲拘縮の予防あるいはスワンネック変形への
対応について，中節骨骨折では骨折部位により
転位方向が異なることへの対応，基節骨骨折で
は，早期運動療法に関する基礎知識と対応につ
いて述べた．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，論文推敲
共著者：桂理，飯塚照史，茶木正樹
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成22年7月

共著 平成22年11月

共著 平成24年11月

単著 平成24年12月

6．Zone2屈筋腱断裂後のブ
ロッキング訓練に関す
る筋電図学的検討

（査読付）

日本手外科学会雑誌，27
巻2号，p20-23

ZoneⅡ屈筋腱断裂において多用されるブロッキ
ング訓練について筋電図学的検討を行った．近
位関節を固定することで筋収縮を減じられるこ
とが確認でき，縫合後の再断裂を防止するため
の方策として有効であることを客観的データに
よって示した．ブロッキング訓練については，
当該損傷後のリハビリテーションにおいて非常
に有効な方法であることが知られており，これ
を科学的に示した点で新規的であることも加え
た．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，論文執筆
共著者：飯塚照史，桂理，渡邉健太郎，村上恒
二

5．橈骨遠位端骨折術後ハ
ンドセラピィパスの有
効性について

（査読付）

7．片側metacarpal hand2
  例の長期成績
 （査読付）

日本ハンドセラピィ学会
機関誌，5巻，p61-66

手指が欠損し，母指が損傷あるいは残存するも
のをMetacarpal Handと呼称する．本外傷では，
リハビリテーション対応のみならず外科的対応
も含めて治療の選択肢が複数あるため，目標設
定に難渋することが多い．そこで，本研究では
リハビリテーション終了後10年程度が経過した
患者を追跡し，機能評価およびアンケート聴取
を行った．その結果，実施した治療に対してお
おむね満足しているものの，特に感覚機能や巧
緻動作に改善を求めているとのことであった．
以上から，治療段階にあっては個々人が必要と
する巧緻動作を主軸に置き，感覚機能の再建あ
るいはリハビリテーション的対応が肝要である
ことを述べた．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，論文執筆
共著者：飯塚照史，桂理，池田聖，茶木正樹，
渡邉健太郎

8．高齢者の手の機能
 （査読付）

シニアフィットネスリハ
ビリテーション，5号，
p22-23

高齢者に多い手の疾患とその対応を述べた．高
齢者における手の疾患としては，変性疾患とし
てのヘバーデン結節や関節症などが挙げられる
ことを述べ，実践としてスプリントを用いた治
療についてその経過を紹介した．多くはスプリ
ントにより緩解するものの，維持的療法にとど
まることを限界として述べた．

日本手外科学会雑誌，26
巻4号，p225-229

橈骨遠位端骨折のハンドセラピィについては各
施設で独自性の高い訓練を行っていることから
標準化することが困難とされてきた．しかし，
本研究ではそれまでの基礎的研究とともに，臨
床成績との関連から一定時期の目標達成レベル
を明確に示したうえでクリニカルパスを作成し
その有用性を示した．同時にパス適用を見送る
ケースについての因子も明らかにした．

本人担当部分：データ収集，解析，論文推敲
共著者：桂 理，渡邉健太郎，飯塚 照史，今田
晶博
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成26年4月

共著 平成26年10月

共著 平成26年12月

共著 平成27年5月

9．客観的臨床能力試験場
 面のビデオフィード
 バックによる臨床実習
 前教育の取り組み．

 （査読付）

作業療法，33巻2号，
p181-190

学内で実習前に実施する客観的臨床能力試験に
際し，ビデオフィードバックを用いた学習の効
果について述べた．学生は，当該ビデオを用い
た学習形態をとっており，有効であったと述べ
た者が8割を超えており，実習前の学習手段とし
て有用である可能性を述べた．

本人担当部分：データ収集，解析，論文推敲
共著者：大浦智子，竹田徳則，藤田高史，古澤
麻衣，木村大介，冨山直輝，林浩之，飯塚照
史，坂井一也，今井あい子

10．作業療法学生の臨床実
 習に対する意識の変容

   についての研究
 （査読付）

星城大学紀要，14号，
p43-56

作業療法専攻学生に対して，臨床実習前にスト
レスマネジメントを主眼とするコミュニケー
ション講座を開講し，その効果を学生アンケー
トからKJ法を用いて検討した．その結果，学生
の不安は，当初漠然としたものであるが，後半
には指導者や対象者との関係性構築に焦点化さ
れており，その対策が必要であることを述べた

本人担当部分：データ収集，解析，論文推敲
共著者：綾野眞理，飯塚照史，今井あい子，竹
田徳則

11．滑車訓練における手関
 節主動筋の筋電位と握

  力の関係について
 （査読付）

日本ハンドセラピィ学会
誌，7巻，p23-28

ハンドセラピィ領域で筋力増強目的に多用され
る滑車訓練について，実験的に検証した．手関
節固定筋とともに，把持力を同期，解析した結
果，10㎏程度の負荷をかけてもその握力は最大
握力の7割程度にとどまること，加えて手関節固
定筋については最大握力発揮時の5割未満にとど
まる事を報告した．以上から，握力増強には適
さず，固定時における廃用性の筋力低下に対し
ての効果にとどまることを示した．さらに筋力
増強効果としては，他の訓練法が有用である可
能性を指摘したうえで，提案した．

本人担当部分：データ収集，解析，論文推敲
共著者：稲垣慶之，飯塚照史，桂理，服部順
和，渡邉健太郎

12．手指PIP関節周辺骨折に
 おけるDIP・PIP関節可

  動域の推移
 （査読付）

日本ハンドセラピィ学会
誌，8巻，p16-21

手指PIP関節脱臼骨折のリハビリテーションにお
ける可動域推移につき検討し報告した．開始当
初にDIP関節のみの運動を実施している群につい
ては，これと同期するようにPIP関節の可動性が
改善するのに対し，当該運動を実施していない
群については，その相関性が低くなっていた．
解剖学的，運動学的構造から，非損傷関節であ
うDIP関節の運動が最終成績の向上に有用である
ことを述べた．

本人担当部分：データ収集，解析，論文推敲
共著者：茶木正樹，武藤光弘，木野義武，花村
克己，飯塚照史，渡辺康太
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成28年4月

共著 平成28年4月

共著 平成28年12月

手外科領域のおける患者立脚型評価としての
DASHについて，臨床的に意味のある差が17点で
あるとされており，これを用いて橈骨遠位端骨
折の早期運動療法開始群と非早期運動療法開始
群の効果を検討した．その結果，ベースライン
からの得点変化が17点であっても，機能的な差
が生じていないことが明らかとなった．そのた
め，手関節可動域や筋力の改善を指標としたリ
ハビリテーションのアウトカムについては有用
性が見出させない可能性があることを指摘し
た．また，検討結果から，現状のリハビリテー
ションの効果は長くとも受傷してから8週間程度
であり，現状の12週間程度のリハビリテーショ
ンについては疑問が生じていることを述べた．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，論文執筆
共著者：Terufumi Iitsuka, Katsuyuki
Iwatsuki, Hideyuki Ota, Hitoshi Hirata

著者も加わり名古屋大学手外科教室を主体とし
て作成した，本邦における患者立脚型評価の
Hand20と世界的標準とされるDASHについて，そ
の差異をICF概念へのリンクにて検討した．その
結果，Hand20は手に限局する主観的困難感を聴
取するのに対し，DASHは社会的不利について主
軸を置いているものと捉えられた．以上ととも
に，2つの患者立脚型評価の得点を解釈するうえ
では，対象者の測定範囲に配慮することが肝要
であることを強調した．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，論文執筆
共著者：Terufumi Iitsuka, Tomoko Ohura,
Takashi Fujita

Asian Journal of
Occupational Therapy,
vol.11, p27-33

15．作業療法学学生に対す
   る臨床実習前コミュニ

ケーション講座の試み
（査読付）

日本作業療法教育研究，
16巻1号，p23-29

作業療法学専攻3年次学生35名を対象として，臨
床実習（以下，実習）に向けた対人コミュニ
ケーション能力向上と心理的支援を目的とした
講座を4回実施した．講座実施中の学生の実習に
対する不安は，講座開始当初は指導者や対象者
との「関係作り」であった．しかし，実習直前
には「知識・技術不足」に対する不安が高まる
傾向にあった．しかし，講座における指導者な
どとの対人関係を意図したロールプレイングや
ストレスマネジメントとしてのリラクゼーショ
ン方法の教示は，実習前不安の自己評価得点を
軽減していた．一方，実習後のアンケートで
は，コミュニケーション困難として対象者の疾
患特性や沈黙，消極的態度といった状況に直面
し，対人反応への戸惑いを感じていた．今後は
作業療法実践におけるコミュニケーション特性
を具体的に検討した上で，実習で想定される困
難場面に対するロールプレイングや客観的評価
に関する検討が必要であることを提案した．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，論文執筆
共著者：飯塚照史，今井あい子，竹田徳則，綾
野眞理

13．The optimal
 rehabilitation
 period for patients
 with distal radius
 fractures according
 to the MCID in DASH
 scores; a preliminary
 study

 （DASH MCIDを基準とした
 橈骨遠位端骨折に対する
 至適リハビリテーション
 期間に関する予備的検

  討）
 （査読付）

14．Correlation of the
 Hand 20 with the
 International
 Classification of
 Functioning,
 Disability, and
 Health and comparison
 of the results with
 those of the
 Disability of the
 Arm, Shoulder and
 Hand

 （Hand 20とDASHのICFに
  よる関連性について）
 （査読付）

Journal of hand
surgery-Asia-Pacific,
vol.21(2), p1-6
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成29年5月

共著 平成29年10月

共著 平成30年6月

16．橈骨遠位端骨折手術例
 におけるセラピィ終了
 時期に影響を及ぼす要
 因について

 （査読付）

日本ハンドセラピィ学会
誌，9巻3号，p131－135

先行研究にて当研究グループではハンドセラ
ピィパスを作成し，その有用性を述べてきた．
しかし，パスに適用されない患者についての検
討がなされていないため，実施した．その結
果，骨折系と掌屈可動域，握力がその要因とし
て挙げられ，これらに対する対策が良好な成績
を安定して獲得するためのポイントであること
を指摘した．また，握力増強に有用な訓練とし
てタオル絞りを提案した．

本人担当部分：データ収集，解析，論文推敲
共著者：稲垣慶之，桂理，飯塚照史，服部順
和，渡邉健太郎

養成校作業療法学生の臨床実習後におけるハン
ドセラピィに対する認識を検討するために，作
業療法特論（ハンドセラピィ）を選択した学生
を対象として，提出レポートを用いた検討を
行った．テキストマイニング手法により抽出さ
れた10コードを用いて主成分分析を行ったとこ
ろ4つの成分に縮約された．また，主題分析によ
る質的検討を踏まえると，学生はハンドセラ
ピィを作業療法の一分野として認知はしている
ものの，その対象範囲は生活や作業と対極し，
かつ作業療法士とは一線を画するものであると
の認識であることが示唆された．この要因とし
て作業療法の定義と実践との乖離に対するジレ
ンマの存在が推察され，卒前あるいは卒後教育
にあってはハンドセラピィの定義と専門性，意
義につき各分野との関連を念頭においた教示の
必要性が示唆された．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，論文執筆
共著者：飯塚照史，大浦智子

回復期リハビリテーション病棟退院後の脳血管
疾患患者のADL能力は低下するとされ，退院前が
最も高い能力を有するとされる．一方で慢性期
脳血管疾患患者のADL能力と生活範囲，IADL能力
やQOLは関連性があるとされるが，回復期病棟退
院前を基準とした経時的変化との関連性の言及
はない．本研究は脳血管疾患患者の退院前を基
準とし在宅時とのFIM得点の比較，維持・改善と
悪化に関わる因子探索を行った結果，移動項目
に有意な低下を認め，FIM得点の維持・改善に関
わる因子に生活範囲が関連していた．回復期の
退院支援では，在宅時の活動範囲拡大を意図し
た指導でADL能力の維持・改善に寄与する可能性
があった．

本人担当部分：研究計画策定，データ解析，論
文推敲
共著者：久堀佐知，飯塚照史，児島範明，恵飛
須俊彦

18．脳血管疾患患者におけ
る回復期リハビリテーショ
ン病棟退院後の日常生活活
動能力の変化および関連因
子に関するアンケート調査

作業療法，38巻1号，
p37-44

17．臨床実習後作業療法学
 生におけるハンドセラ
 ピィに対する認識

日本ハンドセラピィ学会
誌，10巻1号，p43－48
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成30年10月

（その他）

「招待講演」

- 平成21年10月

- 平成23年3月

19．運動学習段階を捉える
新規的指標の開発に関する
基礎的研究―事前練習の有
無および健常若年者と高齢
者の比較―

日本ハンドセラピィ学会
誌，11巻2号，p58－67

運動学習の過程における「認知段階」と「連
合・自動段階」への対応は異なる．前者では新
規的運動を認知するために言語的情報や生体信
号をフィードバックするなどで強化，促進する
のに対し，後者は反復する練習あるいは環境設
定の異なる場面での運動が奏功する．したがっ
て，ハンドセラピィにおける実践，とりわけ新
規的運動獲得が主となる筋・腱移行術等を想定
すると，当該段階を区別する必要性は高く，か
つ客観的であることが望ましい．以上を基に本
研究では，同時注意要求課題を与えた際の筋出
力と筋電図振幅，ならびに前頭前野の活動領域
から「認知段階」と「連合・自動段階」を区別
する新規的指標を見出し，かつそれが若年者と
高齢者に普遍的であるか否かを検証することを
目的とした．結果，同時注意要求課題を与えた
際の前頭前野活動領域は拡大し，かつ事前練習
を行った者にあっては，運動習熟値（筋出力を
筋電振幅で除した値）が増加する傾向にあっ
た．本結果で認められた現象は，「認知段階」
と「連合・自動段階」を区別できる客観的指標
として応用できる可能性が示唆された．しか
し，本研究における実験課題等については，再
現性や客観性を担保するべく今後の検討が必要
である．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集・解
析，論文執筆
共著者：飯塚照史，冨山直輝，稲垣慶之

日本ハンドセラピィ学会
誌，12巻1号，p35-39

令和1年10月共著20．外傷手の予後予測

1．橈骨遠位端骨折に対する
ハンドセラピィ

長野県南信地区ハンドセ
ラピィ勉強会
（飯田市立病院，長野）

ハンドセラピストにおいて基礎であり，処方さ
れる機会の多い橈骨遠位端骨折について，治療
原理原則とともに押さえておくべきポイントに
ついて教示した．

2．外傷手のハンドセラピィ

外傷手の予後予測について，戦略・戦術・ア
ウトカムを基に，ハンドセラピィの対象疾患と
して頻度が高いと思われる代表的疾患に対し
critical pointとこれに関わるエビデンスにつ
いて述べた．手外科医との綿密な討論とチーム
ワークで，外科的対応を含めた「戦略」および
個々の局面での具体的な「戦術」を基に，ハン
ドセラピィでの「戦術」を立てる．並行してハ
ンドセラピィ上の具体的な目標設定に沿って，
これに反応するアウトカムについてICFを意識し
て認識することが重要である．加えて，最終成
績を予想するための各時点のcritical pointに
よる中途結果の判断は，臨機応変な「戦術」の
検討に資するものである．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集・解
析，論文執筆
共著者：飯塚照史，稲垣慶之，渡邉健太郎，太
田英之

久光製薬主催「大分外傷
研究会」
（大分）

大分市を中心とした整形外科医師300名程度に対
し，ハンドセラピストの立場から外傷手に対す
る手術，リハビリに至る一連のポイントを講演
した．
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

- 平成23年7月

- 平成23年9月

- 平成24年9月

- 平成26年3月

- 平成26年10月

- 平成28年2月

- 平成30年11月9．Hand therapy for
distal radius fractures
Current trends

Asia pacific wrist
conference 2019
（narita, Japan)

本邦の橈骨遠位端骨折に対するハンドセラピィ
についての研究結果，臨床実践，今後を教示し
た．

6．手外科領域の作業療法 滋賀県作業療法士会主催
学術部研修会
（滋賀県栗東市）

滋賀県士会主催にて，手外科領域における作業
療法評価，解釈，治療法について実践例を用い
て教示した．

7．橈骨遠位端骨折 滋賀県作業療法士会主催
学術部研修会
（滋賀県栗東市）

滋賀県士会主催にて，橈骨遠位端骨折における
対応のポイントについて教示した．

京都府士会主催にて，主に手外科領域における
評価，治療法につき教示した．

8．臨床・教育・研究から捉
 えるハンドセラピィ

3．整形外科疾患における作
 業療法の考え方

京都府士会（京都）

4．リハビリテーションとス
 プリントについて

イワツキ株式会社営業全
体会議（東京都）

当該株式会社における営業部門に対し，セラピ
スト業界で対応しているスプリント療法につい
て教示した．

5．レナサームスプリント研
 修会

イワツキ株式会社主催研
修会（東京都）

九州ハンドセラピィ研究
会第7回学術集会教育講
演（福岡市）

現状における卒前教育の問題点から，今後の在
り方を踏まえて，自身の研究との接点を述べ，
ハンドセラピィの将来について教示した．

イワツキ株式会社の主催により，セラピストを
対象とした研修会にて基礎知識から作製方法ま
でを教示した．
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

- 平成31年3月

- 平成31年4月

- 令和元年5月

「シンポジウム」

- 平成24年4月

- 平成26年2月

「成果報告書」

- 平成28年3月1.学生のコミュニケーショ
ン技能向上に向けたプロ
グラム開発と評価に関す
る研究

10．Therapy for hand
trauma: The importance of
cooperation between
surgeons and therapists

本邦の外傷手に対するハンドセラピィについ
て，臨床実践上の取り組み，とりわけ医師との
協働について具体的に説明した．

11．外傷手の予後予測 第31回日本ハンドセラ
ピィ学会（北海道札幌
市）

外傷手の予後予測について，治療戦略の立て方
からアウトカムに至るまでを網羅的に伝えた．

12．外傷手に対するハンド
セラピィと効果判定につい
て

平成25年度から27年度までの助成研究について
その進捗および成果を報告した．年度ごとに対
象となる学生が異なるにも関わらず，臨床実習
前の学生の不安傾向が普遍的であることと，こ
れに沿ったコミュニケーションプログラムが有
効である可能性を指摘した．

星城大学元気創造研究セ
ンター助成研究

2．DASH MCIDを指標とし
 た橈骨遠位端骨折術後リ
ハビリテーションの至適
期間の構築

中部日本手外科研究会
（下関）

1．患者立脚型評価の必要性 日本ハンドセラピィ学会
（横浜）

2000年代に入り急速のその重要性が叫ばれる患
者立脚型評価について有用性を述べた．

橈骨遠位端骨折に対するリハビリテーションの
至適期間について自身の研究データを基に述べ
た．

京都ハンドセラピィ研究
会（京都）

外傷手のハンドセラピィにおけるアウトカムに
着目し，その得点を解釈することの重要性につ
いて述べた．併せて，現在進行中の研究におけ
る中途報告も行った．

18th shanghai
international plastic
and aesthetic surgery
conference (Shanghai,
china)
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

- 平成28年6月

- 平成29年2月

- 令和元年6月

科学研究費助成事業研究
成果報告書

一般社団法人日本ハンド
セラピィ学会 研究助成
事業2016年度 学研究課
題研究成果報告書

4.「基盤C」健常人と腱移行
術症例に対する前頭前野
負荷と運動学習遅延に関
する実証的研究

科学研究費助成事業研究
成果報告書

リハビリテーション分野での応用を視野に，運
動学習の過程における「認知段階」および「連
合・自動段階」の客観的区別を可能とする方法
および指標の提案を研究目的とした．予備的検
討結果に基づき，特定の課題について事前に十
分練習をした者は，当該課題を遂行中に前頭葉
活動を賦活するための課題を同時に与えても，
効率性良く筋出力を発揮するものと仮定し検証
した．事前に練習しない者と比較した結果，一
部は仮説を支持する傾向が認められた．一方
で，健常被験者において生来持ち合わせている
運動経験の影響も考えられるため，患者群への
応用は限定的であるものと考えられた．そのた
め，よりBalisticな運動としての指タッピング
動作を課題としたところ，当該動作における筋
収縮の効率性が，比較的明確な指標となる可能
性が考えられた．今後は，臨床実践での応用が
望まれる．

橈骨遠位端骨折に対するリハビリテーションは
おおむね3か月で終了するが，その正当性は不明
である．患者自己記入式の評価得点を指標とし
てデータを検討すると，術後3日程度から開始す
るリハビリテーションは支持されるが，その効
果は8週間程度までであった．さらに，リハビリ
テーションの終了は医療者と患者の合意によっ
て成り立っているため，双方のリハビリテー
ション継続に対する認識を加味した検討を行っ
た．その結果，関節可動域や筋力などの客観的
指標との関連は見当たらなかった．日常生活に
おける手の使用を以て改善する部分が大半を占
めている現状から，リハビリテーション期間は
現状よりも短期間にするべきであることを指摘
した．

2.「若手研究B」適切なリ
ハビリテーション期間の
決定に関わる因子の探索
的研究

3.運動学習段階を捉える
新規的指標の開発に関
する基礎的研究 - 健
常若年者と高齢者の比
較 -

本研究では若年者および高齢者を対象に運動学
習に相違があるか否かについて検討する事を目
的とした．実験はrest（20秒）-task（30秒）を
繰り返すブロックデザインとし，taskは3種類と
した（A：n-back課題，B：最大つまみ力の3割を
保持する課題，C：task Aとtask Bの混合課
題）．データは近赤外線分光法（NIRS）による
前頭前野の脳血流量（Oxy-Hb），および筋電図
（第1背側骨間筋：FDI，橈側手根伸筋：ECR）と
した．対象は，若年者4名（平均年齢21歳，女
性），高齢者2名（67歳，80歳，女性）とし，ラ
ンダムに事前に一定のつまみ力発揮を十分に練
習する群（事前練習群：若年者2名，高齢者1
名）と，確認のみで練習をしない群（非事前練
習群）に分けた．結果，task A，Bにおける脳血
流量の差異はいずれの群にても認められなかっ
た．一方で，task Cにおいては，脳血流量の差
異はほとんど見られないにもかかわらず，事前
練習群では特にECRの活動電位が漸減していた．
未解析ではあるが，同様の傾向は高齢者にても
認められた．今後，さらに解析を実施すること
で傾向を明らかにすることが出来るものと考え
られる．本結果が共通となれば手外科領域にお
ける腱移行術などでの習熟度を示す方法論の検
討に資するものと思われた．
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

「学会発表」

＜国際学会＞

- 平成23年9月

- 平成26年6月

- 平成26年6月

- 平成29年11月

2.A pilot study of
influences of the thumb
abduction limitations
on the control of the
rice-ball precision
grip

（母指外転制限による茶碗
把持への影響に関する予備
的検討）

16th international
congress of the world
federation of
occupational herapists
（第16回世界作業療法士
連盟大会：横浜）

模擬的に母指関節角度を制限し，茶碗保持への
影響を筋電図および関節角度をパラメータとし
て比較検討した．直径11センチの茶碗保持にお
いてMP関節可動域，母指球筋の筋積分値増加が
認められた．実践にあっていずれかの関節に制
限が認められた場合，当該関節および筋に対す
る配慮が必要であることがわかった．

本人担当部分：研究計画策定，データ分析，原
稿推敲
共同発表者：辻村雅美，飯塚照史，宮本定治

3．Occupational therapy
   approaches for bi-
   lateral metacarpal

 hands; A case report
 which have returned to
 work through proposing
 a treatment plan by
 patient’s desires

（両側メタカルパルハンド
に対する作業療法；患者の
要望に合わせた治療方針提
案により復職に至った一
例）

16th international
congress of the world
federation of
occupational herapists
（第16回世界作業療法士
連盟大会：横浜）

両側の手指切断および母指の一部挫滅によるメ
タカルパルハンドの患者に対し，いくつかの治
療方針を医師とともに提案しながら，本人の希
望に沿った治療を行なった．結果的に足趾移植
術を選択され，5年後の追跡調査においてもボタ
ン操作や書字なども実施しており，有用であっ
た．

本人担当部分：研究計画策定，データ分析，原
稿作成
共同発表者：飯塚照史，宮本定治，高見昌史

1． Electromyographic
Analysis of Flexor
Digitorum
Superficialis and
Flexor Digitorum
Profundus in Finger
Blocking Exercises;
Apreliminary Study
with Two cases.

（深指・浅指屈筋のブロッ
キング訓練における収縮様
態について）

The 5th Asia Pacofic
Occupational therapy
Congress（第5回アジア
太平洋作業療法学会：タ
イ）

ブロッキング訓練時における深指屈筋と浅指屈
筋の収縮状態と発揮出力との関係性を検討し
た．その結果，深指屈筋は発揮出力と比例関係
にあるのに対し，浅指屈筋は一定の出力が発揮
されないと収縮しない事を見出した．

4．The effect of mixed
 tasks on pretraining
 for grasping tasks
 with a fixed gripping
 power: A preliminary
 study

（つまみ力一定把持課題の
事前練習に対する混合課題
の影響：予備的検討）

本研究では健常人を対象に，事前練習の有無が
混合課題によって阻害されるか否かによってそ
の客観的区別の可能性について予備的に検討し
た．結果，前頭前野における活動領域が大きい
ほど，一定のつまみ力に対する筋電図振幅が漸
減していた．つまり，前頭前野の負荷をかけて
も末梢で学習が起きている状況であれば，運動
学習が進行しているものと捉えられ，客観的指
標の一つして提案した．

Terufumi Iitsuka，Katsuyuki
Iwatsuki,Hitoshi Hirata

5th congress of the
Asia Pacific
Federation for
Societies for Hand
Therapy
（第5回アジア太平洋ハ
ンドセラピィ学会：フィ
リピン）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

＜国内学会＞

- 平成20年4月

- 平成20年4月

- 平成20年4月

- 平成20年4月

1．ZoneⅡ屈筋腱断裂に対
する3週間固定法と
Kleinert変法の経時的
可動域の比較

第51回日本手の外科学会
（筑波）

2．手関節におけるjoint
 laxityと可動域の関連
 性について

第20回日本ハンドセラ
ピィ学会（筑波）

手関節におけるLaxityと可動域の関係を健常人
にて検討した．結果，Laxityがあるほど，手関
節可動域が多く，Laxityを導き出すような運動
方法の必要性について示唆した．

本人担当部分：データ収集，解析，原稿推敲
共同発表者：清水亜衣，桂理，今田晶博，伊藤
志乃，渡邉健太郎，飯塚照史

3．手根骨の動きからみた
 橈骨遠位端骨折後の早
 期運動療法について

第20回日本ハンドセラ
ピィ学会（筑波）

4．手の腫れ評価研究第2報
 ―指周囲径の左右差に
 ついて―

第20回日本ハンドセラ
ピィ学会（筑波）

第1報を受け，健常人について300名対象に横断
的調査を実施した．結果，指周囲径は年齢，性
別，体重が影響していた．これらから，健常人
の指周囲径を算出する相関式を示した．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，発表
共同発表者：飯塚照史，茶木正樹，岡野昭夫，
竹内佳子，恒川智帆，西川貴久子，平田 仁，
今枝敏彦

令和2年3月共著Preliminary study on the
usability of a tri-axial
accelerometer: Evaluation
of how postoperative
distal radius fracture
patients use their hands
in ADL
（3次元加速度計の有用性に
関する予備的検討：橈骨遠
位端骨折後の患者の日常生
活における評価）

手関節側面象から，RC関節とMidcarpal関節の可
動性について患者群で評価した．結果，前者が
良好に回復する群と後者が良好に回復する群に
分けられ，前者に対してダーツスロー運動を利
用した運動方法を提唱した．

本人担当部分：データ収集，解析，原稿推敲
共同発表者：伊藤志乃，清水亜衣，桂理，今田
晶博，渡邉健太郎，飯塚照史

上記発表に加え，さらに詳細に検討し，DIP関節
可動域の獲得には術後5週程度までに伸展角度―
30度を獲得する事が良好な成績につながる事を
示した．さらに，ブロッキング訓練の重要性に
ついても示唆した．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，発表
共同発表者：飯塚照史，村上恒二，桂理，渡邉
健太郎

 橈骨遠位端骨折に対するハンドセラピィで
は，日常生活で不自由なく使用できる手の獲得
を目標とする．これに対し，Lang CEらはウェア
ラブル加速度計での計測方法を開発し脳卒中患
者に適用して上肢使用量の把握に有用であった
ことを報告している．本研究ではこの方法論を
橈骨遠位端骨折患者に適用し，経時的推移およ
び機能的結果との関連性について検討した．結
果，受傷側手の使用時間は手関節角度，握力
に，また，両手の使用時間と患者立脚型評価の
間に正の相関関係が認められた．さらに，Total
magnitude ratio（左右のvector magnitudeの
比）が健常人の閾値以下の場合，機能的回復が
劣る傾向にあった．以上から，ウェアラブル加

APFSSH/APFSHT2020
（Melbourne,
Australia）
アジア太平洋手外科学会
/ハンドセラピィ学会
（メルボルン，オースト
ラリア）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

- 平成20年4月

- 平成20年5月

- 平成21年4月

- 平成21年4月

第1報を受け，更に症例数を増やしバリアンスに
ついても検討した．早期に目標可動域獲得でき
なかった症例についての因子についても示し
た．また，パス群では最大可動域に到達する日
数が早い傾向である事も示した．

本人担当部分：データ収集，解析，原稿推敲
共同発表者：桂理，今田晶博，渡辺健太郎，飯
塚照史

7．橈骨遠位端骨折術後ハ
ンドセラピィパスの有
効性について
－第2報－

第52回日本手の外科学会
（東京）

屈筋腱断裂後のハンドセラピィにて多用される
ブロッキング訓練につきワイヤ電極による筋電
図学的検討を加え発表した．近位関節のコント
ロールが重要であることを強調した．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，発表
共著者：飯塚照史，桂理，渡邉健太郎，村上恒
二

橈骨遠位端骨折に対するクリティカルパスの有
用性について検討した．結果，パス群では不使
用群より良好な成績を獲得していた．

本人担当部分：データ収集，解析，原稿推敲
共同発表者：桂理，今田晶博，清水亜衣，伊藤
志乃，渡邉健太郎，飯塚照史

6．Metacarpal handに対す
 るハンドセラピストの
 役割

第2回奈良県作業療法学
会（奈良）

8．ブロッキング訓練に関
 する筋電図学的検討

5．橈骨遠位端骨折術後ハ
ンドセラピィパスの有
効性について

第20回日本ハンドセラ
ピィ学会（筑波）

初期治療後廃用手となっていた3症例を通して，
セラピストとして考慮すべき点，あるいは医師
との討論による補助手再建への実例を紹介し
た．パイロットスプリント等を通し，患者に具
体的なイメージを持ってもらい，セラピストと
してすべきことを明確にした．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，発表
共同発表者：：飯塚照史，桂理，茶木正樹

第52回日本手の外科学会
（東京）

リハ－20



著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

- 平成21年4月

- 平成21年6月

- 平成21年7月

10．Metacarpal handに対す
 るハンドセラピストの役
 割

第43回日本作業療法学会
（福島）

Metacarpal Handについて必要となる機能を4つ
提案し，これに対するハンドセラピィ戦略が重
要であることを示した．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，発表
共著者：飯塚照史，桂理，池田聖，茶木正樹，
渡邉健太郎

9．橈骨遠位端骨折患者に
 おける 手関節laxity
 と掌背屈可動域の関連
 性について

第21回日本ハンドセラ
ピィ学会（東京）

患者例につき検討した．結果，健常人と同様に
Laxityが手関節可動域に影響している可能性が
示唆され，第1報にて示したLaxity運動の整合性
が示された．

本人担当部分：データ収集，解析，原稿推敲
共同発表者：清水亜衣，桂理，今田晶博，池田
聖，渡辺健太郎，飯塚照史

11．動的回内外装具の適応
について

第3回奈良県作業療法学
会（奈良）

動的回内外装具について，装具の紹介と適応に
つき検討した．骨性因子を除外し，軟部組織性
拘縮を見極め，適切に導入することの重要性を
示した．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，発表
共同発表者：飯塚照史，茶木正樹，桂理

リハ－21



著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

- 平成23年4月

- 平成23年5月

- 平成23年6月

- 平成23年7月 リハビリテーション終了後約10年が経過した症
例に対し使用感，必要な機能について聴取した
結果を示した．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，発表
共同発表者：飯塚照史，渡邉健太郎，桂理，池
田聖

年齢別の知覚機能につき調査し，加齢に伴い知
覚が低下することを示した．

本人担当部分：データ収集，解析，原稿推敲
共同発表者：植田寛，飯塚照史，川崎慎二

14．終末期患者に対してAid
for Decision making
Occupation Choiceを使
用し主体的な作業選択
と協働が可能であった
一症例

第33回近畿作業療法学会
（兵庫）

患者の希望を焦点化するツールであるADOCを終
末期患者の聴取に用いた．患者が主体的に実施
したい作業が選択され，実施した結果，家族と
ともに充実した余生が過ごされたと思われた．

本人担当部分：研究計画策定，原稿推敲
共同発表者：児島範明，飯塚照史，澤田潤，宮
本定治

15．片側metacarpal hand2
例の長期成績

12．滑車訓練における手関
節主動筋の筋電位と握
力の関係について

第25回日本ハンドセラ
ピィ学術集会（神戸）

ハンドセラピィ領域で筋力増強目的に多用され
る滑車訓練について，実験的に検証した．手関
節固定筋とともに，把持力を同期，解析した結
果，10㎏程度の負荷をかけてもその握力は最大
握力の7割程度にとどまること，加えて手関節固
定筋については最大握力発揮時の5割未満にとど
まる事を報告した．以上から，握力増強には適
さず，固定時における廃用性の筋力低下に対し
ての効果にとどまることを示した．さらに筋力
増強効果としては，他の訓練法が有用である可
能性を指摘したうえで，提案した．

本人担当部分：データ収集，解析，原稿推敲
共同発表者：稲垣慶之，飯塚照史，桂理，服部
順和，渡邉健太郎

13．加齢が知覚機能，運動
機能，moberg pick up
testに与える影響と関
係性について

第11回東海北陸作業療法
学会（福井市）

第23回日本ハンドセラ
ピィ学会学術集会（青森
市）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

- 平成24年2月

- 平成25年6月

- 平成26年4月

- 平成26年10月

18．手指・母指損傷後の患
者を対象とした自己機
能・能力障害評価表の
開発

第26回日本ハンドセラ
ピィ学会（沖縄）

ハンドセラピィ学会受託研究であり，疾患特異
的QOL評価表の開発を開始した．第１期である本
研究では，母指・手指で特異的に支障をきたす
と考えられるADL項目を抽出し，因子分析にて24
項目に絞った．

本人担当部分：研究計画策定，データ分析，原
稿推敲
共同発表者：原田康江，佐藤彰博，野中信宏，
飯塚照史，桂理，安部幸一郎

19．逆説性歩行を用いた課
 題志向型訓練に取り組
 み，歩行開始遅延・歩
 行中のすくみ足に変化
 が見られた一例

新人理学療法士に対する教育の効果に影響する
因子についてアンケート調査を説明変数として
統計学的検討を行った．その結果，教育効果は
認知領域の質とともに，自身の考えを発表する
症例検討などの因子の影響が強かった．した
がって，理学療法士の新人教育にあっては能動
的に発表できる機会が重要であることが示唆さ
れた．

本人担当部分：統計学的解析，原稿推敲
共同発表者：山本浩基，榎七子，道弘裕之，飯
塚照史

16．臨床実習前後のコミュ
ニケーション講座の効
果に関する探索的研究

第18回日本作業療法教育
研究学術集会（東京）

作業療法学専攻3年次学生35名を対象として，臨
床実習（以下，実習）に向けた対人コミュニ
ケーション能力向上と心理的支援を目的とした
講座を4回実施した．講座実施中の学生の実習に
対する不安は，講座開始当初は指導者や対象者
との「関係作り」であった．しかし，実習直前
には「知識・技術不足」に対する不安が高まる
傾向にあった．しかし，講座における指導者な
どとの対人関係を意図したロールプレイングや
ストレスマネジメントとしてのリラクゼーショ
ン方法の教示は，実習前不安の自己評価得点を
軽減していた．一方，実習後のアンケートで
は，コミュニケーション困難として対象者の疾
患特性や沈黙，消極的態度といった状況に直面
し，対人反応への戸惑いを感じていた．今後は
作業療法実践におけるコミュニケーション特性
を具体的に検討した上で，実習で想定される困
難場面に対するロールプレイングや客観的評価
に関する検討が必要であることを提案した．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，解
析，原稿作成
共同発表者：飯塚照史，今井あい子，竹田徳
則，綾野眞理

17．新人教育の効果に影響
を与える因子の検討

第48回日本理学療法学術
大会（名古屋）

第8回パーキンソン病・
運動障害疾患コングレス
（京都）

姿勢反射障害・筋強剛の症状によりすくみ足・
動作緩慢が出現し，トイレ動作時または移動時
に困難を感じている初期パーキンソン病患者に
対し，先行研究で示されている外的手掛かかり
に加え，これに方向転換課題を組み込むこと
で，より生活動作内容に近い状況を設定した．
その結果，自覚・他覚ともに歩行速度・動作緩
慢は改善し、トイレまでの歩行動作質向上が得
られた．

本人担当部分：研究計画策定，原稿推敲
共同発表者：金坂有紀，児島範明，宮本定治，
飯塚照史，梅本安則
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

- 平成27年4月

- 平成27年4月

- 平成27年4月

- 平成27年10月 養成教育過程における臨床実習前に学生に対し
て職業倫理の涵養も踏まえたコミュニケーショ
ン講座を実施した．学生の実習前の不安は多種
多様であり，さらにこれと実習における評価得
点には関連性はなかった．しかし，実習に対す
る不安傾向の特徴から，今後の講座展開に資す
る示唆を得た．

本人担当部分：研究計画策定，データ分析，原
稿作成
共同発表者：飯塚照史，今井あい子，綾野眞理

22．手指・母指損傷後の患
者を対象とした自己機
能・能力障害評価表の
再現性と妥当性

第27回日本ハンドセラ
ピィ学会（東京）

ハンドセラピィ学会受託研究であり，疾患特異
的QOL評価表の開発を開始した．第2期である本
研究では，母指・手指損傷に関して第１期で試
作した評価表の再現性と妥当性を検証した．

本人担当部分：研究計画策定，データ分析，原
稿推敲
共同発表者：原田康江，佐藤彰博，野中信宏，
飯塚照史，桂理，阿部幸一郎

23．コミュニケーション講
座受講学生の実習直前
の不安要因と実習成績
との関連に関する探索
的検討

第20回日本作業療法教育
研究学術集会（奈良）

ハンドセラピィ学会受託研究であり，疾患特異
的QOL評価表の開発を開始した．第１期である本
研究では，肘部管症候群で特異的に支障をきた
すと考えられるADL項目を抽出し，因子分析にて
20項目に絞った．

本人担当部分：研究計画策定，データ分析，原
稿推敲
共同発表者：野中信宏，佐藤彰博，原田康江，
飯塚照史，桂理，阿部幸一郎

21．手外科疾患における疾
患特異的QOL評価表の開
発-橈骨遠位端骨折

第27回日本ハンドセラ
ピィ学会（東京）

ハンドセラピィ学会受託研究であり，疾患特異
的QOL評価表の開発を開始した．第１期である本
研究では，橈骨遠位端骨折で特異的に支障をき
たすと考えられるADL項目を抽出し，因子分析に
て26項目に絞った．

本人担当部分：研究計画策定，データ分析，原
稿推敲
共同発表者：桂理，佐藤彰博，野中信宏，原田
康江，飯塚照史

20．手外科疾患における疾
患特異的QOL評価表の開
発-肘部管症候群-

第27回日本ハンドセラ
ピィ学会（東京）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

- 平成28年4月

- 平成28年7月

- 平成29年4月

- 平成30年4月

24．橈骨遠位端骨折手術例
におけるセラピィ終了
時期に影響を与える要
因．

第28回日本ハンドセラ
ピィ学会（広島）

25．手指屈筋腱断裂の術後
成績不良因子とセラ
ピィのアウトカム評価
について

第16回東海北陸作業療法
学会（金沢）

後方視的検討により手指屈筋腱断裂の成績を検
討した．ROC解析の結果，術後６週時点における
カットオフ値が見出され，臨床的な指標となる
可能性が示唆された．

本人担当部分：データ収集，解析，原稿推敲
共同発表者：稲垣慶之，服部順和，飯塚照史，
太田英之，渡邊健太郎

26．橈骨遠位端骨折に対す
 る掌側ロッキングプ
レート固定術後のリハ
ビリテーションにおけ
るHand20のMinimal
Clinically Important
Difference

27．運動学習段階を捉える
   新規的指標の開発に関
   する基礎的研究；健常
   若年者と高齢者の比較

本研究では，同時注意要求課題を与えた際の筋
出力と筋電図振幅，ならびに前頭前野の活動領
域から運動学習段階を区別する新規的指標が若
年者と高齢者に普遍的であるか否かを検証する
ことを目的とした．結果，同時注意要求課題を
与えた際の前頭前野活動領域は拡大し，かつ事
前練習を行った者にあっては，運動習熟値（筋
出力を筋電振幅で除した値）が増加する傾向に
あり，若年者と高齢者で共通であった．しか
し，本研究における実験課題等については，再
現性や客観性を担保するべく今後の検討が必要
である．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，分
析，原稿作成
共同発表者：飯塚照史，冨山直輝，稲垣慶之

第29回日本ハンドセラ
ピィ学会（名古屋）

第30回日本ハンドセラ
ピィ学会（東京）

先行研究にて当研究グループではハンドセラ
ピィパスを作成し，その有用性を述べてきた．
しかし，パスに適用されない患者についての検
討がなされていないため，実施した．その結
果，骨折系と掌屈可動域，握力がその要因とし
て挙げられ，これらに対する対策が良好な成績
を安定して獲得するためのポイントであること
を指摘した．また，握力増強に有用な訓練とし
てタオル絞りを提案した．

本人担当部分：データ収集，解析，原稿推敲
共同発表者：稲垣慶之，桂理，飯塚照史，服部
順和，渡邉健太郎

橈骨遠位端骨折後のハンドセラピィにおいて多
用されるHand20の臨床的に意味のある差
（MCID）を検討した．結果，術後４周をベース
ラインとした時に，12週時点で33点以上の変化
がある場合に，患者も満足するという結果で
あった．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，分
析，原稿作成
共同発表者：飯塚照史，岩月克之，西塚隆伸，
平田 仁
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

- 平成31年4月

29.手外科疾患における
疾患特異的QOL評価表の
開発 -橈骨遠位端骨折
質問票試案の再現性・
妥当性の検証-

共著 平成31年年4月  橈骨遠位端骨折に対するハンドセラピィ効果
を判定するための患者立脚型評価表について述
べた，本発表ではその再現性と妥当性を検証
し，他の評価表と比較しても遜色ないことを確
認した．

30.橈骨遠位端骨折術後の抑
うつは満足感に関連する
か ―多施設間研究―

共著 平成31年年4月  抑うつとは，気分の落ち込みや興味・喜びの
喪失などうつ症状が出現している状態のことで
あり，橈骨遠位端骨折の術後成績と関連がある
とされている．抑うつが橈骨遠位端骨折の術後
成績に影響するのであれば，患者の満足感にも
影響する可能性があると考えられる．検討の結
果，術後の抑うつと，手の機能の一部に関連が
あったが，患者が手の機能に満足する時期やリ
ハビリテーション終了を希望する時期との関連
はなかった．よって，橈骨遠位端骨折術後の抑
うつは満足感に関連しないと考えられた．

31.外傷手の予後予測 共著 平成31年年4月  患者が必要とする手を念頭に置いた予後予測
は，Goal settingに資するためハンドセラピィ
での戦略面を計画するうえで必須となる．外傷
手の初療時においては，損傷組織と修復組織が
一致する場合と，廃物利用あるいは機能転換を
併せて行うといったように一致しない場合があ
り，それぞれに考慮すべきポイントは異なる．
前者においては，損傷状況を踏まえて治癒機転
を予測したリスク管理が予後に影響する．後者
においては，如何にusefulとするかを念頭に置
き機能面のみならずperformanceを向上すると
いった観点が必要となる．いずれも主治医ある
いは術者，患者との信頼関係の下に成り立つこ
とは言を俟たない．
以上の背景を基に本レクチャーでは，ハンドセ
ラピィにおいて比較的頻度の高い外傷として，
屈筋腱損傷，伸筋腱損傷，骨折（主に橈骨遠位
端骨折），末梢神経障害，手指再接着術後，手
指切断に焦点を当て，その予後に影響する因子
あるいは臨床上のcritical point（臨界点）と
その対応方法等について概説した．

28．患者および医療者側の
ハンドセラピィ継続要
否を基とした橈骨遠位
端骨折後のリハビリテ
ーション至適期間策定
に関する探索的研究

第31回日本ハンドセラ
ピィ学会（札幌）

本研究では，「患者，セラピスト双方における
ハンドセラピィ効果の認識を通じて治療継続の
要否を判断している」と仮説を立て，これに影
響する因子の特定を目的とした．結果，ハンド
セラピィ継続の要否におけるセラピストと患者
間の齟齬は，術後8週以降で顕著であり，影響因
子として，セラピスト側では機能的因子，患者
側ではHand20が一貫して挙げられており，双方
でハンドセラピィ効果を判断する指標は異なる
ものと推測された．一方で，共通因子としての
Hand20があることから，これを主要評価項目と
したハンドセラピィ至適期間の策定が望まれ
た．

本人担当部分：研究計画策定，データ収集，分
析，原稿作成
共同発表者：飯塚照史，加藤宗一，岩月克之，
平田仁

第31回日本ハンドセラ
ピィ学会（札幌）

第31回日本ハンドセラ
ピィ学会（札幌）

第31回日本ハンドセラ
ピィ学会（札幌）
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32.患者および医療者側のハ
ンドセラピィ継続要否を
基とした橈骨遠位端骨折
後のリハビリテーション
至適期間策定に関する探
索的研究

共著 平成31年年4月  橈骨遠位端骨折後に最大限の機能的回復を得
るには1年以上の期間を要する（Swart E,
2012）ため，短期的かつ費用対効果に優れるハ
ンドセラピィ至適期間の策定が望まれ，
Cochrane review（Handoll H, 2015）において
も強調されている．一方で，口頭指導が定型的
なハンドセラピィよりも機能的回復に優れるこ
とが報告されており（Souer JS, 2011），その
効果を機能的因子のみで説明するには限界があ
る．本研究では，「患者，セラピスト双方にお
けるハンドセラピィ効果の認識を通じて治療継
続の要否を判断している」と仮説を立て，これ
に影響する因子の特定を目的とした．その結
果，ハンドセラピィ継続の要否におけるセラピ
ストと患者間の齟齬は，術後8週以降で顕著であ
り，影響因子として，セラピスト側では機能的
因子，患者側ではHand20が一貫して挙げられて
おり，双方でハンドセラピィ効果を判断する指
標は異なるものと推測された．一方で，共通因
子としてのHand20があることから，これを主要
評価項目としたハンドセラピィ至適期間の策定
が望まれる．

33.外傷手に対するハンドセ
ラピィ戦略と効果判定に
ついて

単著 令和1年5月 外傷手の治療におけるアウトカムとハンドセ
ラピィ技術につき詳細に解説した．

34.関節外骨折に対する手術
例のセラピィ

共著 令和1年9月  橈骨遠位端部における関節外骨折はAO分類の
A2およびA3に該当し，60歳以降で高頻度となる
ことからosteoporosisの影響が示唆される．し
たがって，骨折の連鎖を予防し健康寿命の延伸
に資するためには，日常生活において十分に使
える手での早期社会復帰が望ましい．これに対
する特異的なハンドセラピィ手技は存在しない
ものの，前述の背景を踏まえると，如何に早く
回復させ，それをどのようなアウトカムで判断
するのかが最大の関心事であると捉えられる．
以上を基に，本シンポジウムではハンドセラ
ピィパスの紹介，外科的対応も含めた早期回復
への工夫，新規的アウトカムの提案の3点を通
じ，関節外骨折に対するセラピィについて述べ
た．

第31回日本ハンドセラ
ピィ学会（札幌）

京都ハンドセラピィ研究
会（京都）

第12回手関節外科ワーク
ショップ（奈良）
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＜研究会＞

- 平成23年10月1．リハビリテーションが終
末期がん患者の希望と
成りえた一例

第37回京滋緩和ケア研究
会（京都）

終末期のがん患者に対し，患者の要望に沿って
機能的改善を主眼とした作業療法を展開した．
改善と増悪を繰り返す結果となったが，本人は
訓練そのものに意義を見出していた．

本人担当部分：研究計画策定，原稿推敲
共同発表者：沢田潤，片岡豊，飯塚照史，垣見
亮，梶山徹
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年月日

平成18年4月

～

平成25年9月

平成23年4月

～

平成26年3月

平成24年4月

～

平成31年3月

リハビリテーション科学、理学療法学、教育工学 理学療法学・理学療法教育、教育工学

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

１　教育方法の実践例

教 育 研 究 業 績 書

令和 2 年　3 月 　31 日

氏名　　池田　耕二

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

2）ペイパーペイシェントとインターネット活用によ

る認知スキルトレーニングの実践

大阪電気通信大学　医療福祉工学部　理学療法学科　担

当科目：理学療法技術実習2，総合技術特別実習3

　授業は，理学療法の認知スキル，つまり技術の一つと

しての理学療法臨床推論について講義した。ぺ－パーペ

イシェントを用いて問題を抽出し，それを基に仮説生成

しながら理学療法プログラムを立案する作業を行った。

また，その際にはインターネット等を活用し，実践型の

授業を展開した。その結果，問題を解決していこうとす

る姿勢や具体的な解決方法を学ぶことができた。

1）図示化教材と臨床現場を体験できるスライド教材

を用いたシュミレーション教育の実践

大阪医療福祉専門学校　理学療法学科

担当科目：理学療法治療学Ⅱ

　授業は，暗記型の授業ではなくできるだけ理学療法と

はどういったものか考えることができるような授業にし

た。そのために授業資料は図によって見やすくレイアウ

トしたものを用いたり，臨床現場のスライド等をみせつ

つ，学生自身に実際現場に立てばどういった態度や評

価，実践を行うかを問いながら，シュミレーショを交え

学生とともに検討するスタイルにした。また，ときには

勉強の仕方や資料の調べ方など，実践現場で臨床を行い

ながらどのように勉強していくのか等を，経験を交えて

教示した。

その結果，学生は理学療法実践するにあたって自分に何

が足らないかを再認識し，自ら勉強しなければならない

という姿勢を学ぶことができたと考える。

3）個々の学生の習熟度に合わせた学外実習指導 大阪行岡医療大学　医療学部　理学療法学科

担当科目：理学療法体験実習，評価実習，総合臨床実習

　学外施設で行われる各臨床実習を，個々のレベルに合

わせて円滑に行えるようにするため，実習前には各学生

と個人面談を行い，知識の習熟度，コミュニケーション

能力，その他，不安なことを確認し，それを学外施設の

指導者と共有しながら実習を行った。必要に応じて実習

前に実技練習を行ったり，また何度も学外施設に出かけ

たり，学生との面談を繰り返したりした。 これにより

学生のレベルに合わせた実習が可能となり，個々の学生

が成長できた。
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年月日事項 概 要

平成26年4月

～

平成28年9月

平成26年4月

～

平成30年9月

平成26年9月

～

平成29年3月

平成28年9月

～

令和2年3月

4）チーム別体験学習による教育実践 大阪行岡医療大学 医療学部　理学療法学科

担当科目：日常生活活動学演習

　授業では，代表的な疾患を整理しながら，日常生活活

動の評価法を教授し実践させた。また，障がい別に日常

生活活動や生活関連動作の評価や動作指導，介助方法等

についても，疑似体験させ理解を深めさせた。チーム別

にレポートをまとめさせることでチームアプローチの重

要性を体験させ，実際の現場で口頭指導ができるような

体験も取り入れた。これにより日常生活活動における評

価や指導力がついた。

　また，学年によっては理解を深めるために，班長には

別に1コマ時間を作り，実践を教授し，それを伝えさせ

る練習も加えた。これにより学生の学習も進んだ。

5）高齢患者の動画教材を用いた教育実践 大阪医療福祉専門学校　理学療法学科

担当科目：老年学

大阪行岡医療大学　医療学部　理学療法学科

担当科目：老年期疾病論，老年期障害理学療法

　授業では，学生があまり触れることない高齢者の身体

的特徴をはじめ，疾患，環境についての講義を行った。

その際には実際の患者の動画やデータを基に臨場感をも

たせ，本学問と理学療法との関わりについて講義した。

これからの高齢者には，地域における転倒，認知症，腰

痛，生活習慣病に対する予防理学療法が大切になってく

ることも教授し，理解を深めた。これにより高齢者理学

療法の実態を理解し，興味をもって老年学を学習できる

ようになった。

7）終末期・がん患者リハビリテーションにおけるス

ライド教材の作成と教育実践

大阪電気通信大学　医療福祉工学部　理学療法学科

担当科目：基礎医学特論Ⅰ

　授業では，一般病院，地域におけるがんリハビリテー

ションについて教授し．生活の質を高めるための実際の

工夫も加え，興味をひくように展開した。その際は，触

れる機会の少ない終末期がん患者のリハビリテーション

の風景のスライド教材を作成し，「生」や「死」，支

援、ケアについて考えてもらうようにした。これにより

がんリハビリテーションに対する知見を深めることがで

きた。

6）ペイパーペイシェントとインタ-ネットを活用した

チームアプローチ実践

大阪電気通信大学　医療福祉工学部　理学療法学科

担当科目：チームリハビリテーション特論

　授業は，理学療法におけるチームアプローチによる臨

床推論について講義した。

　ぺ－パーペイシェントを用いて問題抽出し，それを基

に仮説を生成しながらチームアプローチによって理学療

法プログラムを立案する作業を行った。また，その際に

はインターネット等を活用し，実践型の授業を展開し

た。これによりチームアプローチによる臨床推論と理学

療法プログラムの立案能力が養われた。
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年月日事項 概 要

平成28年9月

～

平成30年9月

令和元年9月

〜

令和2年3月

1）図式化教材の作成 平成18年4月

～

平成25年9月

平成19年9月

～

平成23年12月

　授業では、運動学の総論を講義した。しかし、その範

囲は非常に広く、どれも重要事項であるため、学生がど

こから手をつけて良いかわかりづらくなっている。その

ため、学生の学習意欲が下がる危険性も大きい。そこ

で、学習の方向性を示したり、運動学の理解を促すワー

クブックを作成し、それを用いて講義を行なった。これ

により、自己学習を促し、学習意欲の低下を防ぐことが

できた。

２　作成した教科書，教材

大阪医療福祉専門学校

担当科目：理学療法治療学Ⅱ

　整形疾患に対する理学療法において，図で見る教材を

作成し，視覚にうったえる教材を作成し，それに基づい

て教育を行った。これにより教科書に苦手意識をもつ学

生も興味をもって臨むようになり学習効果が向上した。

2）理学療法士のための物理療法臨床判断ガイド

ブック（再掲）

病院現場における臨床実習指導

物理療法における浮腫に関する個所を担当し，ディシ

ジョンツリーによって，わかりやすく治療を判断できる

ようにした（出版）。

8）予習，体験，復習シートを用いた訪問リハビリ

テーションにおける教育実践

大阪行岡医療大学 医療学部　理学療法学科

担当科目：地域リハビリテーション

　本授業では，実際の現場の写真や動画を多用し，症例

検討式にして実際の訪問リハが疑似体験できるように進

めた。また，その際には，予習シート，体験シート，復

習シートを作成し，現場に臨む姿勢，学ぶ姿勢，復習す

る姿勢を養うように工夫した。さらには，在宅における

看取りまでの終末期理学療法をみてもらい，これからの

訪問リハの有り方をともに考えることにした。

 また，地域リハビリテーションは，疾患だけでなく，

地域特性や社会情勢からも大きく影響をうけたり，個々

の価値観が大きく反映するため，書物を多く読んで考え

ることが大切となる。そこで,少し時間をかけて書物多

く読んでもらい,レポート量も増やして熟考して貰う練

習も行った。これにより,地域リハビリテーションの奥

深さとかんがえることの大切さを学ばせた。

9）運動学I（総論）ワークブックを用いた教育実践 奈良学園大学　保健医療学部

リハビリテーション学科

担当科目　運動学I（総論）
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年月日事項 概 要

平成20年4月

～

平成23年12月

平成22年6月

平成23年7月

平成26年4月

～

平成31年3月

平成27年4月

～

平成30年3月

3）認知症後期高齢者に対する理学療法の実践知の構

造化による教材作成

病院現場における臨床実習指導

　学生にとって対応が難しいとされる認知症患者の理学

療法を指導する際に，認知症後期高齢者に対する理学療

法から実践知を構造化し，図示化したものを活用し，臨

床実習指導を行った。これにより学生は，認知症後期高

齢患者の理学療法における方向性や概要が把握しやすく

なり，学習効果が進んだ。

4）臨床における動作分析についてのプレゼンテー

ション資料（教材）の作成

大阪電気通信大学　医療福祉工学部　理学療法学科

特別講義：動作分析

　病院における患者の状態を観察し，１）病態を探る，

２）その能力から何ができるかを考える，３)動作の意

味を考える，といったように動作分析の重要性や活用方

法をわかりやすくするプレゼンテーションを作成した。

これにより動作分析学習における導入が容易となり学習

効果が向上した。

6）高齢者理学療法における動画教材の作成 大阪医療福祉専門学校　理学療法学科

担当科目：老年学

大阪行岡医療大学　医療学部　理学療法学科

担当科目：老年期疾病論，老年期障害理学療法

　授業では，高齢者の現場の実際の動画やデータを基に

臨場感をもたせながら，本学問と理学療法との関わりを

講義した。これにより高齢者の理学療法が実感できるよ

うになり，学生は興味をもって学習できるようになっ

た。

7）終末期理学療法の実践（再掲） 大阪行岡医療大学　医療学部　理学療法学科

担当科目　老年期障害理学療法学

終末期理学療法実践に関する教育方法を，熟達度に合わ

せて分かりやすく紹介した（出版）。

5）臨床における高齢者の理学療法(運動療法）

実践に向けたプレゼンテーション資料（教材）の作成

大阪電気通信大学　医療福祉工学部　理学療法学科

特別講義：臨床推論

　高齢者の問題構造の把握や理学療法（運動療法）の設

定方法を学ぶことを目的に，プレゼンテーションを作成

した。これにより多角的な視点が必要となる高齢者理学

療法の一端を体験することができるようになり学習効果

が向上した。
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年月日事項 概 要

平成28年9月

～

平成30年9月

平成29年8月

平成30年3月

令和元年9月

〜

令和2年3月

平成20年4月

～

平成23年3月

10）訪問リハビリテーション アドバイスブック（再

掲）

在宅での終末期にリハビリテーションにかかわるセラピ

ストに求められる視点や、対象者と家族、周辺の人々と

のかかわり方、セラピストの在り方について提言した。

11) 運動学ワークブック 運動学（総論）における学習意欲の低下を防ぎ、自己学

習を促すために、ワークブックを作成し、それを授業に

活用した。

8）地域リハビリテーション学習における予習，

体験，復習シートの作成

大阪行岡医療大学 医療学部　理学療法学科

担当科目：地域リハビリテーション

　本授業では，実際の現場の写真や動画を多用し，症例

検討式にして実際の訪問リハが疑似体験できるように進

めた。また，その際には，予習シート，体験シート，復

習シートを作成し，現場に臨む姿勢，学ぶ姿勢，復習す

る姿勢を養うように工夫した。さらには，在宅における

看取りまでの終末期理学療法をみてもらい，これからの

訪問リハの有り方をともに考えることにした。

 また，地域リハビリテーションは，疾患だけでなく，

地域特性や社会情勢からも大きく影響をうけたり，個々

の価値観が大きく反映するため，書物を多く読んで考え

ることが大切となる。そこで,少し時間をかけて書物多

く読んでもらい,レポート量も増やして熟考して貰う練

習も行った。これにより,地域リハビリテーションの奥

深さとかんがえることの大切さを学ばせた。

9）局所と全身からアプローチする運動器の運動療法

（再掲）

運動器の運動療法の理解を深めるために，運動療法にお

ける歴史をまとめて紹介した（出版）。

３　教育上の能力に関する大学等の評価

1） 臨床実習施設における臨床実習生のアンケート調

査

臨床実習施設において臨床実習生にアンケート調査を行

い毎回臨床実習指導の評価を行った。その結果，評価と

しては「実習生に適した指導をしてもらえた」，「努力

を継続することの必要性を学べた」，「親切丁寧に指導

してもらえた」等があげられた。
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年月日事項 概 要

平成26年4月

～

平成30年9月

1) 臨床実習指導 平成5年6月

～

平成23年3月

平成22年4月

～

平成23年3月

平成25年4月

～

現在に至る

令和元年9月

〜

現在に至る

４　実務の経験を有する者についての特記事項

2）大阪行岡医療大学における授業評価アンケート調

査

3)介護付有料老人ホームのリハビリテーション業務

における相談等

介護付有料老人ホームのリハビリテーション室の立ち上

げと業務等の指導・相談

臨床における理学療法業務において，実習指導者として

理学療法の理論・技術の教授，実技の援助を実習生に対

して行った。合計9校から，計83名の実習生を指導し

た。

　臨床現場で症例を数例担当し，理学療法実践を学ぶだ

けでなく，それ以外にもどのような準備や実践，チーム

ワークが必要かも学んでもらった。また医療や社会のど

のようなルールに基づいて理学療法が行われているのか

も教示し学習してもらった。また，実践の中でどのよう

に課題に取り組み，研究を行っていくのかも少し触れて

もらうことにした。その結果，学生は理学療法評価や実

践だけではなく，現場の諸仕事を学習し理学療法士のあ

り方を学習するにいたった。

臨床教育を有効に行うために構造構成主義を臨床教育に

導入した構造構成的協同臨床教育法を開発し実践した。

昨今の理学療法臨床実習では指導者，学生ともに問題を

有していることから，臨床実習の運営や指導が上手くい

かないこともある。そこで考え方を根本から見直し，信

念対立を解消することができる構造構成主義を基盤に新

たな教育法を開発し実践した。そのことによって効果的

に理学療法やその他のことを教示・学習しやすくなり臨

床実習効果が向上した。

2）各施設の中堅理学療法士に対する教育，指導

活動

学生や新人理学療法士教育については，近年充実してき

たが，中堅理学療法士が成長できる機会は，技術講習会

や大学院を除いてほとんどない。そのため，業務管理や

後輩指導，その他の技量アップや情報発信できる力を養

うことを目的に，大学業務以外に，個別に，業務や学術

指導を無料で行ってきた。現在も中堅理学療法士の指導

は継続中であり，希望者があれば社会貢献目的で今後も

そうした活動を継続する予定である。

大学授業評価の結果は，担当科目「日常生活活動」「日

常生活活動演習」「老年期疾病論」「老年期障害理学療

法」「地域リハビリテーション」「理学療法概論」にお

いて，「十分理解できた」，「理解できた」，「授業に

情熱を感じた」等の評価を受けた。また，卒業研究ゼミ

においては，一番の人気ゼミとなっている。
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年月日事項 概 要

平成27年3月

平成27年8月

平成27年12月

平成28年3月

平成29年1月

平成30年3月

4）講演，シンポジウム

・理学療法臨床実習をどのように実践していく

か？

三加茂田中病院（徳島）教育講師　講師

臨床実習指導について，知識や技術供与だけでなく，大

切なことは学生が自然と伸びる場づくりであることを講

演した。

・認知症を正しく知ろう 大阪行岡医療大学健康教室　講師

地域住民の方に対して健康教室を開催し，認知症の疫学

や予防方法，介護方法等について講演した。

・理学療法士を育む 宝持会　池田病院（大阪）教育講演　講師

池田病院の管理者研修の一環として，人材育成に関する

方法論を理学療法士教育を通して講演した。

・人間科学リハビリテーションにおける

エビデンスを考える

第13回人間科学リハビリテーション研究会　講師

人間科学においては，客観的実証主義に代表される数値

化だけでエビデンスは作れないこと示唆し，現象学，構

造構成学，接面等の考え方を利用すれば，新たな視点か

らエビデンスが作れる可能性が高まることを講演した。

・高齢者のリハビリテーション 大阪行岡医療大学市民公開講座　講師

　高齢者に多い疾患や障害の紹介とともに，それに対す

る予防方法や生活管理，制度，リハビリテーション等に

ついて講演した。

・リハビリテーションと生活管理－寝たきりにならな

いために－

宝持会総合健康づくりセンターハリーえいわ　市民健康

講座　講師

寝たきりにならないためには、リハビリテーションが終

了したあとも大切であることを伝え，生活管理として生

活習慣の見直す、あるいは自己管理していくことが重要

であることを講演した。
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年月日事項 概 要

平成18年4月

～

平成25年9月

平成23年4月

～

平成24年9月

平成25年9月

～

平成26年3月

平成26年4月

～

平成31年3月

・理学療法士養成校における教育実績

（非常勤講師）

大阪医療福祉専門学校　理学療法学科

担当科目：理学療法治療学Ⅱ　整形外科疾患（関節リウ

マチ，足部・足関節）　非常勤講師

授業は，暗記型の授業ではなくできるだけ理学療法とは

どういったものか考えることができるような授業にし

た。そのために授業資料は図によって見やすくレイアウ

トしたものを用いたり，臨床現場のスライド等をみせつ

つ，学生自身に実際現場に立てばどういった態度や評

価，実践を行うかを問いながら，シュミレーショを交え

学生とともに検討するスタイルにした。また，ときには

勉強の仕方や資料の調べ方など，実践現場で臨床を行い

ながらどのように勉強していくのか等を，経験を交えて

教示した。

その結果，学生は理学療法実践するにあたって自分に何

が足らないかを再認識し，自ら勉強しなければならない

という姿勢を学ぶことができたと考える。

大阪電気通信大学　医療福祉工学部理学療法学科

担当科目：理学療法技術実習2　非常勤講師

授業は，理学療法の認知スキル，つまり技術の一つとし

ての理学療法臨床推論について講義した。ぺ－パーペイ

シェントを用いて問題を抽出し，それを基に仮説生成し

ながら理学療法プログラムを立案する作業を行った。ま

た，その際にはインターネット等を活用し，実践型の授

業を展開した。その結果，問題を解決していこうとする

姿勢や具体的な解決方法を学ぶことができた

大阪電気通信大学　医療福祉工学部理学療法学科

担当科目：総合技術特別実習3　非常勤講師

授業は，認知スキルの一つとして理学療法における臨床

推論について講義した。ぺ－パーペイシェントを用いて

問題抽出し，国際生活機能分類に即しながら，それを基

に仮説生成し理学療法プログラムを立案する作業を行っ

た。また，その際にはインターネット等を活用し，実践

型の授業を展開した。その結果，国際生活機能分類に即

しながら，問題を解決していこうとする姿勢が身に付

き，具体的な解決方法を自ら発見し，学ぶことができ

た。

大阪医療福祉専門学校 理学療法学科

担当科目：老年学，非常勤講師

授業は，高齢者の身体的特徴をはじめ，疾患，環境につ

いての講義を行った。また，その際には実際の患者の動

画やデータを基に，本学問と理学療法との関わりについ

ても講義した。

また，これからの高齢者においては，地域における転

倒，認知症，腰痛，生活習慣病に対する予防理学療法が

大切になってくることを教授し，理解を深めた。これに

より高齢者理学療法の実態を理解し，興味をもって老年

学を学習できるようになった。

５　その他
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年月日事項 概 要

平成26年9月
～

平成29年3月

平成28年9月
～

令和元年3月

令和元年12月

平成24年4月

～

平成31年3月

大阪電気通信大学医療福祉工学部 理学療法学科

担当科目：チームリハビリテーション特論　非常勤講師

授業は，理学療法におけるチームアプローチによる臨床

推論について講義した。ぺ－パーペイシェントを用いて

問題抽出し，それを基に仮説を生成しながらチームアプ

ローチによって理学療法プログラムを立案する作業を

行った。また，その際にはインターネット等を活用し，

実践型の授業を展開した。これによりチームアプローチ

による臨床推論と理学療法プログラムの立案能力が養わ

れた。

大阪電気通信大学 医療福祉工学部理学療法学科

担当科目：基礎医学特論Ⅰ　非常勤講師

授業では，一般病院，地域におけるがんリハビリテー

ションについて教授し．生活の質を高めるための実際の

工夫も加え，興味をひくように展開した。これによりが

んリハビリテーションに対する知見を深めることができ

た。

大阪行岡医療大学　特論

担当科目：理学療法特論　非常勤講師

授業では、がんリハビリテーション・ケアと終末期理学

療法の実践を教授し、これらの実践力がこれからの地域

リハビリテーションには必要になることを学習した。

・理学療法士養成校における教育実績

（専任教員）

大阪行岡医療大学 医療学部理学療法学科

担当科目：理学療法体験実習，評価実習，総合臨床実習

専任教員

学外施設で行われる各臨床実習を，個々のレベルに合わ

せて円滑に行えるようにするため，実習前には各学生と

個人面談を行い，知識の習熟度，コミュニケーション能

力，その他，不安なことを確認し，それを学外施設の指

導者と共有しながら実習を行った。必要に応じて実習前

に実技練習を行ったり，また何度も学外施設に出かけた

り，学生との面談を繰り返したりした。 これにより学

生のレベルに合わせた実習が可能となり，個々の学生が

成長できた。
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年月日事項 概 要

平成26年4月

～

平成28年9月

平成26年4月

～

平成30年9月

平成26年9月

～

平成27年3月

平成26年9月

～

平成31年3月

大阪行岡医療大学　医療学部　理学療法学科

担当科目：日常生活活動学演習　専任教員

授業では，代表的な疾患を整理しながら，日常生活活動

の評価法を教授し実践させた。また，障がい別に日常生

活活動や生活関連動作の評価や動作指導，介助方法等に

ついても，疑似体験させ理解を深めさせた。チーム別に

レポートをまとめさせることでチームアプローチの重要

性を体験させ，実際の現場で口頭指導ができるような体

験も取り入れた。これにより日常生活活動における評価

や指導力がついた。

また，学年によっては理解を深めるために，班長には別

に1コマ時間を作り，実践を教授し，それを伝えさせる

練習も加えた。これにより学生の学習も進んだ。

大阪行岡医療大学 医療学部　理学療法学科

担当科目：老年期疾病論（老年期障害学）専任教員

授業では，老年期を代表する疾患や高齢者問題等を教授

した．また現在の医療保険制度や介護保険制度などの社

会制度についても教授し，高齢者リハビリテーションに

は医療，看護，保険，社会福祉等の多様な知識が必要で

あることや，多職種のチームアプローチが必要であるこ

とを伝えた．

これにより老年期疾病やそれに対する理学療法の理解が

深まった。また，これから理学療法士が多く扱うであろ

う慢性疾患，とくに生活習慣病等についての対応も教授

し，その役割の大きさを理解させた。

大阪行岡医療大学　医療学部　理学療法学科

担当科目：日常生活活動学　専任教員

授業では，国際障害分類，国際生活機能分類をはじめ，

生活活動評価であるバーサルインデックスや機能的自立

度評価表（ＦＩＭ）等を教授した。また，代表的な疾患

を整理しながら，日常生活活動の評価と実践内容の概要

を教授した。

大阪行岡医療大学　医療学部理学療法学科

担当科目：老年期障害理学療法　専任教員

授業では，老年期の障害の評価に基づいて，老人の生活

自立に向けた系統的な健康管理や地域参加を促進するた

めに，医学的管理下において，機能訓練などの理学療法

技術が展開できるように演習した。

これにより，老年期障害理学療法における考え方や捉え

方が養われた。また，今後重要となってくる様々な内部

障害や慢性疾患を想定し，運動や活動が体にどのような

影響を及ぼすかも考えさせ，その奥深さを実感しても

らった．また，がんをはじめ終末期の理学療法について

も教授し，これから必要となる看取りまでの理学療法の

可能性を示し，今後の課題を実感してもらった。
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年月日事項 概 要

平成28年4月

～

平成31年3月

平成28年9月

～

平成30年9月

平成28年9月

～

平成31年3月

平成29年4月

～

平成30年9月

平成31年4月

〜

令和元年9月

大阪行岡医療大学　医療学部理学療法学科

担当科目：卒業研究 専任教員

テーマは，平成28年度「終末期がん患者の在宅療養を

支援するための理学療法の課題」，平成29年度「消化

器系がんによる低栄養と運動療法」，「脊椎転移患者に

対する理学療法」であった。

これから大きな役割を担うと思われる難病や終末期を対

象とした患者の理学療法を学習し，今後に備えることに

した。

大阪行岡医療大学　医療学部理学療法学科

担当科目：地域リハビリテーション 専任教員

授業では，実際の現場の写真や動画を多用し，症例検討

式にして実際の訪問リハが疑似体験できるように進め

た。また，その際には，予習シート，体験シート，復習

シートを作成し，現場に臨む姿勢，学ぶ姿勢，復習する

姿勢を養うように工夫した。さらには，在宅における看

取りまでの終末期理学療法をみてもらい，これからの訪

問リハの有り方をともに考えることにした。また，地域

リハビリテーションは，疾患だけでなく，地域特性や社

会情勢からも大きく影響をうけたり，個々の価値観が大

きく反映するため，書物を多く読んで考えることが大切

となる。そこで,少し時間をかけて書物多く読んでもら

い,レポート量も増やして熟考して貰う練習も行った。

これにより,地域リハビリテーションの奥深さとかんが

えることの大切さを学ばせた。

大阪行岡医療大学　医療学部理学療法学科

担当科目：理学療法評価学 専任教員

授業では，理学療法評価学に関する知識を総論的に教授

し，ICFに基づく理学療法プログラムの立案や臨床推論

の方法を教授した。

大阪行岡医療大学　医療学部　理学療法学科

担当科目：理学療法概論　（専任教員）

授業では，高齢者の理学療法の概論を担当し，高齢者の

理学療法の役割や可能性，その展望について紹介した。

奈良学園大学　保健医療学部　リハビリテーション学科

担当科目：早期体験実習（専任教員）

授業では，十分なオリエンテーションのうえ、一般病院

等の医療施設を３つ学生に体験してもらった。帰校後

は，さらに学習を深化させてもらうためにディスカッ

ションを行い学習内容の発表を行なった。これにより医

療施設における理学療法、その他の専門職種の役割が理

解できた。
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年月日事項 概 要

令和元年10月

〜

令和２年３月

令和元年10月

〜

令和2年3月

平成22年4月
～

現在に至る

平成25年5月

平成27年5月

～

平成28年3月

平成29年4月

～

現在に至る

平成29年4月

～

平成30年3月

・日本理学療法士協会

専門理学療法士（教育・管理）取得

日本理学療法士協会が制度化した専門理学療法士制度の

専門理学療法士(教育・管理)を取得した。

・理学療法士の内面の発達を理学療法士発達論とし，

それもとに理学療法教育を行う必要性を指摘した。

理学療法ジャーナル　47（5）423

題目「理学慮法士発達論に基づいた教育方法の開発に向

けて」として，理学療法士の内面の発達を理学療法士発

達論とし，それもとに理学療法教育を行う必要性を指摘

した。

奈良学園大学　保健医療学部

リハビリテーション学科

担当科目：基礎ゼミII（専任教員）

授業では，自己学習の進め方を学習するために、課題設

定、文献検索の方法や読み方、プレゼンテーション方法

を教授し、学習成果の発表を行なった。これにより学生

は，大学内，学外実習，またはプロになってからの自己

学習方法の一部が身についた。

・公益社団法人大阪府理学療法士会　臨床実習倫理規

定策定特別委員会　委員

公益社団法人大阪府理学療法士会　臨床実習倫理規定策

定特別委員会にて，理学療法臨床実習における倫理規定

の策定を行った。

・保健医療学学会　理事 保健医療学会の理事に就任し運営に携わった。

奈良学園大学　保健医療学部

リハビリテーション学科

担当科目：運動学I（総論）（専任教員）

授業では，運動学の総論を内容をすべて網羅できるよう

に講義を行なった。なお、その際には運動学ワークブッ

クを作成し、大切なところや自己学習の方向性がわかる

・保健医療学学会　第8回学術集会　大会準備委員長 保健医療学学会　第8回学術集会開催に向けて準備を

行った。
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年月日事項 概 要

平成29年12月

～

平成30年12月

平成30年7月

平成31年1月

平成31年3月

年月日

平成5年6月

平成13年3月

平成15年6月

平成20年3月

平成22年4月

平成24年3月

・公益社団法人　大阪府理学療法士会　新人教育プロ

グラム研修　講師

新人教育プログラム研修における「理学療法研究方法

論」の講義を行った。

・第30回大阪府理学療法学術大会（大阪）教育シンポ

ジウムのシンポジスト

これからの理学療法臨床実習の在り方を講演した。

・公益社団法人　大阪府理学療法士会　新人教育プロ

グラム研修　講師

新人教育プログラム研修における「クリニカルリーズニ

ング」の講義を行った。

１　資格，免許

理学療法士免許 （登録番号21836号）

ケアマネージャー （登録番号27995318号）

・第2回　臨床実習指導者講習会　修了

　　　　　　　　　　　　　（第2018-2-046号）

臨床実習指導者の資格、および指導者を育成できる資格

を獲得した。

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

事項 概 要

博士（工学） 大阪電気通信大学大学院 医療福祉工学研究科医療福祉

工学専攻（学位番号博医甲第0028号）

題目「理学療法臨床実習における実習生の意識変化の解

析に関する研究」

福祉住環境コーディーネーター　2級 （証書番号10‐2‐04540）

修士（学術）
放送大学大学院 文化科学研究科 教育開発プログラム

（学位番号第1903号）

題目「理学療法臨床実習による臨床実習生の意識構造の

変化」

専門理学療法士（教育・管理理学療法）取得 日本理学療法士協会が制度化した専門理学療法士制度の

専門理学療法士（教育・管理）を取得   登録番号（７

－90）
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年月日事項 概 要

平成25年8月

平成28年2月

平成31年3月

平成13年4月

～

平成23年12月

平成23年12月

～

平成25年3月

TOGU“FT-Physio”,”FT-coach Level1”
TOGU社製のツールを活用したトレーニングやコンディ

ショニングを実践するインストラクター（Instructor

Number 002）

３　実務の経験を有する者についての特記事項

２　特許等

　なし

大阪府がんリハビリテーション研修　終了 がんリハビリテーション料の算定可能

臨床実習指導者講習会　修了 臨床実習指導者の資格、および指導者を育成できる資格

を獲得した。（第2018-2-046号）

総合リハビリテーションセンターの現場最高責任者とし

て，一般病棟，回復期リハビリテーション病棟，療養型

病棟，訪問リハビリテーション，デイケア，デイサービ

ス等のリハビリテーションセンターの運営に携わる。診

療報酬の改定や患者へのサービス充実にあわせてシステ

ムの再構築も行った。また，学術委員，医療安全委員，

接遇委員等も担った。さらに理学療法士，作業療法士，

言語療法士等の人事にも携わった。

　理学療法士としては，主に急性期から維持期の脳血

管，運動器，呼吸器，循環器，内部障害（がん，糖尿病

による切断等）の理学療法に関わった。また積極的に終

末期医療や高齢者医療にもたずさわり理学療法士の役割

等を模索・実践してきた。また地域住民の方々に対して

理学療法の啓蒙や健康維持を目的に，相談や公開講座も

行った。

　現場では複数の部下（理学療法士）に勉強会や講習を

行い育成にも力を注いできた。

職種　主任　理学療法士（現場最高責任者）

1）道仁病院　リハビリテーション科

職種　統括責任者　理学療法士

2）池田病院　総合リハビリテーションセンター

リハビリテーション科開設のための機器の見積もり，搬

入等の準備・施設基準Ⅱの取得とシステムの構築，そし

て開設に従事した。その後，リハビリテーション科の運

営を行った。

　理学療法士としては，医療，介護のケアミックス病棟

であったことから，整形外科疾患を中心に，長期寝たき

り患者，がん患者，内部障害，虚弱高齢者等の理学療法

に従事する。
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年月日事項 概 要

平成25年4月

～

令和元年9月

令和元年9月

〜

現在に至る

平成22年1月

平成22年7月

平成23年1月

平成23年5月

3）池田病院　総合リハビリテーションセンター

　　職種　リハビリテーションコーディネーター

　　（教育・研究活動と実務の指導）

4）サンシティ木津　リハビリテーション・ケア

　　センターうららか

　　職種　シニアーディレクター

　　（教育・研究・実務相談業務）

大学勤務の傍ら，介護付有料老人ホームサンシティ木津

リハビリテーション・ケアセンターの立ち上げと、教

育・研究・実務相談業務を行なってきた。

　現在，要介護度が高い高齢入居者に対するリハビリ

テーションの評価・実践の評価やプログラム開発を検討

しており、後進教育を担っている。

４　その他

3）大阪府理学療法士会 北河内ブロック新人症例発表

会　座長

大阪府理学療法士会が新人教育を目的として平成22年

より開始した北河内ブロック新人症例発表会において座

長を行った。

大学勤務の傍ら，総合リハビリテーションセンター施

設，訪問リハビリテーション，訪問看護ステーション，

デイケア，デイサービス（医療，介護）において，リハ

ビリテーションコーディネーターとして研究，相談業務

を行ってきた．

　その際は，実際に現場にでて臨床実践するだけでな

く，中堅，新人理学療法士の管理教育や学術活動等をも

支援してきた。また，医療，保健，介護の分野における

横断的な相談も担い，リハビリテーションが円滑に行え

る環境作りや支援を必要に応じて行っている。

　現在，総合リハビリテーション施設では，緩和ケア系

のがんリハビリテーションの評価やプログラム開発，腎

臓リハビリテーションの構築，これから重要度が増して

くると在宅リハビリテーションの評価やプログラム開

発，健康予防教室等を行っており，地域リハビリテー

ション発展に寄与するだけでなく、後進教育という役割

も担っている。

4）第46回日本理学療法学術大会 第46回日本理学療法学術大会における教育・管理理学

療法部門の学会報告の査読を行った。   査読

1）大阪府理学療法士会 北河内ブロック

　　新人症例発表会　座長

大阪府理学療法士会が新人教育を目的として平成22年

より開始した北河内ブロック新人症例発表会において座

長を行った。

2）第22回大阪府理学療法学術大会　 座長 第22回大阪府理学療法学術大会において座長を行っ

た。
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年月日事項 概 要

平成24年5月

平成25年4月

～

現在に至る

平成25年5月

平成25年7月

平成26年5月

平成26年7月

平成27年5月

査読

平成27年5月

～

平成28年3月

平成28年4月

～

平成29年3月

平成28年5月

6）大学内業務の経験 大学開学から現在に至るまで，臨床実習教育を担う臨床

実習委員，教務一般を担う教務委員，国家試験対策を担

う国家試験委員に任命された。

5）第47回日本理学療法学術大会 第47回日本理学療法学術大会における教育・管理理学

療法部門の学会報告の査読を行った。査読

8）第25回大阪府理学療法学術大会

査読

第25回大阪府理学療法学術大会の査読を行った。

9）第49回日本理学療法学術大会

査読

7）第48回日本理学療法学術大会 第48回日本理学療法学術大会における教育・管理理学

療法部門の学会報告の査読を行った。査読

第49回日本理学療法学術大会における教育・管理理学

療法部門の学会報告の査読を行った。

11）第50回日本理学療法学術大会 第50回日本理学療法学術大会における教育・管理理学

療法部門の学会報告の査読を行った。

12）公益社団法人大阪府理学療法士会

臨床実習倫理規定策定特別委員会　委員

公益社団法人大阪府理学療法士会　臨床実習倫理規定策

定特別委員会にて，理学療法臨床実習における倫理規定

の策定を行った。

10）第26回大阪府理学療法学術大会 第26回大阪府理学療法学術大会の査読を行った。
査読

13）大阪行岡医療大学における市民公開講座

企画と運営

大阪行岡医療大学で行われる市民公開講座の企画運営を

行った。

14）第51回日本理学療法学術大会 第51回日本理学療法学術大会における教育・管理理学

療法部門の学会報告の査読を行った。査読
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年月日事項 概 要

平成29年5月

平成29年11月

平成30年6月

平成30年9月

平成30年11月

平成30年12月

令和元年12月

座長

令和元年12月
査読

令和２年３月

15）第52回日本理学療法学術大会 第51回日本理学療法学術大会における教育・管理理学

療法部門の学会報告の査読を行った。査読

17）保健医療学雑誌　論文査読 保健医療学学会「保健医療学雑誌」の論文査読を行っ

た。

16）保健医療学学会第8回学術集会 保健医療学学会第8回学術集会の査読を行った。
査読

21）保健医療学会第10回学術集会 保健医療学会第10回学術集会の座長を行なった。

22）保健医療学学会第10回学術集会 保健医療学会第10回学術集会の査読を行なった。

23）医療情報福祉行動学雑誌　論文査読 医療情報福祉行動学雑誌の論文査読を行なった。

18）第53回日本理学療法学術大会（第7回日本理学療

法教育学会・第1回日本理学療法管理部門研究会）

査読

第53回日本理学療法学術大会（第7回日本理学療法教育

学会・第1回日本理学療法管理部門研究大会）の学会報

告の査読を行った。

19）第53回日本理学療法学術大会（第7回日本理学療

法教育学会・第1回日本理学療法管理部門研究会）

　座長

20）第53回日本理学療法学術大会（第7回日本理学療法

教育学会・第1回日本理学療法管理部門研究会）の座長

を行った。

20）保健医療学学会第9回学術集会 保健医療学学会第9回学術集会の査読を行った。
査読
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

（著書）

共著 平成22年4月

共著 平成23年4月

共著 平成26年4月

4.終末期理学療法の実践 共著 平成27年5月

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

2.よい教育とは何か．

（構造構成主義研究　第５巻）

北大路書房

1.持続可能な社会をどう構想す

るか．

（構造構成主義研究　第４巻）

北大路書房 本書は，「持続可能な社会をどう構想するか」につい

ての有識者の鼎談と構造構成主義の論文集をまとめた

ものである。

Ａ5判　全255頁

編者：西條剛央，京極真，池田清彦

著者：池田耕二

本人担当部分：「構造構成的協同臨床教育法の構築に

向けて-理学療法臨床実習を通して-」pp100-126を単

著。

　構造構成主義を基盤に，お互いの関心をすり合わせ

ながら，お互いに教え合うことを可能にする教育方

法，すなわち構造構成的協同臨床教育方法を開発し，

これを理学療法臨床実習に活用し学習効果を上げたこ

とを述べた。

本書は，「思想がひらく未来へのロードマップ」につ

いての鼎談と構造構成主義研究の論文集をまとめたも

のである。

Ａ5判　全261頁

編者：西條剛央，京極真，池田清彦

著者：池田耕二

本人担当部分：「終末期理学療法教育における構造構

成的協同臨床教育法の可能性」pp135-153を単著。

　理学療法士にとってスムーズに教育が進みにくい終

末期理学療法教育に対して，構造構成的協同臨床教育

方法を活用し，その効果と可能性を述べた。

本書は，「よい教育とは何か」についての有識者の鼎

談と構造構成主義研究の論文集をまとめたものであ

る。

Ａ5判　全328頁

編者：西條剛央，京極真，池田清彦

著者：池田耕二

本人担当部分：「理学療法臨床実習を通じた構造構成

的協同臨床教育法の方法論的拡張」pp218-239を単

著。

　筆者が開発した構造構成的協同臨床教育方法を方法

論的に拡張し，臨床現場基礎力の少ない学生に対して

3.思想が開く未来へのロード

マップ．

（構造構成主義研究　第6巻）

北大路書房

文光堂 本書は，終末患者に対する理学療法の実践方法を，総

論，具体的な介入方法，諸問題，チームケアの展開の

４つ点からまとめたものである。

Ｂ5判　全208頁

編集者：日高正巳，桑山浩明

著者：池田耕二

本人担当部分：第2章　「終末期理学療法をどのよう

に教えるか，そして学ぶか」pp7-13を単著。

　終末期理学療法における理学療法士教育の問題点

を，理学療法士の発達段階ごとにあげ，それにあわせ

た学習や教育方法を紹介した。
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研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成29年8月

共著 平成30年3月

（学術論文）

単著 平成22年4月

共著 平成22年4月

共著 平成22年8月

6.訪問リハビリテーション ア

ドバイスブック

メジカルビュー社 本書は，訪問リハビリテーションにかかわるセラピス

トに対する様々なアドバイスをまとめた入門書であ

る。

B5版　全324頁

監修：青山朋樹，高橋紀代

編集者：辰巳昌嵩

著者：池田耕二

本人担当部分：コラム⑨終末期/ターミナル患者と、

その家族に対する訪問スタッフ（セラピスト）のあり

かた，pp254-257を単著。

在宅における終末期/ターミナル患者と、その家族に

5.局所と全身からアプローチす

る運動器の運動療法

羊土社 本書は，運動器疾患に関する運動療法を，主に，総

論，身体の部位別の運動療法，姿勢と運動連鎖でまと

めた入門書である。関節リウマチ，悪性腫瘍に対する

運動療法についても少し触れている。

Ｂ5判　全342頁

編集者：小柳磨毅，中江徳彦，井上悟

著者：池田耕二

本人担当部位：第Ⅰ部　総論，1.運動器の運動療法と

は，運動療法の歴史 pp14-17を単著。

　運動器に対する運動療法の歴史を，古代，近代，近

1 構造構成的協同教育法の構築

に向けて-理学療法臨床実習を

通して-（査読付）

構造構成主義研究 4　100－

126

本研究では,多くの諸問題を抱えている理学療法臨床

実習教育において，それらを解消しつつ教育効果を高

める方法として構造構成的協同臨床教育法を構築し

た。それはお互いの理解を促したり，広義の科学性を

担保することができるとされている構造構成主義をメ

タ理論に導入した教育法であり，指導者と実習生が共

に成長できる教育法である。その特徴としては従来の

知識や技術だけでなく，暗黙知や主観的なもので構成

される知識や技術についても教育しやすくなってい

る。

2 遷延性意識障害を有する脳血

管障害高齢患者1症例の理学療

法実践からみた他動的関節可動

域運動の即時効果に関する一考

察（査読付）

理学療法科学　25(2) 305－

308

本研究は，遷延性意識障害を有する脳血管高齢患者を

対象に，関節可動域運動が可動域維持以外にどのよう

な効果を有しているかを検討したものである。その結

果，関節可動域運動は，上肢の動きを即時的に促す効

果があることが明らかとなった。

本人担当部分：理学療法実践，データ収集，分析，考

察，論文執筆

（共著者：池田耕二，玉木彰，山本秀美 ，中田加奈

子）

3 3年目の理学療法士は終末期

理学療法実践をどのように体験

しているか？－「無力感や意欲

低下」の生成過程について－

（査読付）

理学療法科学 25(4) 523-

528

本研究は，終末期理学療法を実践している3年目の理

学療法士を対象に，「無力感や意欲低下」の生成過程

を検討したものである。本研究の結果からは，3年目

の理学療法士は，実践における葛藤や実践している環

境の中から，無力感や意欲低下が生成されていくこと

が明らかとなった。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，論文執筆

（共著者：中田加奈子，池田耕二， 山本秀美）
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単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成22年12月

単著 平成23年4月

共著 平成23年12月

単著 平成24年3月

単著 平成26年3月

5 理学療法臨床実習を通じた構

造構成的協同臨床教育法の方法

論的拡張

－臨床現場基礎力の欠如問題を

通して－(査読付）

構造構成主義研 5　218－

239

本研究は，以前，筆者が開発した構造構成的協同臨床

教育法を方法論的に拡張し，理学療法における臨床現

場基礎力の欠如の構造を構成し，教育的介入方法を検

討したものである。

6 理学療法臨床実習における実

習生の内面因子の経時的変化

(査読付)

教育工学会会誌 35 33-36 本研究は，理学療法臨床実習生の内面因子を明らかに

し，それら因子の経時的変化を明らかにしたものであ

る。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，論文執筆

（共著者：池田耕二，吉田正樹）

4 理学療法臨床実習における実

習生の意識構造の変化－質的内

容分析と数量化Ⅲ類による探索

的構造分析―　(査読付）

理学療法科学　25（6）881-

888

本研究は，臨床実習生の実習日誌を対象に知識・感

情・意欲の視点から分析を行い，臨床実習生の意識変

化には７つのパターンがあることを示唆した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，論文執筆

（共著者：池田耕二，玉木彰,吉田正樹）

7 理学療法臨床実習における実

習生の意識変化の解析に関する

研究

（博士論文）

大阪電気通信大学 本研究は，実習生の知識，感情，意欲の3因子に着目

し，質的内容分析を用いて探索的に実習生の日誌を解

析した。その結果，実習期間を通して，実習生は意識

の中で理学療法実践を多く学びながら緊張や焦りを多

く感じ，思考的な意欲を心がける傾向にあることを明

らかにした。続いて，同じ3因子に着目し，質的（言

語）データの因子分析とされる数量化Ⅲ類を用いて，

実習生の日誌を探索的に解析し，実習生を「感情優

位」，「知識優位」，「専門・統合優位」，「意欲優

位」，「冷静優位」，「躍動優位」，「混合」の7タ

イプに分類できることを明らかにした。さらに従来は

着目されなかった肯定的，否定的，高喚起，低喚起感

情の４つの感情変化に着目し，実習生の日誌を解析し

た。その結果，実習生にはいくつかの感情変化パター

ンがあることを明らかにした。ここまでの解析方法は

作業負担が大きく実用性にも欠けることから，簡便な

調査方法が必要と考え調査票を作成し調査を行った。

その結果，実習生には実習理想因子，実習負荷軽減因

子，不安軽減因子の3つの内面因子があること，それ

ら3因子と睡眠，自宅勉強時間，自己目標達成度の経

時的変化からは，精神的ストレスは実習期間を通して

軽減していくこと，精神的ストレスと自己目標達成度

の間には因果関係があること，評価実習と総合実習で

は実習生の睡眠と自宅勉強時間の関係が逆転すること

を明らかにした。

8 終末期理学療法教育における

構造構成的協同臨床教育法の可

能性（査読付）

構造構成主義研究 6　135-

153

本研究は，筆者が開発した構造構成的協同臨床教育法

を終末期理学療法教育に応用した実践研究であり，そ

れによる学習効果を明らかにした。
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成26年6月

共著 平成27年3月

共著

共著 平成27年7月

共著 平成28年3月

共著 平成29年2月

9 理学療法臨床実習の認識構造

からみた終末期理学療法の課題

（査読付）

理学療法科学　29(3) 411-

415

本研究では，理学療法臨床実習生の認識構造を構成

し，それをもとに終末期理学療法実践と教育の課題を

抽出した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，論文執筆

（共著者：池田耕二,山本秀美,中田加奈子,黒田未貴,

廣瀬将士）

10 術後感染による両側TKA再置

換術後１症例の理学療法からみ

た臨床的課題（査読付）

理学療法ジャーナル 49(3)

267-271

本研究では，術後感染による両側TKA再置換術後1症例

の理学療法経験から臨床的な課題を抽出した．

本人担当部分：考察，論文執筆

（共著者：宮﨑紗也佳, 池田耕二, 廣瀬将士, 町井義

和）

11 特発性器質化肺炎患者に対

して積極的呼吸理学療法を実施

した一症例（査読付）

平成27年3月 理学療法科学 30(1)

135-139

本研究では，特発性器質化肺炎（COP）に対する呼吸

理学療法の有効性を検討した．呼吸理学療法では，症

例の運動耐容能，NRADLが改善し，病型分類に基づく

呼吸理学療法の有効性を示唆した．

本人担当部分：分析，考察，論文執筆

（共著者：大原佳孝, 池田耕二, 宮崎紗也佳, 小田瑛

梨, 堀江淳, 池田秀一）

12 回復期リハビリテーション

病棟における終末期がん患者の

在宅復帰を円滑にする条件 －

悪性リンパ腫1症例の理学療法

経験を通して－（査読付）

理学療法科学 30(3)

479-482

本研究では，回復期リハビリテーション病棟における

終末期がん患者の在宅復帰を円滑にするための条件を

明らかにした．その条件とは， 1）患者，家族の在宅

復帰への意志が明確であったこと，2）関わるスタッ

フが終末期という視点に転換できたこと，3）関わる

スタッフが情報を共有できたこと，4）かかりつけ医

との相性の良さや急変時の受け入れ体制が明確であっ

たことであり，これら4つの条件を満たすことで終末

期がん患者の在宅復帰は円滑になることを示唆した．

本人担当部分：分析，考察，論文執筆

（共著者：黒田未貴，池田耕二，中田加奈子，井谷由

香理，中川真優，朴聖章）

13 直腸がんによるストーマ造

設と化膿性関節炎による大腿骨

骨頭切除を施行したがんサバイ

バー１人の二つの体験（査読

付）

理学療法科学31（1）

175-180

本研究では，がんサバイバー1人の二つの体験から理

学療法ケア（心理的ケア，配慮，工夫など）構築のた

めの有効な視点を提示した。

本人担当部分：理学療法実践，データ収取，分析，考

察，論文執筆

（共著者：池田耕二，山本秀美，黒田未貴，河野茉梨

絵）

14 理学療法時の意欲を向上さ

せる声かけの言い回しに関する

予備的研究（査読付）

理学療法科学 32(1)

35-38

本研究では，フレーミング効果を用いた言葉かけの言

い回しが，リハビリテーション対象患者の意欲にどの

ような影響を与えるかを調査した。結果は，肯定的な

フレーミングによる言い回しが有効であったことを示

唆した

本人担当部分：分析，考察，論文執筆

（共著者：喜多一馬，池田耕二）
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共著の別
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発表の年月
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研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成29年3月

単著 平成29年5月

共著 平成29年6月

18 在宅終末期がんサバイバー

のリハビリテーションにおける

多職種連携の有効性（査読付）

共著 平成29年８月

15 回復期リハビリテーション

病棟における高齢患者に対する

退院支援能力の向上に向けた事

例研究 ―高齢患者本人，家

族，ケアマネージャーに対する

インタビュー調査より―（査読

付）

大阪行岡医療大学紀要 4

19-24

本研究では，近年，リハビリテーション対象者として

多い骨折や認知症を抱える70～90歳代の女性を対象

に，退院支援後の生活を調査し，回復期リハビリテー

ション病棟における退院支援能力を向上させる知見を

抽出した。

本人担当部分：分析，考察，論文執筆

（共著者：池田耕二，尾藤彩花，黒田未貴，阪本みさ

き，木村恵理，松井美夕貴，久貝亮太，池田秀一，清

水貴恵）

16 慢性疼痛患者の生活管理-訪

問リハビリテーションによる実

践-

ペインクリニック 38

(5) 623-639

本稿では，近年着目されている慢性痛患者を生活習慣

病の一つと位置づけ，運動，睡眠，食事，排泄，スト

レス，社会との関わり，生活史の視点から生活管理の

必要性を示唆した．なお，訪問リハビリテーションに

よる生活管理の実践で有効であった事例も紹介した。

17 肺サルコイドーシスを有し

た脛骨高原骨折術後1症例に対

する全身持久力トレーニングの

効果（査読付）

理学療法科学32

（3) 449-453

本研究では，肺サルコイドーシスを有する脛骨高原骨

折術後1症例の全身持久力を，CPX（心肺運動負荷試

験）を用いて検査し，問題点を明らかにするとともに

運動処方を有効に行い，生活を向上させることができ

たことを報告した。

本人担当部分：分析，考察，論文執筆

（共著者：大原佳孝，池田耕二，高橋昇嗣，池田秀

一）

地域リハビリテーション

12(8)701-708

がんサバイバーは，がん罹患者（生存者）だけでなく

家族（遺族）などを含む概念であり，周囲と共に人生

を構築しようとする意味がある。そのため，がんサバ

イバーの訪問リハでは，本人に加え，周囲を取り込み

ながら実践していく必要がある。今回，在宅終末期が

んサバイバー2事例のかかわりからは，地域における

多職種連携の有効性を示唆することができたので報告

する。事例1は，80歳代前立腺がんの男性である。多

職種連携からは，情報共有アプリを利用したことで，

座椅子に対する本人の想いや仏壇前でおむつを交換す

ることへの妻の嫌悪感が理解できた。事例2は，60歳

代右下顎歯肉がんの男性である。後日，本人の不安や

葛藤の原因が間近に迫る次女の結婚式にあることが多

職種連携でわかった。これらからは，従来の方法に加

え，情報共有アプリなどを積極的に活用した多職種連

携が地域でも有効に機能すれば，本人や家族の想いに

応える実践が可能になると考えられた。

本人担当部分：考察，論文執筆

（共著者：金谷親好,竹ノ内裕一,岩元香菜子,濵﨑

恵,池田耕二,久松憲明）
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発行又は

発表の年月
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研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成29年10月

共著 平成30年2月

共著 平成30年4月

共著 平成30年8月

19 当院における家族支援の取

り組みー事例からみたリハビリ

テーション科の支援の検討(査

読付）

日本慢性期医療協会誌

25(113) 68-71

本稿では，脳卒中後遺症患者に対する緩和的理学療法

実践の経過と合わせて，家族に対する支援について検

討を加えた。

本人担当部分：考察，論文執筆

（共著者：山口朋彦，池田耕二，山口美帆子，堀寿美

代，沢田学）

22【ペインリハビリテーショ

ン：新視点からの理学療法】慢

性疼痛患者に対する地域・在宅

リハビリテーション：理学療法

ペインクリニック39(8)

1038-1044

本稿では，近年着目されている慢性痛患者を生活習慣

病の一つと位置づけ，運動，睡眠，食事，排泄，スト

レス，社会との関わり，生活史の視点から生活管理の

必要性を示唆し，訪問リハビリテーションによる生活

管理の実践事例も紹介した。

本人担当部分：理学療法実践，分析，考察，論文執筆

(共著者：池田耕二, 山本秀美, 中岡絵美, 古家真優,

大島知子,竹内章）

20 訪問リハビリテーションに

おける在宅緩和ケアとしての理

学療法の可能性

―がん患者と非がん患者の事例

を通して―（査読付）

医療福祉情報行動科学研究5

3-9

本稿では，訪問リハビリテーションにおける在宅緩和

ケアとしての理学療法の実践から有効な実践知を抽出

し，その可能性を提示した。

事例1の大腸がんを有する80歳代女性の実践からは，

理学療法士の介入は限られているが，多職種連携によ

り運動療法と環境調整が継続できれば，疼痛緩和の時

間を多くし，生活全体を変化させることができること

を示唆した。

事例２の多系統萎縮症を有する60歳代女性の実践から

は，疼痛等により他者との関わりが減少していても，

多職種連携によって小さな効果を積み重ねていくこと

ができれば，最後まで希望のある充実した時間を提供

できることを示唆した。

今回の訪問リハビリテーションにおける多職種連携に

よる在宅緩和ケアの２実践は，がん患者と非がん患者

に対する在宅緩和ケアとしての理学療法の可能性を広

げたと考えられた。

本人担当部分：理学療法実践，データ収集，考察，論

文執筆

（共著者：池田耕二，山本秀美，古家真優，中岡絵

美，大島知子，竹内　章，辻下守弘，池田秀一）

21 【ペインリハビリテーショ

ンの新潮流・新戦略】慢性疼痛

患者に対する地域・在宅リハビ

ペインクリニック

39特別号：246－252

本稿では，近年着目されている慢性痛患者を生活習慣

病の一つと位置づけ，運動，睡眠，食事，排泄，スト

レス，社会との関わり，生活史の視点から生活管理の

必要性を示唆し，訪問リハビリテーションによる生活

管理の実践事例も紹介した。

本人担当部分：理学療法実践，分析，考察，論文執筆

(共著者：池田耕二, 山本秀美, 中岡絵美, 古家真優,

大島知子,竹内章）
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発行所，発表雑誌等
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共著 平成30年8月

共著 平成31年3月

共著 平成31年3月

共著 令和元年6月

23 腎臓リハビリテーションに

おける高齢血液透析患者に 対

する理学療法士の役割に関する

一考察

理学療法科学33(4)725-729 本稿では，高齢血液透析患者2症例の腎臓リハビリ

テーションから，運動療法による身体機能の改善，行

動変容に対する支援，身体活動量の管理，生活の再構

築に向けたソーシャルワーク的実践という理学療法士

の4つの役割を示唆した

本人担当部分：分析, 考察，論文執筆

（共著者：大原佳孝, 池田耕二, 古家真優, 高橋昇

嗣,池田秀一）

26 理学療法想定場面における

フレーミング効果を意識した声

かけの言い回しの違いによる視

覚的文字教示が患者の意欲に与

える影響について ―肯定的と

否定的な言い回しによる比較―

理学療法科34(4)353-357 本稿では,理学療法時の肯定的，否定的な声かけの言

い回しの違いによる視覚的文字教示が，患者の意欲に

どのような影響を与えるかを検証し，いくつかの場面

で肯定的な言い回しの方が患者の意欲を向上させるこ

とを明らかにした．

本人担当部分：分析，考察，論文執筆

（共著者：喜多一馬，池田耕二）

24 理学療法士の経験学習プロ

セスの解明に向けて ―経験学

習研究における理論的枠組みと

課題―

大阪行岡医療大学紀要 (6),

23-33, 2019

本稿では，理学療法士の経験学習プロセスの解明と支

援方法の開発に向け，これまで多くの専門職の経験学

習プロセスを明らかにしてきた松尾による経験学習研

究の理論的枠組みを要約し紹介した．

そして，それによって解明された看護師と保健師の経

験学習プロセスを紹介し，理学療法士の経験学習プロ

セスの解明に向けての研究的枠組みを整理し，課題を

考察した．

本人担当部分：分析，考察，論文執筆

（共著者：池田耕二，田坂厚志，粕渕賢志，城野靖

朋，松田淳子）

25 ジャンプ着地後の姿勢安定

化能力の信頼性と性差の検討

大阪行岡医療大学紀要 (6),

5-9, 2019

本稿では，前方ジャンプ着地後のDynamic stability

index（DSI）の信頼性と、性差、体格との関連等を検

討し、DPSIの信頼性は良好であり、性差の影響も把握

できることを示唆した。また、女性はジャンプ着地後

の姿勢安定化能力が低いことを示した。

本人担当部分：分析の一部、考察

（共著者：粕渕賢志，神里巌，久保峰鳴，幸田仁志，

藤田浩之，福本貴彦，池田耕二）
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共著 令和元年10月

28 高齢線維筋痛症2症例の3週

間入院運動プログラムの効果に

ついて ─痛みと身体・注意機

能，包括的QOLおよび背外側前

頭前野の血流動態への影響─

共著 令和元年12月

29 卒前教育における終末期理

学療法講義の役割を再考する

共著 令和2年2月

27 理学療法を積極的に取り組

んでいる障がいを有した働き盛

りの患者の理学療法への取り組

みに対する意欲を探求する－解

釈学的現象学的分析による事例

研究―

保健医療学部雑誌

10(2) 79-91

本研究の目的は，障がいを有した働き盛りの患者の理

学療法への取り組みに対する意欲を向上させるための

知見を得ることである．対象は，理学療法に積極的か

つ意欲的に取り組んでいる40 歳代の男性入院患者で

ある．方法は解釈学的現象学的分析とし，手順として

は，本患者に半構造化面接を行い，理学療法を積極的

かつ意欲的に取り組める理由について聞きとり，理学

療法への取り組みに対する意欲を分析した．結果は，

本患者の理学療法への取り組みに対する意欲を9 つの

テーマから解釈することができた．テーマは，半年限

定，家族や妻の存在，男のプライド，苦痛を意欲に変

化させる力，関係性から構成される意欲等が示され

た．我々は，これらに着目した理学療法実践時の声か

けや配慮，工夫が理学療法への取り組みに対する意欲

の向上に大切になると結論づけた．

本人担当部分：分析，考察，論文執筆

（共著者：喜多一馬，池田耕二）

理学療法科34(6)893-846 本研究の目的は，高齢線維筋痛症（FM）患者の入院運

動プログラムが痛みと身体・注意機能，包括的

quality of living（QOL），背外側前頭前野

（DLPFC）の機能に与える影響を検討することであっ

た。対象は，高齢FM女性2名とし、方法は3週間入院運

動プログラムを行い，介入前後に痛み，身体・注意機

能，包括的QOL，DLPFCの血流量と反応時間の評価を

行った．結果は，両者とも痛みの認知・情動的側面，

身体機能，包括的QOLに改善がみられたが，注意機能

とDLPFCの機能については症例で異なる結果となっ

た．高齢者FM患者に対する入院運動プログラムの介入

は，痛みの認知・情動的側面や身体機能，包括的QOL

の改善に有効であることを示唆した．

本人担当部分：分析，考察，論文執筆

（共著者：藤田信子，池田 耕二，高井範子，金子基

史，松野悟之，三木健司，仙波恵美子）

理学療法科35(1)133-138 本研究の目的は，終末期理学療法（終末期PT）の講義

を理学療法学科の学生がどのように受け止めているか

を明らかにし，本講義の役割を再考することである．

対象は理学療法学科の学生62名とし，方法は質的研究

法である修正版グラウンデッド・セオリー・アプロー

チ（Modified Grounded Theory Approach：M-GTA）を

用いて終末期PTの講義後（90分）の感想文のテクスト

データからカテゴリー化によってモデル構築を行い分

析した．結果，モデルは，死と向き合う機会，死と向

き合うことで促された学び，終末期PTに対する実践意

欲の向上の3つカテゴリーからなり，これらは階層性

を成していた．モデルは終末期PT講義における学生の

段階的な受け止め方（習熟度）と実践意欲を高める過

程を示した．これを活用すれば学生の習熟度に合わせ

た実践意欲を高める講義が可能になると考えられた．

本人担当部分：分析，考察，論文執筆

（共著者：山口朋彦，池田 耕二，桝本展孝）
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30 デイケアにおいて閉じこも

り傾向にあった高齢利用者に対

する行動変容理論の実践

共著 令和2年3月

31 在宅終末期リハビリテー

ションを実践しているセラピス

トの体験を探求する ―グルー

プインタビューによる事例研究

―

共著 令和2年3月

32 地域リハビリテーションと

しての温泉旅行の可能性を探る

−事例研究−

共著 令和2年3月

（その他）

「提言」

共著 平成23年3月

大阪行岡医療大学紀要

7 11-17

本研究では，在宅終末期リハビリテーションを実践し

ているセラピストの体験を探求し，在宅終末期リハビ

リテーションを有効に実践するためには患者や家族と

の関係性づくりや変化に気づく等の能力が必要である

ことを示唆した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共著者：池田耕二，根釜夢乃，岩永愛理奈

，谷口茉恵，西本正樹）

医療福祉情報行動科学研究

7 37 - 43

本研究の目的は，地域リハビリテーションのソフトイ

ンフラとして温泉旅行を整備するため，温泉旅行およ

び温泉旅行の各活動場面が要介護高齢者に与える影響

を明らかにすることである。方法は，日帰り温泉旅行

に参加した要介護高齢者2名を対象に，半構造化イン

タビューを行った。インタビューでは温泉旅行にある

各活動場面の楽しみの程度と対象者や家族等の変化を

調査した。結果は，A氏は入浴を含めた温泉旅行の全

活動場面を楽しんでいた。また，脳卒中後10年間行く

ことはなかった温泉旅行に再び行こうとしており，温

泉旅行の参加に対する自信を回復していた。B氏は温

泉旅行の入浴以外の準備，移動を楽しんでおり，温泉

旅行で新たな人間関係を構築していた。本研究では，

温泉旅行にある各活動場面や温泉旅行は個々の要介護

高齢者に様々な影響を及ぼすことが示唆された。その

影響としては，自信の回復や人間関係の再構築を促進

させることが示唆された。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，論文執筆

（共著者：喜多一馬，池田耕二）

地域リハビリテーション

15(1) 54-59

高齢者の閉じこもりは，要支援・要介護，死亡リスク

を高めるため，その予防や対策が重要視されている。

高齢者の閉じこもり対策の一つに行動変容理論の実践

がある。しかし，デイケア（通所リハ）における行動

変容理論の具体的な実践方法や工夫などの知見は少な

い。そこで今回，3つの実践事例に対する物語分析か

ら有効な実践知を抽出した。その結果，3実践事例か

らは，個々に応じた靴の変更や横断歩道の横断開始の

タイミングの指導，または痛みに対する自己管理の指

導，時期に応じたケアマネジャーとの連携，デイケア

における屋外歩行練習による成功体験の蓄積等の効果

が重なることで，買い物行動の獲得に繋がる可能性が

あるという実践知が得られた。

本人担当部分：分析，考察，論文執筆

（共著者：山口朋彦，池田 耕二，桝本展孝）

1 終末期における理学療法の位

置づけを再考する

理学療法ジャーナル 45(3)

240

本稿では，終末期理学療法の位置づけを筆者の経験を

もとに再考し，終末期理学療法は生活の質の再構築と

納得を目指すものとした。

本人担当部分：考察，論文執筆

（共著者：池田耕二，山本秀美，中田加奈子）
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共著 平成23年4月

単著 平成25年5月

共著 平成27年11月

「招待講演，シンポジスト」

－ 平成29年12月

－ 平成30年7月

－ 平成30年12月

－ 平成31年1月

－ 令和元年11月

3 理学療法士発達論に基づいた

教育方法の開発に向けて

理学療法ジャーナル

47（5）423

本稿では，理学療法士の内面の発達を理学療法士発達

論とし，それもとに理学療法教育を行う必要性を指摘

した。

4 これからの地域社会に求めら

れる理学療法士像を考える

理学療法ジャーナル

49（11）：1058

本稿では，地域包括ケア等がはじまった地域社会から

本当に求められる理学療法士像を考察した。

本人担当部分：考察，論文執筆

（共著者：大原佳孝，池田耕二）

2 認知症患者1症例の理学療法

経験から学んだ「工夫」や「視

点」

理学療法ジャーナル

45（4） 332

本稿では，認知症患者の理学療法経験を通して，学ん

だ工夫や視点を述べた。

本人担当部分：考察，論文執筆

（共著者：中田加奈子，池田耕二，山本秀美）

2 これからの魅力ある臨床実

習，臨床教育に向けて

第30回大阪府理学療法学術

大会（大阪）教育シンポジ

ウム

これからの理学療法臨床実習の在り方を講演した。

3 理学研究方法論（EBPTを含

む）

公益社団法人大阪府理学療

法士会　新人教育プログラ

ム研修会

理学療法における研究法やエビデンスに基づく理学療

法実践についての講演を行った。

1 理学療法研究論 公益社団法人大阪府理学療

法士会　新人教育プログラ

ム研修会

理学療法における研究法やエビデンスに基づく理学療

法実践についての講演を行った。

4 クリニカルリーズニング 公益社団法人大阪府理学療

法士会　新人教育プログラ

ム研修会（三島ブロック）

理学療法におけるクリニカルリーズニングをわかりや

すく解説する講演を行った。

5 リハビリテーションの視点か

ら見た温泉旅行の可能性

ユニバーサルツーリズム

阿智村シンポジウム2019

長野阿智村において開催されたユニバーサルツーリズ

ムのシンポジウムにおいて、リハビリテーションにお

ける温泉旅行の可能性を講演した。

（共同発表者：池田耕二，喜多一馬）
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発行所，発表雑誌等
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「学会発表」

＜国際学会＞

－ 平成28年10月

<国内学会>

－ 平成22年7月

－ 平成22年11月

－ 平成22年11月

－ 平成23年5月

－ 平成23年9月

1 Study on the Effects of

Skin Stretching without

Joint Movement on range of

motion in Rats

（ラットにおける関節可動域運

動が無い状態での皮膚のスト

レッチ効果に関する研究）

The Asian Confederation

for Physical Therapy 2016

（Kuala Lumpur）

本研究では，基礎研究としてラットにおいて関節運動

を生じさせない状態での皮膚のストレッチが関節拘縮

の予防に効果的かを検討した。その結果，皮膚のスト

レッチは関節拘縮の予防になる可能性を示唆した。

本人担当部分：考察

（共同発表者：Atsushi Tasaka, Takeya Ono, Hideki

Ishikura, Kazuki Aihara, Yuta Sato, Koji Ikeda,

Sadaaki Oki）

1 アルツハイマー型認知症を伴

う大腿骨人工骨頭置換術後患者

に対する理学療法経験

－関わりの中における工夫や視

点－

第22回大阪府理学療法学術

大会（大阪）

アルツハイマー型認知症を伴う大腿骨人工骨頭置換術

後患者1症例の理学療法経験から，関わりの中におけ

る工夫や視点について考察した。

本人担当部分：理学療法実践，考察，執筆

（共同発表者：中田加奈子，池田耕二，山本秀美）

2 脳出血後高齢血液透析患者１

症例の10ｍ介助歩行における往

路と復路の能力差に着目した縦

断研究・第２報

第50回近畿理学療法学術大

会（和歌山）

本研究では，脳出血後高齢血液透析患者1症例の10m介

助歩行における往路と復路の能力差に着目し，それら

の縦断研究を行い，能力差の不安定性と重錘負荷との

関係を明らかにした。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者： 池田耕二，山本秀美，中田加奈子,玉

木　彰）

第13回日本感性工学会（東

京）

3 終末期寝たきり高齢患者に対

する理学療法評価思考ツールの

開発に向けた事例研究

第50回近畿理学療法学術大

会（和歌山）

終末期寝たきり患者１症例の理学療法経験から，評価

思考ツールの開発にむけた事例研究を行った。その結

果，終末期寝たきり患者は全身状態と食事，コミュニ

ケーションの関係から評価・思考できることが明らか

となった。

本人担当部分：理学療法実践，開発，考察，執筆

（共同発表者：中田加奈子，池田耕二，山本秀美）

4 理想の理学療法士モデルを視

点にした理学療法臨床実習生の

質的変化の検討

－評価実習と総合実習の比較－

第46回日本理学療法学術大

会（宮崎）

本研究では，理学療法臨床実習生が抱く理想の理学療

法士モデルを視点に，質的変化の分析を行い，理学療

法評価実習と総合実習における違いを明らかにした。

本人担当部分：データ収取集，分析，考察，執筆

（共同発表者：池田耕二，吉田正樹,山本秀美,中田加

奈子）

5 感情変化に基づいた感性工学

的臨床実習指導法の開発にむけ

て

本研究では，実習日誌から感情表現を抽出し，実習期

間中における感情変化と成績との関係を明らかにし

た。それを基に指導方法を提起した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：池田耕二,吉田正樹）
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－ 平成23年11月

－ 平成23年11月

－ 平成24年5月

－ 平成24年7月

－ 平成24年11月

－ 平成25年5月

－ 平成25年7月

6トイレ動作が自立できていな

い高齢患者の在宅復帰を促す要

因（構造）の検討

第51回近畿理学療法学術大

会（滋賀）

本研究では，トイレ動作が自立できていない高齢患者

を対象に，在宅復帰を促す構造を明らかにした。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：岡村太嗣，池田耕二，梅木速水）

9 Critical illness

polyneuropathyを来した1例に

対して訪問リハビリテーション

介入により復職可能となった経

験

第24回大阪府理学療法学術

大会（大阪）

本研究では，Critical illness polyneuropathy 1症

例に対する訪問リハビリテーションの有用性を検討し

た。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：廣瀬将士，池田耕二，大原佳孝，竹内

章，橋本雅至）

10 退院後の転倒予防に向けた

体力測定表の開発に向けて−運

動器疾患を通して-

第53回近畿理学療法学術大

会（奈良）

本研究では，入院中の運動器疾患患者を対象に評価を

行い，退院後の転倒予防に向けた体力測定表の開発経

過を報告した。

本人担当部分：開発，データ収集，分析，執筆

（共同発表者：髙本晴輝，山本秀美，中田加奈子，中

川真優，朴聖章，廣瀬将士，池田耕二）

7 強い拒否がみられた認知症高

齢患者2症例の理学療法経験か

ら

第52回近畿理学療法学術大

会（滋賀）

本研究では，強い拒否がみられた認知症高齢患者にお

ける症例検討を行い，理学療法の有り方を提起した。

本人担当部分：理学療法実践，考察，執筆

（共同発表者：中田加奈子，池田耕二，山本秀美）

8 終末期リハビリテーションに

おける理学療法評価思考ツール

の開発に向けた暗黙知モデルの

有用性について―理学療法士へ

のアンケート調査から―

第47回日本理学療法学術大

会（兵庫）

本研究では，以前，筆者らが構造化した「終末期理学

療法評価思考ツール」に対するアンケートを実施し，

その有用性について検討を行った。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：中田加奈子，池田耕二,山本秀美）

11 理学療法臨床実習生の終末

期理学療法に対する認識構造か

らみた終末期理学療法の課題

第48回日本理学療法学術大

会（愛知）

本研究では，理学療法臨床実習生の認識構造を構成

し，それをもとに終末期理学療法実践と教育における

課題を抽出した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：池田耕二,山本秀美,中田加奈子,黒田

未貴,廣瀬将士）

12 回復期病棟における脳血管

障害患者のFIMの経時的変化

第24回大阪府理学療法学術

大会

（大阪）

本研究では，回復期病棟における脳血管障害患者のＦ

ＩＭの経時的変化を，退院先（在宅，非在宅）別に明

らかにし分析した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：廣瀬 将士,池田耕二,河野茉梨絵,大原

佳孝,水野瑛梨,粉川友太,朴聖章,阪本みさき）
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単著・
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発行又は

発表の年月
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研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成25年7月

－ 平成25年6月

－ 平成25年8月

－ 平成25年11月

－ 平成25年11月

－ 平成26年5月

14 回復期病棟における終末期

患者の在宅復帰をスムーズにす

るための条件とは?

第18回日本緩和医療学会学

術大会（横浜）

本研究では，回復期病棟に入院し，在宅復帰が円滑に

進んだ終末期がん患者1症例を対象に，そこから在宅

復帰をスムーズにするための条件を抽出した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：黒田未貴，池田耕二,中田加奈子,中川

真優,朴聖章,井谷友香理,北林直人,川岸美佐子,村中

恵子,小川 敦子,池田 秀一）

13 運動耐容能トレーニングが

奏効した特発性間質性肺炎患者

の一例　心肺運動負荷試験によ

る運動処方

第24回大阪府理学療法学術

大会（大阪）

本研究では，特発性間質性肺炎患者に対して心肺運動

負荷試験行い，それをもとに運動処方を行った。その

結果，運動療法における有用性が明らかとなった。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：大原佳孝, 池田耕二,北川紗也佳,水野

瑛梨,宇野陽子,堀江淳,池田秀一）

17 患者の行動様式を視点に多

職種チームアプローチによって

転倒予防対策に取り組んだ2症

例

第53回近畿理学療法学術大

会（京都）

本研究では，2症例の行動様式に着目し，チームアプ

ローチによって転倒予防に取り組んだ経験を報告し

た。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：中田加奈子,池田耕二,黒田未貴,井谷

友香理,中川真優,朴聖章,北林直人,川岸美佐子,小川

敦子,福井孝子,池田秀一）

18 臨床実習にある新人・中堅

臨床実習指導者の不安増幅プロ

セスとは？

第49回日本理学療法学術大

会 (神奈川)

本研究では，質的研究を用いて，新人・中堅理学療法

臨床実習指導者の不安増幅プロセスを構成した。それ

を視点に不安解消対策を提示した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：湯地英充，池田耕二）

15 理学療法士教育における演

劇ワークショップを用いた対人

技能向上の取り組み

第5回日本ヘルスコミュニ

ケーション学会学術集会

（岐阜）

本研究では，理学療法養成大学における学生に演劇

ワークショップを取り入れ，好評であったこと，そし

て学生に質的な変化がみられたことを報告した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：山本貴啓，原田信子,池田耕二,田坂厚

志,横井輝夫）

16 高齢入院患者の転倒予防に

向けた取り組み－運動器疾患に

着目して－

第53回近畿理学療法学術大

会（京都）

本研究では，入院高齢患者に対して様々な評価を行

い，運動器疾患によってそれからがどのように違って

くるかを検討した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆（共同

発表者：中川真優,山本秀美,中田加奈子,朴聖章,杉本

貴美子,池田耕二）
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－ 平成26年5月

－ 平成26年7月

－ 平成26年7月

－ 平成26年7月

－ 平成26年7月

－ 平成26年8月

23 不整脈・慢性糸球体腎炎を

有する大腿骨転子部骨折術後患

者の運動療法〜心電図モニタと

医師との連携によるリスク管理

〜

21 整形外科疾患患者における

内部障害有病率に関する実態調

査

第26回大阪府理学療法学術

大会（大阪）

本研究では，整形外科疾患患者における内部障害の実

態を調査した．その結果，内部障害の有病率は75％で

あることが分かった．これらからは，整形疾患患者と

いえども内部障害に着目した理学療法が必要であり，

包括的な理学療法が必要であることが示唆された。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：大原佳孝，吉富滋洋，徳永美由貴，池

田耕二，池田秀一）

19 回復期リハビリテーション

病棟における「家族が述べる在

宅復帰のための条件」と在宅復

帰に関する実態調査　―在宅復

帰のための条件がトイレ動作の

自立の場合―

第49回日本理学療法学術大

会 (神奈川)

本研究では，回復期病棟入院時に家族が述べる在宅復

帰のための条件，特にそれをトイレ動作の自立とした

家族と患者の在宅復帰に着目し，その実態を調査し

た。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：勢登香織，池田耕二，岡村太嗣）

20 腰椎圧迫骨折を呈した1症例

に対する課題指向型アプローチ

〜家屋調査から見えてきた課題

を中心に〜

第26回大阪府理学療法学術

大会（大阪）

本研究では，腰椎圧迫骨折を呈した1症例に対して，

早期に家屋調査を行い，課題遂行型アプローチを実践

し，良好な結果を得た経験を報告した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：高橋昇嗣，池田耕二，黒田未貴，中川

真優）

第42回日本職業リハビリ

テーション学会（岩手）

本研究では，筆者が開発した構造構成的協同臨床教育

法の視点を職業リハビリテーションのケーススタ

ディーに応用し，新たな協働の在り方を提言した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：前原和明，池田耕二）

24　構造構成的協同臨床教育法

の視点導入に基づく新たな協働

の有り方に関する研究－ケース

スタディへの応用－

22 慢性期病院における終末期

理学療法の1症例〜脳幹出血後

遺症の患者と家族を支えた16ヵ

月間〜

第26回大阪府理学療法学術

大会（大阪）

本研究では，脳幹出血後遺症の患者と家族を支えた

16ヵ月間の理学療法経験を報告し，支える医療におけ

る理学療法士の役割を提言した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：山口朋彦，木村美帆子，堀寿美代，黒

田敦士，池田耕二，沢田学）

第26回大阪府理学療法学術

大会（大阪）

本研究では，不整脈・慢性糸球体腎炎を有する大腿骨

転子部骨折術後患者の運動療法の経験を報告し，心電

図モニタの活用や医師との連携の必要性を再提起し

た。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：黒岡禎治，池田耕二，大原佳孝）

共同研究につき本人担当部分抽出不可能
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成26年10月

－ 平成26年11月

－ 平成27年1月

－ 平成27年1月

－ 平成27年6月

25 終末期理学療法実践に対す

る評価法（考え方）の理論的構

築と提案―実践の有効性をどの

ように評価するか？－

第8回全国大学理学療法教育

学会(兵庫)

本研究では，終末期理学療法実践に対する評価法（考

え方）を，構造構成主義を活用することで理論的に構

築し，理学療法教育に提案した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：池田耕二，田坂厚志，貞末仁美）

27 右重度片麻痺患者一症例の

退院後カンファレンスから得ら

れたこと

第1回日本地域理学療法学会

（大阪）

本研究では，右重度片麻痺患者の退院時支援から，支

援が奏功する3つの要因と，退院後にしか明らかにな

らなかった2つの課題を明らかにした。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：中川真優，大原佳孝，池田耕二，北林

直人，上田紀子，清水貴恵，川岸美佐子，池田秀一）

28 病院リハと訪問リハの連携

によって終末期がん患者の在宅

復帰を可能にした実践報告

第1回日本地域理学療法学会

（大阪）

本研究では，病院と訪問リハの連携によって終末期が

ん患者の在宅復帰を可能にした実践を報告した。病

院,訪問リハスタッフの連携により在宅支援を進める

意義は大きいと思われた。

本人担当部分：理学療法実践，考察，執筆

（共同発表者：山本秀美，大原佳孝，池田耕二，原田

美江，中瀬美穂，池田秀一）

26 肺サルコイドーシスを有す

る右脛骨高原骨折術後一症例の

理学療法　－臨床現場における

包括的理学療法の必要性－

第54回近畿理学療法学術大

会（大阪）

本研究では，肺サルコイドーシスを有する右脛骨高原

骨折術後一症例の理学療法経験を報告し，包括的理学

療法の必要性を示唆した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：高橋昇嗣，大原佳孝，池田耕二，宮崎

紗也佳，猪子純一，池田秀一）

29 看取り近くまでの理学療法

を実践した終末期がん患者１症

例における入院と訪問の担当理

学療法士の連携について

第20回日本緩和医療学会

（横浜）

本研究では，看取りに向けた終末期がん患者の在宅復

帰に対して，病棟担当理学療法士と訪問理学療法士の

連携について考察した。

本人担当部分：理学療法実践，考察，執筆

（共同発表者：河野茉梨絵，池田耕二，山本秀美，黒

田未貴，早田敏）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成27年6月

－ 平成27年11月

－ 平成27年12月

－ 平成28年3月

－ 平成28年5月

30 終末期がん患者の理学療法

実践の方向性を示す理学療法教

育モデルの構築とその可能性

－2症例の経験から－

第20回日本緩和医療学会

（横浜）

本研究では，理解されにくい終末期がん患者の理学療

法を，その有り方や目標がイメージしやすいモデルに

構築しなおし，教育モデルとしの可能性を考察した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：黒田未貴，池田耕二，河野茉梨絵，赤

田美和子，早田敏）

33　透析患者に対する包括的腎

臓リハビリテーションの役割―

2症例の経験から　―

日本腎臓リハビリテーショ

ン学会学術大会（岡山）

本研究では，透析患者に対するリハビリテーションの

代表的な二つの役割を，事例研究を通して紹介した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：大原佳孝，池田耕二，高橋昇嗣，朴聖

章，吉冨滋洋）

31 肺サルコイドーシスを有す

る両側人工膝関節置換術後一症

例患者の運動耐容能および日常

生活活動の経時的変化（第2

報）

第55回近畿理学療法士学会

（神戸）

本研究では，肺サルコイドーシスを有する両側人工膝

関節置換術1症例の運動耐容能をCPXにて測定し，運動

耐容能と日常生活活動の経時的変化からその関係性に

ついて考察した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：髙橋昇嗣，池田耕二，大原佳孝，猪子

純一，池田秀一）

32 当訪問リハビリテーション

事業所・訪問看護ステーション

利用者における基礎的調査―

理学療法における支援課題抽出

に向けて　―

第2回日本地域理学療法学会

（千葉）

本研究では，地域の特色が反映される訪問リハ事業所

と訪問看護ステーションにおける利用者の基本的な特

性を調査し，そこから支援課題を抽出した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：山本秀美，池田耕二，濱田絵美，古家

真優，中瀬美穂，池田秀一）

34 早期歩行獲得を目指した脊

髄髄内上衣下腫摘出術後一症例

に対する理学療法経験―感覚性

運動失調に対するアプローチ―

日本理学療法学術大会（札

幌）

本研究では，胸髄髄内上衣下腫術後一症例に対して感

覚性運動失調に着目した運動療法を行い，短期間に歩

行が獲得できたのでその詳細を報告した。

本人担当部分：考察，執筆

（共著者：宮﨑紗也佳，池田耕二，井上良太，田中秀

和，北村哲郎，竹島靖浩，堀川博誠）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成28年6月

－ 平成28年6月

－ 平成28年7月

－ 平成29年2月

－ 平成29年5月

35 看取りまでの緩和ケアの開

発を目的にした終末期がん患者

の睡眠状態の把握

第21回日本緩和医療学会

（京都）

本研究では，終末期がん患者に対する看取りに向けた

緩和ケアを開発する目的にて，終末期がん患者の睡眠

状態を調査した。その結果，睡眠パターン等が崩れて

いく状態が明らかとなり緩和ケアとしては良質な睡眠

の確保が重要になっていくことが示唆された。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表：河野茉梨絵，池田耕二，黒田未貴，赤田

美和子，早田敏）

38 血液透析患者のフットケア

における理学療法士の役割と可

能性

第7回腎臓リハビリテーショ

ン学会学術大会（茨城）

本研究では，これから需要が高まる透析患者のフット

ケア業務の構築とそれに関わる理学療法士の可能性

を，実務面から検討し報告した。

本人担当部分：業務の構築，考察，執筆

（共同発表者：大原佳孝，池田耕二，高橋昇嗣，吉冨

滋洋，朴聖章，白川優子， 池田秀一）

36 がん患者に対するリハビ

リ・ケアの質的向上を目指した

アセスメントシートの開発とそ

の有効性

第21回日本緩和医療学会

（京都）

本研究では，がん患者のリハビリやケアの質を向上さ

せるために，アセスメントシートを作成し，それを用

いることで必要な配慮や工夫を抽出していこうとし

た。これによりがん患者個々に配慮したリハビリの展

開が可能となった。

本人担当部分：アセスメント作成，データ収集，分

析，考察，執筆

（共同発表者：黒田未貴，池田耕二，河野茉梨絵，赤

田美和子，早田敏）

37 在宅終末期がんサバイバー

のリハビリテーションにおける

多職種連携の有効性

第18回日本在宅医学会大会

（東京）

本研究では，スマートフォン等を活用することで地域

における広域の多職種連携を可能にし，在宅ガンサバ

イバーに対する有効な実践を報告した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：金谷親好，濵﨑恵，竹ノ内裕一，池田

耕二，久松憲明）

39 理学療法想定場面における

フレーミング効果を意識した声

掛けが意欲に与える影響につい

て

第52回日本理学療法学術大

会（千葉）

本研究では，理学療法における様々な場面において，

フレーミングを意識した声がけが意欲の向上とどのよ

うな関係にあるかをRCTによって調査した。その結

果，主に肯定的なフレーミングが意欲の向上に寄与し

ていることが分かった。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：喜多一馬，池田耕二）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成29年6月

－ 平成29年6月

－ 平成29年6月

－ 平成29年6月

－ 平成29年6月

40 訪問リハビリテーション利

用者の暮らしを守る生活見守り

シートの開発と実践の紹介

第10回日本訪問リハビリ

テーション協会学術大会

（札幌）

本研究では，我々が開発した訪問利用者の暮らしを守

るための生活見守りシートと，それを用いた実践を紹

介した。虚弱高齢者や終末期利用者に倒しても生活見

守りシートは問題点や方向性が示唆できるようになっ

てあり，実践だけでなく教育にも有効活用できる可能

性が示唆された。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：池田耕二，中岡絵美，山本秀美，古家

真優，大島知子，池田秀一）

42 訪問リハビリテーション利

用者における外出頻度，地域活

動への参加，時間の感覚，憂鬱

に関する実態調査

第10回日本訪問リハビリ

テーション協会学術大会

（札幌）

本研究では，ICFにおける活動や参加を促すことを目

的に，訪問リハビリテーション利用者の活動，参加の

実態を調査した。その結果，利用者の活動，参加が低

下しているという実態があらためて示唆された。地域

特性を考えながらこれらに対処していく必要性が示唆

された。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：中岡絵美，池田耕二，山本秀美，古家

真優，大島知子，池田秀一）

41 終末期患者の緩和ケアにお

ける訪問リハビリテーションの

可能性

第10回日本訪問リハビリ

テーション協会学術大会

（札幌）

本研究では，終末期のがん患者，非がん患者に対する

訪問リハビリテーションの実践事例から，その可能性

を報告した。在宅において理学療法士が看取りまで実

践する意義や可能性を示唆することができた。

本人担当部分：理学療法実践，考察，執筆

（共同発表者：山本秀美，池田耕二，中岡絵美，古家

真優，大島知子，中瀬美穂，池田秀一）

43 重症急性膵炎後に廃用症候

群を呈した1症例に対する訪問

リハビリテーションの長期介入

効果に関する一考察

第10回日本訪問リハビリ

テーション協会学術大会

（札幌）

本研究では，発症後，衰弱がひどく予後が不良な症例

に対して，訪問リハビリテーションによる長期介入を

行った。その結果，日常生活が自立し，活動範囲は広

がり，自己管理能力が育まれたことを報告した。これ

により，今後予想される在宅の虚弱高齢者に対する訪

問リハビリテーションの可能性を広げることができ

た。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：大島知子，池田耕二，山本秀美，古家

真優，中岡絵美，池田秀一）

第19回日本在宅医学会大会

（名古屋）

44 訪問リハビリテーションに

より認知症高齢者の地域生活の

再建ができた事例報告

本研究では，地域における認知高齢者の生活を，多職

種，多部門連携と近隣住民との協力によって再建した

事例を報告した。これにより認知症高齢者の地域生活

再建の可能性を示唆することができた。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：金谷親好，池田耕二，久松憲明）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成29年6月

－ 平成29年7月

－ 平成29年9月

－ 平成29年9月

－ 平成29年9月

45 不眠のある終末期がん患者1

症例に対する緩和ケアにおける

理学療法の可能性 ‐睡眠計と

理学療法ケアシートの活用－

第22回日本緩和医療学会学

術大会（横浜）

本研究では，終末期がん患者に対して，我々が開発し

てきた理学療法ケアシートと睡眠計を活用した理学療

法の実践を通して，緩和ケアにおける理学療法の有効

性や可能性を示唆した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：河野茉梨絵，池田耕二，黒田未貴，赤

田美和子，早田敏）

47 線維筋痛症2症例に対する3

週間入院運動療法プログラムの

試み ～運動療法介入による脳

血流の変化とQOLの改善につい

て～

第22回ペインリハビリテー

ション（神戸）

本研究では，線維筋痛症患者の3週間入院プログラム

の効果を，脳血流の変化と生活の質（ＱＯＬ）の改善

から示唆した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察

（共同発表者：藤田信子，池田耕二，高井範子，松野

悟之，小泉優喜，平岡駿典，高橋紀代，三木健司，仙

波恵美子）

48 線維筋痛症２症例に対する3

週間入院運動療法プログラムの

試み　－心理的側面からの検討

第22回ペインリハビリテー

ション（神戸）

本研究では，線維筋痛症患者の3週間入院プログラム

の効果を，心理的変化と生活の質（ＱＯＬ）の改善か

ら示唆した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察

（共同発表者：高井範子，藤田信子，池田耕二，丸山

伸廣，栗田樹，中原理，髙橋紀代，三木健司，仙波恵

美子）

46 外出を契機に活動意欲を取

り戻し自宅復帰可能となった虚

弱高齢者1症例の理学療法経験

第29回大阪府理学療法学術

大会（大阪）

本研究では，意欲低下を示したがんサバイバーの高齢

者が，外出を契機に活動意欲を取り戻し自宅復帰が可

能になった事例を報告した。ここでは，あらためて機

能障害だけでなく，活動，参加に目を向けた実践や多

職種連携の有効性や必要性を示唆した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：門内鈴香，池田耕二，中岡伶弥，黒田

未貴）

49 当院における入院高齢患者

の「装い」に関するアンケート

調査 -「装い」を支援する作業

療法介入に向けて-

第37回近畿作業療法学会

（奈良）

本研究では，入院高齢患者の「装い」に対する関心度

をアンケート調査した。多くの高齢者は「装い」，す

なわち，おしゃれに対する関心が低くなっていた。作

業療法では装いを支援していく必要があることを報告

した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：松井美夕貴，池田耕二，木村恵理，阪

本みさき，尾藤彩花，宮内克明，水本紀子，黒田未

貴，老田弘子，池田秀一）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成29年10月

－ 平成29年12月

－ 平成29年12月

－ 平成30年3月

51 圧迫刺激が足関節背屈可動

域および足関節底屈筋の筋出力

に及ぼす影響について

保健医療学学会第8回学術集

会（大阪）

本研究では，圧迫刺激が足関節背屈可動域および足関

節底屈筋の筋出力に及ぼす影響について調査した。結

果，圧迫による足関節背屈可動域への影響は認められ

なかったが，筋出力においては介入後の腓腹筋に有意

な低下が認められた。これは圧迫による腓腹筋の筋出

力低下作用を示唆した。

本人担当部分：分析，執筆

（共同発表者：城野靖朋，岡村和典，池田耕二，粕渕

賢志，神里巌，金井秀作）

52 理学療法を積極的に取り組

んでいる腕神経叢引き抜き損傷

を有する男性患者の意欲を探求

する ―解釈学的現象学分析―

保健医療学学会第8回学術集

会（大阪）

本研究では，理学療法を積極的に取り組んでいる腕神

経叢引き抜き損傷を有する男性の意欲を探求し，理学

療法実施患者の意欲向上における知見を得た。本男性

からは，【半年限定で意欲が維持できるという認識】

【焦り，病状，苦痛を，身体を回復させるための意欲

に変化させる力】【家族の存在によって強気な自分を

維持できる】【妻の努力に依存しない自分，妻からエ

ネルギーをもらう自分という二つの自分】【父親，主

人，男としてのプライド】【努力を維持するために，

自分をモニタリングし，追い込む力】【職場復帰への

意欲と，復帰後への不安から生じる葛藤】【医療ス

タッフからの情報により，ゆらぐ思い】【セラピス

ト，病棟，友人との関係性から構成される意欲や思

い】の9つのテーマが得られた。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：喜多一馬，池田耕二）

50 繊維筋痛症患者に対する３

週間入院プログラムの試み

日本繊維筋痛症学会第９回

学術集会（大阪）  

本研究では，線維筋痛症患者に対する3週間入院プロ

グラム（運動療法）の効果を示唆した。

本人担当部分：データ収集

（共同発表者：高橋紀代，小泉優喜，谷山ゆりえ，丸

山信廣，中原理，池田耕二，高井範子，藤田信子，三

木健司，仙波恵美子）

53 当院における血液透析患者

の足病変・足部変形のケアに向

けた実態調査

第8回日本腎臓リハビリテー

ション学会学術集会（仙

台）

本研究では，透析患者における足病変・足部変形の実

態調査を行った．その結果，①足病変は有26肢，無6

肢，内訳は胼胝形成が58%，乾燥が12%，潰瘍形成が

15%等（重複）であった．②足部変形は有26肢，無6

肢，内訳は浮き足43%，外反母趾25%，内反小趾13%等

（重複）であった．③ROM制限は有24肢，無8肢，横

アーチは正常9肢，低下23肢であった．③潰瘍形成

は，有4肢，無28肢であったことを報告し，足病変，

足部変形のケアの必要性を報告した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：大原佳孝，池田耕二，朴聖章，髙橋昇

嗣，吉冨慈洋，前田純依，島津生江，池田秀一）
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－ 平成30年3月
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－ 平成30年6月

－ 平成30年7月

55 末期腎不全(ESKD)を併存し

た恥骨骨折症例に対する理学療

法経験

第8回日本腎臓リハビリテー

ション学会学術集会（仙

台）

本研究では，末期腎不全（ESKD）を併存した恥骨骨折

症例に対する理学療法の経験を報告した。

具体的には，本経験からは医師と連携し，理学療法士

が運動中の呼吸循環応答等を評価し慎重に運動負荷を

調整すれば，ESKD症例に対しても有効な理学療法が可

能となり，ADL向上が図れることを示唆した．

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：前田純依，池田耕二，大原佳孝，髙橋

昇嗣，吉冨慈洋，前田純依，池田秀一）

56 当院がんリハビリテーショ

ン実施患者の実態調査

第23回日本緩和医療学学会

（神戸）

本研究では，筆頭演者所属病院におけるがんリハビリ

テーションの実態を調査し，年齢80歳代，PSは重度，

家族の関わり有は9割，独居は4割，症状は倦怠感，痛

み，食欲低下が多く，ADL介助は清拭，移動，排泄が

多く，退院先は自宅，死亡退院が4割を占めていたこ

とを報告した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：河野茉梨絵，池田耕二，黒田未貴、中

本直子、松井美夕貴、中川卓、赤田美和子、早田敏）

54 高齢血液透析患者における

FIMと自覚的困難感との関係性

～緩和的な理学療法に向けた取

り組み～

第8回日本腎臓リハビリテー

ション学会学術集会（仙

台）

本研究では，高齢血液透析患者の自覚的困難感を軽減

する緩和的な理学療法の取り組みに向け，FIMと自覚

的的困難感の関係性を検討した．その結果，高齢HD患

者の困難感を軽減するためには，個々に合わせた継続

的な運動や環境・介助調整等が大切になることを報告

した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：朴聖章，池田耕二，大原佳孝，高橋昇

嗣，吉冨滋洋，前田純依，島津生江，池田秀一）

57 パーキンソン病独居高齢者

に対する自助力を高める視点か

らの訪問リハビリテーションの

実践

第12回訪問リハビリテー

ション学会（北九州）

本研究では，転倒を繰り返し在宅生活が困難になりつ

つあったパーキンソン独居高齢者に対し，生活を見守

る視点から訪問リハビリテーション（以下，訪問リ

ハ）を実践し，良好な結果を得たので報告した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：中岡絵美，池田耕二，山本秀美，古家

真優、竹内章、大島知子、池田秀一）

58 これからの魅力ある臨床実

習、臨床教育に向けて

第30回大阪府理学療法学術

大会（大阪）

本シンポジウムでは，現在の学生や新人の現状を鑑

み，大切になると考える3つの視点，①現場教育にお

ける「場」づくりという視点．②経験資本という視

点．③感情労働という視点を紹介し，今後の臨床実

習，新人教育，人材育成についての課題をなげかけ

た。
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－ 平成30年9月
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59 閉じこもり傾向にあった高

齢者に対して生活の再構築を可

能にした理学療法実践～脱臼不

安感，運動と食への関心に着目

して～

第30回大阪府理学療法学術

大会（大阪）

本研究では，入院前より閉じこもり傾向にあった高齢

者に対して，身体機能だけでなく，脱臼不安感や運動

と食への関心，他者との交流に着目した理学療法を実

践したことで，それらに対する認識が変化し，生活の

再構築が可能となった事例を報告した．

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：中岡絵美，池田耕二，山本秀美，古家

真優，竹内章，大島知子，池田秀一）

60 線維筋痛症高齢女性2症例に

対する3週間入院運動プログラ

ムの試み：前頭前野の血流動態

の変化と疼痛、抑うつ、QOLの

改善について

第23回日本ペインリハビリ

テーション学会（福岡）

本研究では，線維筋痛高齢女性に対して3週間入院運

動プログラムを行い、疼痛、抑うつ、QOLの改善と

Near Infrared spectroscopy (NIRS)による前頭前野

(PFC)の血流動態の変化について報告した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察

（共同発表者：藤田信子，池田耕二，高井範子，松野

悟之，金子基史，三木健司，行岡正雄，仙波恵美子）

63 卒前教育における終末期理

学療法講義の役割を再考する

第7回日本理学療法教育学会

（神戸）

本研究では，卒前教育として実施している終末期理学

療法の講義が，学生に死と向き合う機会を提供し，終

末期PTに対する学習・実践意欲を高める機会になって

いることを報告した．

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：山口朋彦，池田耕二，栁本展孝）

61 線維筋痛症高齢女性２症例

に対する３週間 入院運動プロ

グラムの試み －患者の心身の

変化と理学療法士の関わり方に

第23回日本ペインリハビリ

テーション学会（福岡）

本研究では，線維筋痛症（FM）患者である高齢女性２

症例について，３週間入院運動プログラムの介入を行

い，その効果と理学療法士（PT）の関わり方を含めた

心身の変化の検討を行った。

本人担当部分：データ収集，分析，考察

（共同発表者：高井範子，藤田信子，池田耕二，金子

基史，三木健司，行岡正雄，仙波恵美子)

62 転倒を契機に横紋筋融解症

を呈した超高齢患者一症例に対

する理学療法経験 ―摂食嚥下

機能と栄養状態に着目して―

第5回日本予防理学療法学会

（福岡）

本研究では，横紋筋融解症に褥瘡，摂食嚥下機能障害

を合併していた症例に対して，栄養状態と摂食嚥下機

能に着目した理学療法を行い，経口摂取を可能にし栄

養状態や基本的動作等を改善した症例を報告した．

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：中本直子，池田耕二，古家真優，大原

佳孝）
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64 理学療法士の経験学習プロ

セスの解明にむけた探索的研究

－成長を促す経験と教訓―

第7回日本理学療法教育学会

（神戸）

本研究では，熟達理学療法士の経験学習プロセスにあ

る成長を促す経験と教訓を明らかにした。これらを理

学療法士の現場教育に活用できれば有効な人材育成が

可能になることを示唆した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：池田耕二，田坂厚志，粕渕賢志，

城野靖朋，松田淳子）

67 質的研究で変形性膝関節症

患者の痛みの心理社会的側 面

を生成する要因と過程をひも解

く：探索的事例研究

第7回日本運動器理学療法学

会学術大会（岡山）

本研究では膝OA患者の一人の語り（主観的体験）か

ら，痛みの心理社会的側面の要因と生成・対処過程を

モデル構築し，探索した。その結果，＜膝の症状に対

する過剰な執着＞をコアカテゴリーとするモデルが構

築でき、痛みの心理社会的側面の一つである症状への

執着は適切な対処によって軽減可能なことを示唆し

た。本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：瓜谷大輔，池田茜，城之木徹，松端賢

太郎，六浦優斗，池田 耕二）

65 在宅終末期リハビリテー

ションを実践しているセラピス

トの体験を探求する

第9回保健医療学学会

2018年12月

本研究では，在宅終末期リハビリテーションを実践し

ているセラピストの体験を探求し，在宅終末期リハビ

リテーションを有効に実践するためには患者や家族と

の関係性づくりや変化に気づく等の能力が必要である

ことを示唆した。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：根釜夢乃，岩永愛里奈，谷口茉恵，

西本正樹，池田耕二）

66 当訪問リハビリテーション

事業所における利用者のクラス

ター分析による類型化とその特

徴

第5回日本地域理学療法学会

（横浜）

本研究では，活動，栄養，排泄，睡眠の4つの視点か

らなる評価ツールを活用し，クラスター分析によって

訪問リハ利用者の類型化を試みることである．その結

果，訪問リハ利用者は，Ⅰ群：活動と睡眠に主な課

題・介入箇所があり，特に運動機能が低い介護度4の

高齢者，Ⅱ群：睡眠に主な課題・介入箇所がある介護

度3の高齢者，Ⅲ群：栄養〈食事〉以外の7項目にわず

かな課題・介入箇所がある介護度3の高齢者，Ⅳ群：

睡眠〈量〉と排泄〈排便〉に主な課題・介入箇所があ

る介護度3の高齢者の4群に類型化できたことを報告し

た。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：池田耕二，大島知子，山本秀美，中岡

絵美，中川真優，竹内章，尾藤彩花，池田秀一）
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－ 平成25年11月

平成25年11月

－ 平成25年11月

－ 平成25年11月

68 熟達理学療法士の経験学習

能力を支える 仕事に対する信

念とは？

第54回日本理学療法学術大

会・第8回日本理学療法教育

学会・第2回理学療法士学

会・管理部門研究会（名古

屋）

本研究では，理学療法士の経験学習能力に大きく影響

を与える仕事に対する信念を、熟達理学療法士から解

明した。その結果，熟達PTの信念は人間関係の構築，

PTのプライドや責任感，熱意と幅広い実践，治療成果

による社会還元等から形成されていたことを報告し

た。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：池田 耕二, 田坂厚志, 粕渕賢志, 城

野靖朋, 松田淳子）

5 がんの緩和リハに対する意識

調査－看護とリハスタッフの比

較－

本研究は，アンケートによって，がんの緩和リハに対

する意識が看護師とリハビリスタッフでは違うことを

明らかにした．

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：河野茉梨絵,池田耕二,黒田未貴,廣瀬

将士,赤田美和子,池田秀一）

3 嚥下造影検査に嚥下障害の実

態調査

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2013（千葉）

本研究では，嚥下造影検査と嚥下障害の関係を調査

し，その実態を明らかにした。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：上田紀子，池田耕二，黒田未貴，

廣瀬将士，清水貴恵，福井孝子，池田秀一）

4 在宅復帰に向けた家屋調査の

実態とその傾向

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2013（千葉）

本研究では，在宅復帰に向けた家屋調査の実態を調査

し，玄関，トイレ，入浴に環境調整が多いことを明ら

かにした。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：北林直人,池田耕二,井谷友香里,坂本

みさき,尾藤彩花,上田紀子,黒田未貴,廣瀬将士,清水

貴恵,福井孝子,池田秀一）

1 訪問リハビリを利用している

主介護者の介護負担感と要介護

者のＦＩＭとの関連性について

リハビリテーション・ケア

合同研究大会くまもと2011

（熊本）

本研究では，介護者の負担かんと要介護者のＦＩＭと

の関連性を明らかにし，訪問リハビリにおける理学療

法の方向性を提示した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：岡村太嗣，池田耕二，岩森渉）

2 回復期リハビリ病棟における

家族が述べる「在宅復帰のため

の条件」と在宅復帰について

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2013（千葉）

本研究では,回復期病棟入院時に家族が述べる在宅復

帰のための条件と在宅復帰の関連性を検討した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：岡村太嗣,池田耕二,深田大介）

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2013（千葉）
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－ 平成26年11月

－ 平成26年11月

－ 平成26年11月

－ 平成27年10月

－ 平成27年10月

7 デイケアにおけるサービス向

上に向けた実施調査

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2014（長崎）

本研究では，デイケアにおいて実態調査を行い，約8

割の利用者がリハビリに満足していたことや，約6割

に転倒不安があり，4割が外出を控えていたことを明

らかにした。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：大庭由香莉，池田耕二，上田紀子，中

田加奈子，大村昌和，小田瑛梨，勝久江，池田秀一）

8 重度右片麻痺患者一症例の退

院後カンファレンスからみえて

きたもの

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2014（長崎）

本研究では，重度右片麻痺患者一症例の退院後カン

ファレンスから，オムツ交換の早期指導や転落時の対

応指導，指導用パンフレットの有効性を明らかにし

た。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：中川真優，池田耕二，黒田未貴,北林

直人，上田紀子，福井孝子，川岸美佐子，池田秀一）

6 転倒予防専用カンファレンス

による転倒予防の取り組み―転

倒カンファ導入の効果検討

回復期リハビリテーション

協会　第23回研究大会（愛

知）

本研究では，転倒予防専用のカンファレンスが病棟の

転倒予防に有用であることを示唆した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：中田加奈子，池田耕二，黒田未貴，井

谷友香理，中川真優，朴聖章，川岸美佐子，小川敦

子，福井孝子，池田秀一）

11 高齢者の退院に向けた身体

活動量把握の取り組み

リハビリテーション・ケア

合同研究大会（神戸）

本研究では，回復期リハビリテーション病棟における

高齢者に対して，退院にむけた活動量の調査を行っ

た。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：杉本貴美子，池田耕二，古家真優，吉

冨滋洋，池田秀一）

9 家屋調査と環境調整に関する

追跡調査―インタビュー調査に

よる質的検討―

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2014（長崎）

本研究では，退院後のインタビュー調査から，患者や

家族の環境調整に対する理解不足，環境調整の追加の

必要性や不安の存在を明らかにした。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：尾藤彩花，池田耕二，上田紀子，北林

直人，阪本みさき，井谷友香理，久貝亮太，黒田未

貴，廣瀬将士，清水貴恵，池田秀一）

10 慢性心不全患者1症例に対す

る生活管理という訪問リハビリ

の役割‐入退院を繰り返さない

ために‐

リハビリテーション・ケア

合同研究大会（神戸）

本研究では，慢性心不全患者の訪問リハビリを，生活

管理の視点から見直し，その役割について考察した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：濵田絵美，池田耕二，山本秀美，古家

真優，須々木星衣子，中瀬美穂，池田秀一）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成28年10月

－ 平成28年10月

－ 平成28年10月

－ 平成29年2月

－ 平成29年10月 本研究では，ユニーク質問により患者をタイプ別に分

類し，肯定的な声かけと否定的な声かけでフレーミン

グ効果を検証してみた。その結果，肯定的な声かけで

フレーミング効果がみられたが，タイプ別に明らかに

なることはなかった。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：喜多一馬，池田耕二）

16 質問項目から見た患者タイ

プ別のフレーミング効果を意識

した肯定的・否定的な声かけの

有効性に関する探索的研究

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2016（茨城）

14 高次脳機能障害患者1例に対

する道のりシートを用いた退院

支援について ―退院までの道

程を共有する道のりシートの作

成と活用―

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2016（茨城）

本研究では，リハビリテーションや退院支援が困難で

ある高次脳機能障害患者に対して，退院の方向性や段

階を示す道のりシートなるものを作成し，実践した。

これにより患者の心理は安定し，リハビリテーション

は可能となり，職員の連携も良好となり，有効な退院

支援が可能となったことを報告した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：尾藤彩花，池田耕二，木村恵理，阪本

みさき，松井美夕貴，猪子純一，黒田未貴，大原佳

孝，米沢仁美，清水貴恵，上地康子，池田秀一）

13 転倒により入退院を繰り返

した一症例に対する病棟と訪問

理学療法士における協同の振り

返り－シームレスな療養支援の

構築に向けて

本研究では，病棟と訪問の理学療法士が共同で同じ症

例を振り返ることで，シームレスな支援の構築に重要

な実践知を抽出した。

本人担当部分：考察，執筆

（共同発表者：中岡絵美，池田耕二，山本秀美，古家

真優，大島知子，池田秀一）

12 訪問リハビリテーション利

用者の生活習慣とリズムに関す

る実態調査- 虚弱高齢者の暮ら

しを支える活・栄・排・睡の4

つの視点 -

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2016（茨城）

本研究では，訪問リハビリテーション対象患者の生活

習慣とリズムを，主に活動，栄養，排泄，睡眠の4つ

の視点から調査した。その結果，訪問リハ利用者の活

動低下，睡眠不足等の実態が明らかとなり，この4つ

の視点からの実践が今後は大切になることを示唆し

た。

本人担当部分：データ収集，分析，考察，執筆

（共同発表者：池田耕二，山本秀美，中岡絵美，古家

真優，大島知子，池田秀一）

15 回復期リハビリテーション

病棟における高齢患者の活動量

について －　測定部位（手首

と腰部），FIM，うつ，転倒予

防自己効力感に着目して　－

第29回復期リハビリテー

ション病棟協会研究大会

（広島）

本研究では，回復期リハビリテーション患者の活動量

を手と腰に装着し，それぞれの活動量を測定すること

で病棟の活動実態を明らかにした。手に装着した活動

量では病棟生活の実態がより反映した。またFIM，う

つ，転倒自己効力感との関係性についても報告した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：杉本貴美子，池田耕二，吉冨滋洋，中

岡伶弥，古家真優，池田秀一）

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2017（久留

米）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成29年10月

－ 平成29年10月

－ 平成29年10月

－ 平成29年10月

19 糖尿病による右下腿切断

後，多職種連携による訪問リハ

ビリテーションを実施し生活の

再構築を図った 認知症患者1症

例の実践報告

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2017（久留

米）

本研究は，糖尿病による右下腿切断後の認知症高齢患

者を，多職種連携と訪問リハビリテーションによって

生活の再構築を実現させた実践報告である。

本人担当部分：理学療法実践，考察，執筆

（共同発表者：竹内章，池田耕二，山本秀美，中岡絵

美，大島知子，池田秀一）

20 当院回復期リハビリテー

ション病棟におけるサルコペニ

ア症例の特徴からみた今後の取

り組み

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2017（久留

米）

本研究は，回復期リハビリテーション病棟におけサル

コペニア症例を対象に，退院時にサルコペニアが改善

した群と改善しなかった群を比較し，その特徴を明ら

かにし，今後の取り組みの方向性を示した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：中岡伶弥，池田耕二，杉本貴美子，尾

藤彩花，大庭由香莉，加藤靖乃，門内鈴香，松井美夕

貴，岡村大，田渕真由美，大原佳孝，老田弘子，池田

秀一）

17 重複障害を有する独居高齢

者の退院支援から見えてきたも

の

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2017（久留

米）

本研究では，重複障害を有する独居高齢者の退院支援

を振り返り，退院支援能力を向上させる知見を抽出し

た。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：阪本みさき，池田耕二，尾藤彩花，木

村恵理，松井美夕貴，黒田未貴，老田弘子，池田秀

一）

18 デイケアにおいて閉じこも

り傾向にあった高齢利用者に対

する行動変容理論を用いた実践

―3事例の物語分析から得た知

見―

リハビリテーション・ケア

合同研究大会2017（久留

米）

本研究では，デイケアにおいて閉じこもり傾向にあっ

た高齢利用者に対する行動変容理論を用いた実践を，

物語分析によって分析し，閉じこもりを予防できる知

見を抽出した。

本人担当部分：分析，考察，執筆

（共同発表者：大山大将，池田耕二，黒岡禎治，廣瀬

将士，吉冨滋洋，高本晴加，勝久江，池田秀一）
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年月日

平成22年4月

～

平成28年9月

平成26年10月

～

平成28年9月

平成22年4月

～

平成28年9月

平成23年3月 大阪府立大学総合リハビリテーション学部理学療法学

専攻，内部障害理学療法学I

伊藤健一

　第１版を見直し，臨床実習で実際に作成された慢性

閉塞性肺疾患（COPD）症例に対するケーススタディ

（ケースレポート）をもとに，病態やPTプロセスの展

開の方法，評価での注意点，評価結果の相互関係，問

題点抽出，治療プログラムなどについて１つ１つに解

説，補足を加えた.また，学生として知って置かなけれ

ばならない基本事項について関連事項にまで派生させ

トレンドにあわせて整理した.

「慢性呼吸器疾患のケーススタディ」

（全313頁 P262-P269）

1）標準理学療法学・臨床実習とケーススタディ第２版

（再掲）

呼吸・心臓リハビリテーション，生活習慣病の運動習慣

概 要

大阪府立大学総合リハビリテーション学類

理学療法学専攻

内部障害理学療法学I・II・III

物理療法学I・II

講義では可能な限りイラストやビデオを多用し，分か

りやすいように工夫した．また，様々な資料等で出て

くる単語の統一にも気を配り，学生が混乱しないよう

に努めた．さらに，教科書的な内容の教授の後に，実

際の症例に重ね合わせることで机上での勉強と臨床で

のギャップを少なくするように努めた．また，国家試

験対策も盛り込んだ．

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

大阪府立大学総合リハビリテーション学類

理学療法学専攻

内部障害理学療法学I・II・III

物理療法学I・II

講義には active learning を促通する目的で反転授

業を取り入れている．具体的には自主制作した e-

learning 教材で自宅学習させ，講義時間は演習や

ディスカッションに活用した．

大阪府立大学総合リハビリテーション学類

理学療法学専攻

内部障害理学療法学I

基礎技術の習得には可能な限り時間を掛け，その後，

臨床で起こりうる難渋例を想定した実習を行った．

呼吸リハビリテーションにおける聴診の実習ではシュ

ミレータを活用した．

事項

１　教育方法の実践例

2）実験・実習の工夫

教 育 研 究 業 績 書
令和 　 2年　�月 3�日

氏名　　伊藤　健一

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

２　作成した教科書，教材

人間医工学

1）講義の工夫
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年月日 概 要事項

平成26年12月

平成27年12月

平成22年2月

平成23年 1月

平成23年 7月

平成23年 9月

平成23年 9月

平成23年10月

平成24年 2月

平成24年 5月

平成24年 7月

平成24年 9月

平成24年11月

平成25年 9月

平成25年 9月

平成25年 9月

2)大阪府立大学　平成26年度教員業績評価 総合評価Ｓ(S〜Cの４段階評価)

４　実務の経験を有する者についての特記事項

1)講演，研究会について

1)大阪府立大学　平成25年度教員業績評価

平成26年度第2回ホッと＆ハートの会

「運動の新しい視点：自分の運動量を見直そう」

講師

総合評価Ａ(S〜Cの４段階評価)

平成23年度第3回ホッと＆ハートの会「呼吸筋ストレッ

チの実際」講師

平成25年度第3回ホッと＆ハートの会

「呼吸体操」講師

３　教育上の能力に関する大学等の評価

大阪府理学療法士会南河内ブロック研修会「症例発表

の意義」講師

星ヶ丘厚生年金病院星ヶ丘クリニカルカンファレンス

心臓リハビリテーションにおけるCPXデータの活用方法

について講師

平成23年度第2回ホッと＆ハートの会「坂道での息切れ

コントロールと健康体操」講師

第4回次世代医療システム産業化フォーラム2011

「慢性呼吸器疾患の動作時息切れを軽減するための呼

吸運動支援装置の開発」講師

はびきの健康フォーラム「肺がん患者のリハビリテー

ション」講師

平成24年度第1回ホッと＆ハートの会

「無理のない有酸素運動１」講師

平成24年度第2回ホッと＆ハートの会

「無理のない有酸素運動２」講師

平成24年度第3回ホッと＆ハートの会

「無理のない有酸素運動３」講師

平成25年度佐賀県理学療法士会研修会

「心臓リハビリテーション：入門のためのミニマム

エッセンス」講師

平成23年度第4回ホッと＆ハートの会「呼吸筋ストレッ

チの実際」講師

平成24年度第5回ホッと＆ハートの会

「無理のない有酸素運動４」講師
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年月日 概 要事項

平成26年10月

平成27年10月

平成30年12月

平成31年2月

平成23年10月

平成24年 2月

平成25年 1月

平成25年 7月

平成26年 7月

平成26年 9月

平成27年 7月

平成28年 1月

平成30年6月

平成30年12月

平成31年1月

2)高大連携　講義について

大阪府立八尾高等学校「リハビリテーションとは」

講師

はびきの市民大学「正しい運動で健康増進」講師

大阪府立急性期・総合医療センターふれあい病院探検

隊「理学療法とは」講師

大阪府立急性期・総合医療センターふれあい病院探検

隊「理学療法における評価」講師

大阪府立泉陽高等学校「リハビリテーションとは」

講師

平成25年度第4回ホッと＆ハートの会

「骨密度と転倒予防運動について」講師

大阪府立寝屋川高等学校「リハビリテーションとは」

講師

大阪府立富田林高等学校「リハビリテーションとは」

講師

大阪府立今宮高等学校「リハビリテーションとは」

講師

大阪府立急性期・総合医療センターふれあい病院探検

隊「理学療法を体験しよう」講師

平成30年度　登美ヶ丘カレッジ

「慢性呼吸器疾患の息切れ対策：運動の意義と導入の

工夫」講師

平成30年度ローレルスクエア登美ヶ丘　健康講座

「高齢者における運動の意義」講師

大阪府立河南高等学校「人を支える「リハビリテー

ション」を知る：変わるニーズと進歩する技術　講師

奈良県立生駒高等学校「理学療法とは」講師

奈良県立高取国際高等学校「リハビリテーション学へ

の招待」講師
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年月日 概 要事項

平成23年4月〜

平成25年4月〜

平成26年4月〜

平成27年4月〜

平成22年2月

平成23年2月

５　その他

1)大学院博士前期・後期課程指導実績

（大阪府立大学）

2)大学院博士前期・後期課程学位審査会実績

（大阪府立大学）

○博士前期課程：1名

呼息時低周波電気刺激の効果に関する研究：健常成人

によるランダム化比較対照試験

スタチン投与中の運動が骨格筋ミトコンドリアへ及ぼ

す影響

○博士後期課程：2名

Predictors of improvements in exercise

capacityduring cardiac rehabilitation in the

recovery phase after coronary artery bypass

graft surgery versus acute myocardial

infarction

Changes in exercise tolerance and quality of

life are unrelated in lung cancer survivors

who undergo　video-assisted thoracic surgery

○博士前期課程：1名

食道がん切除再建術後患者の理学療法における認知行

動療法の併用が退院後の身体活動量と健康関連QOLに与

える影響

○博士前期課程：1名

エアマットレスが臥床中の呼吸機能へ与える影響

○博士前期課程：2名

透析低血圧患者における透析施行中の低負荷レジスタ

ンストレーニングは血圧および運動機能の改善に寄与

するか

○副査：1名

Modulation of corticospinal excitability

induced by combination use of motor imagery

and aftereffect of tendon vibration

(博士前期課程)

○副査：3名

Postural threat increases corticospinal

excitability  in the trunk flexor muscle in

standing（博士前期課程）

Abnormalities of the first three steps of

gait initiation in patients with Parkinson's

disease with freezing of gait（博士後期課程）
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年月日 概 要事項

平成24年2月

平成25年2月

平成26年2月

平成27年2月

Transcranial magnetic stimulation over the

cerebellum induces long latency motor

response during visually guided manual

tracking task

（博士後期課程）

○副査：2名

外乱予測が筋反応および反応前期の皮質脊髄路興奮性

に与える影響（博士前期課程）

頸随損傷者の自動車運転自立の支援に関する研究：自

動車への移乗動作における運動学的特徴の分析

（博士後期課程）

○主査：1名

呼息時低周波電気刺激の効果に関する研究：健常成人

によるランダム化比較対照試験（博士前期課程）

○副査：3名

リズミカルな足関節運動が対側ヒラメ筋H反射興奮性に

及ぼす影響（博士前期課程）

Dependency of preparatory inhibition of

corticospinal excitability on the sequence

of the to-be-signaled motor response

（博士後期課程）

離散運動と周期運動の運動制御の違いについて

（博士前期課程）

○主査：1名

エアマットレスが臥床中の呼吸機能へ与える影響

（博士前期課程）

○副査：2名

Monaural auditory stimulus affects selection

of the hand to reach（博士前期課程）

Motor evoked potential of the hand muscles

elicited by posterior-anterior current is

suppressed during eye movement without

vision

（博士前期課程）

○主査：1名

透析低血圧患者における透析施行中の低負荷レジスタ

ンストレーニングは血圧および運動機能の改善に寄与

するか（博士前期課程）

リハ－77



年月日 概 要事項

平成30年2月

年月日

1)臨床実習指導者講習会

なし

平成28年

10月1日

〜

平成30年

3月31日

平成26年10月

～

平成28年9月

1)国・地方公共団体における審議会・委員会等の参画

文部科学省大学教育再生加速プログラム（I・II複合

型）大阪府立大学プロジェクト委員

臨床業務，教育業務，研究業務

リハビリテーション科主任（室長）

組織再編と新人教育システムの構築

呼吸器リハビリテーション外来の開設

看護師長および看護師教育

療法士教育プログラムの作成と運営

４　その他

1)国家公務員共済組合連合会枚方公済病院理学療法士

１　資格，免許

事項

２　特許等

３　実務の経験を有する者についての特記事項

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

平成31年

3月3日

第2018-2-031号：厚生労働省

○副査：3名

Switching or cancelling leg movement

suppresses anticipatory postural adjustment

before gait initiation（博士前期課程）

腕運動に随伴する眼球運動の発生源に関する研究

（博士前期課程）

Changes in exercise tolerance and quality of

life are unrelated in lung cancer survivors

who undergo　video-assisted thoracic surgery

（博士後期課程）

The effect of tonic contraction of one hand

muscle on motor area of tonically

contracting another hand muscle（博士後期課

程）

○学外審査員：2名

Predictors of improvements in exercise

capacity during cardiac rehabilitation in

the recovery phase after coronary artery

bypass graft surgery versus acute myocardial

infarction

（博士後期課程）

概 要
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年月日 概 要事項

平成22年4月

平成22年4月

平成23年4月

平成23年4月

平成23年4月

平成23年4月

平成30年4月

平成30年7月

平成30年12月

平成31年４月 奈良学園大学教務委員会委員（現在に至る）

奈良学園大学自己点検・評価委員会委員（現在に至

る）

奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学科教

務ワーキング委員（現在に至る）

大阪府立大学文部科学省大学教育再生加速プログラム

委員（平成28年9月まで）

奈良学園大学共通教育委員会委員（平成31年3月まで）

奈良学園大学入試広報委員会委員（平成31年3月まで）

2)大学委員会の活動

大阪府立大学総合リハビリテーション学部感染対策委

員会委員（平成28年9月まで）

大阪府立大学総合リハビリテーション学部入試広報委

員会副委員長（平成28年9月まで）

大阪府立大学総合リハビリテーション学部電子教科書

プロジェクト委員（平成26年3月まで）

大阪府立大学総合リハビリテーション学部選挙管理委

員会委員

大阪府立大学大阪府立大学教育改革専門委員会学修成

果可視化専門部会委員（平成28年9月まで）

奈良学園大学大学院入試小委員会委員（平成31年3月ま

で）

奈良学園大学保健医療学部研究倫理審査委員会委員

（平成31年3月まで）

奈良学園大学ハラスメント調査委員会委員長（平成31

年3月まで）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

（著書）

共著 平成23年3月

共著 平成26年1月2　PT卒後ハンドブック　１年

目に習得したい基本スキル

医学書院

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

三輪書店

1　臨床実習とケーススタディ

第2版

（標準理学療法学　専門分野）

本書は理学療法士を目指す学生と学生を指導する

臨床実習指導者を対象に，学生が臨床実習に向け

て必要と思われる準備や臨床実習の意義をまとめ

るとともに，実際の学生が書いたケーススタディ

にコメントを加筆することで疾患ごとの理学療法

のポイントや重要事項を示したテキストである．

B5判 全313頁

編者：鶴見隆正，辻下守弘

共著者：鶴見隆正，辻下守弘，中川法一，宮本謙

三，沖田一彦，石倉隆，藤沢しげ子，新井光男，

橋元隆，菅原憲一，富樫誠二，橘内勇，田代千惠

美，小林修二，小林量作，田中聡，神先秀人，工

藤聡，畠中泰彦，加藤宗規，櫻井好美，高木峰

子，畠中泰司，小柳磨毅，山田拓実，鳥居昭久，

伊藤俊一，長倉裕二，甲田宗嗣，岡崎大資，伊藤

健一，他5名

本人担当部分：慢性呼吸器疾患のケーススタディ

（P262-P269）を単著．

第１版を見直し，臨床実習で実際に作成された慢

性閉塞性肺疾患（COPD）症例に対するケーススタ

ディ（ケースレポート）をもとに，病態やPTプロ

セスの展開の方法，評価での注意点，評価結果の

相互関係，問題点抽出，治療プログラムなどにつ

いて１つ１つに解説，補足を加えた.また，学生

として知っておく必要のある基本事項を関連事項

にまで派生させ，トレンドにあわせて整理した.

本書は新人理学療法士に対してon the job

trainingとoff the job trainingを職場の教育体

制として整備するだけではなく，成人としての学

習方法を身につけてもらうこと，そしてそうした

自己研鑽が自らのエンプロイアビリティ学習に向

けた動機付けを目的にしたテキストである．

B5判 全190頁

編者：斉藤秀之，島村耕介，森本榮

共著者：斉藤秀之，森本榮，青山誠，大塚功，小

泉幸毅，松原徹，豊田平介，島村耕介，後藤伸

介，対馬栄輝，高橋哲也，伊藤直人，奥山夕子，

村永信吾，伊能幸雄，中村崇，兼子昌幸，小林久

文，川村博文，辻下守弘，西上智彦，川勝邦浩，

大矢暢久，鶴見隆正，伊藤健一，他1名

本人担当部分：「症例報告から何を学ぶべき

か！」（P175‐P181）を共著

分担執筆者：川村博文，辻下守弘，西上智彦，川

勝邦浩，大矢暢久，鶴見正隆，伊藤健一

１年目のPTとして習得したい基本スキルとして

「症例報告から何を学ぶべきか！」について，症

例報告書の作成方法，症例報告の発表方法につい

て具体例を提示した中で重要ポイントをまとめ，

解説した．
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

（学術論文）

共著 平成22年12月

共著 平成24年10月

共著 平成24年12月

漸増反復起立動作テスト（IRST）で実測したPeak

VO2が反復起立回数で予測できるのかを検討し

た．若年健常人45名に自転車エルゴメータによる

CPX，IRSTを呼気ガス分析にて実施した．症候性

限界最大負荷時のCPXの酸素摂取量(CPX Peak-

VO2)とIRSTの酸素摂取量　(IRST Peak- VO2)で

は，前者が有意に高値であった．またCPX Peak-

VO2=0.1×反復起立回数+14.5，IRST Peak-

VO2=0.07×反復起立回数+18.1の有意な回帰式が

得られた．IRSTによる反復起立回数でPeak- VO2

を予測できる可能性が示唆された．

（分担執筆者：堀江淳，伊藤健一，堀川悦夫）

（担当部分：デザイン作成と解析）

本研究の目的はCOPD患者における運動中のVO2に

対する骨格筋酸素化能の影響を明らかにすること

である．8名のCOPD患者に対しエルゴメータ運動

を課し，運動中の換気とガス交換について評価し

た．VO2は血液中の酸素化レベルと心機能による

影響と同様に，動作筋における酸素利用による影

響を大きく受けていた．

（分担執筆：Tabira,K.,Horie,J.,Fujii,H.,

Aida,T.,Ito,K.,Fukumoto,T.,Imagita,H.,

Ishihara,H.）

（担当部分：データ収集）

3　Carbon Dioxide-rich Water

Bathing Increases Myonuclear

Number and Muscle Fiber Size

in Regenerating Skeletal

Muscles

（査読付）

（炭酸泉浴は再生骨格筋におけ

る筋細胞数と筋線維のサイズを

増加させる）

1　全身持久力評価としての漸

増反復起立動作テストの活用可

能性の検討

（査読付）

理学療法科学 ，25：P843-

P847

RESPIRATORY CARE, 57:

P1602-P1610

Journal of Physical

Therapy Science ，24：

P1295-P1298

2　The Relationship Between

Skeletal Muscle Oxygenation

and Systemic Oxygen Uptake

During Exercise in Subjects

With COPD: A Preliminary

Study

（査読付）

（COPD患者における運動中の骨

格筋酸素化能と酸素摂取量との

関係：予備的研究）

本研究は炭酸泉浴が筋損傷後の再生を促進させる

かどうかについて検討した．Wistar系雌ラットを

非損傷群（NI），損傷群（IC），損傷＋温浴群

（ITW），損傷＋炭酸泉群（ICO2）に分け，IC，

ITW，ICO2群のラットの左前脛骨筋にブピバカイ

ン塩酸塩により筋損傷を惹起した．損傷の翌日よ

り，ITW，ICO2群のラットに温浴または炭酸泉

（1,000 ppm）をそれぞれ，１日に１回，37度で

30分間行った．損傷２週間後にラットの左前脛骨

筋を摘出し，筋核数，筋線維横断面積を測定し

た．筋核数はICO2群でIC，ITW群に比べ高値を示

し，筋横断面積はICO2群でIC群に比べ高値を示し

た．本研究より，炭酸泉は筋損傷後の再生を促進

させる可能性があることが示唆された．

（分担執筆担当：Nonaka,K.,Akiyama,J.,

Tatsuta,N.,Une,S,Ito,K.,Kataoka,M.,

Ogaya,S.,Iwata,A.,Okuda,K.)

（担当部分：資料収集）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別

発行又は

発表の年月
概 要

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成25年5月

共著 平成25年5月

共著 平成26年12月

共著 平成27年2月

糖尿病時の筋萎縮が酸化ストレスと関連があるか

について検証した．速筋線維優位である長指伸筋

は萎縮し，抗酸化酵素(カタラーゼ，グルタチオ

ンペルオキシダーゼ，スーパーオキサイドジスム

ターゼ)活性の上TBARSの増加が確認された．一

方，赤筋線維優位であるヒラメ筋の萎縮は軽度

で，カタラーゼ活性は上昇したが，それ以外の抗

酸化酵素活性とTBARSに変化は認められなかっ

た．以上より，糖尿病に伴う酸化ストレスが速筋

線維の萎縮を惹起する可能性を示した．

（分担執筆者:Nonaka,K., Une,S., Tatsuta,N.,

Ito,K., Akiyama,J.）

（担当部分：資料収集）

研究の目的は,COPD患者に対する呼息時電気刺激

（PESE）を用いた換気フィードバックの有効性を

明らかにすることである．24名のCOPD患者を，プ

ラセボ群とPESEを行う群に割り付けた．これら対

象者には5分間のエルゴメータ運動を2回行っても

らい，ベースライン（BL）と各介入による換気指

標を中心としたデータの測定を行った．BLに対し

プラセボ群では，安静時・運動時とも明らかな変

化は認められなかったが， PESE群では安静時・

運動時とも有意な換気効率の改善を認めた．この

結果によりCOPD患者の換気効率改善にPESEが有効

であることが明らかとなった．

（分担執筆者:Ito,K., Nozoe,T., Okuda,M.,

Nonaka, K.,Yamahara,J., Horie,J., Hayama,Y.,

Kawamura,H.）

（担当部分：研究の企画と考察，論文作成）

これまでに我々は，人工炭酸泉浴が筋損傷の治癒

回復を促進する可能性を見いだした．本研究はそ

の治癒促進のメカニズムを探ることを目的に行っ

た．筋損傷後に人工炭酸泉浴を行うと損傷筋の筋

芽細胞増殖に関わるMyoDタンパクの発現に変化は

見られないが，筋管形成に関わるmyogeninタンパ

クの発現が増加した．以上より，筋損傷後の人工

炭酸泉浴は筋管形成を促進する可能性が示唆され

た．

（分担執者:Nonaka,K.,Akiyama,J.,

Tatsuta,N.,Une,S.,Ito,K.,Ogaya,S.,

Kataoka,M.,Iwata,A.,Okuda,K.）

（担当部分：資料収集）

5　Carbon Dioxide Water

Bathing Enhances Myogenin

but Not MyoD Protein

Expression after Skeletal

Muscle Injury

（査読付）

（炭酸泉浴は骨格筋損傷後の

MyoDタンパク質を増加させない

がMyogeninを増加させる）

Journal of Physical

Therapy Science, 27：

P325-P330

6　Changes in antioxidant

enzymes and lipid

peroxidation in extensor

digitorum longus muscles of

streptozotocin-diabetic rats

may contribute to muscle

atrophy

（査読付）

（ストレプトゾトシン糖尿病

ラット長指伸筋の抗酸化酵素と

過酸化脂質の変化は筋萎縮と関

連する）

7　Electrical stimulated

ventilation feedback improve

ventilation pattern in

patients with COPD

 (筆頭著者）

（査読付）

（電気刺激による換気フィード

バックはCOPD患者の換気パター

ンを改善する）

4　The Usefulness of the

Incremental Load Repeated

Standup Test in the

Assessment of the Exercise

Capacity of Patients with

Chronic Obstructive

Pulmonary Disease

（査読付）

（慢性閉塞性肺疾患患者の運動

能力評価における漸増反復起立

動作テストの有用性）

Acta Physiologica

Hungarica, 101：P421-P428

Journal of Physical

Therapy Science ，25：

P709-P711

Journal of Physical

Therapy Science ，25：

P391-P395

椅座位からの漸増反復起立動作テスト(IRST)が

COPD患者の運動耐容能評価として活用できるかを

検討した．男性COPD患者18例を対象に6分間歩行

距離(6MWD)，漸増シャトルウォーキングテスト

(ISWT)，心肺運動負荷テスト(CEST)，IRSTを測定

した．Peak VO2の比較として，6MWTの予測値と

ISWTの予測値では，ISWTの方が有意に高値で，

6MWTの予測値とIRSTではIRSTの方が有意に高値で

あったが，IRSTとISWT ，IRST，CESTには有意差

を認めなかった．また，CEST-Peak VO2=0.12×起

立回数＋8.26，CEST-Peak VO2=0.02×6MWD＋

3.48，CEST-Peak VO2=0.02×ISWT＋6.48との有意

な回帰式が得られた．IRSTは，客観的な運動耐容

能の把握，運動処方，効果検証が可能になり，

COPD患者の運動耐容能の評価法として活用できる

可能性が示唆された．

（分担執筆者：Horie,J., Ito,K., Haya

shi,S., Fujii,H.,Ishihara,H.,Hori

kawa,E.）

（担当部分：資料収集と考察）
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健康づくりのための運動指針2006に基づく身体活

動促進プログラム(EPAR)の効果を一般的な運動指

針(GEG)とともに明らかにした．対象は製造業に

従事する勤労者で,これら対象者をEPAR群とGEG

群,コントロール群に割り付け,それぞれの介入を

行った．評価項目は生化学検査値，身体組成，膝

進展筋力，運動に対する自己効力感，行動変容ス

テージである.結果より健康づくりのための運動

指針2006に基づく身体活動促進プログラムは運動

への自己効力感を増大させ，生活習慣病予防に寄

与する可能性が示唆された.

（分担執筆者：Asada,F.,Nomura,T.,

Kubota,M.,Ohashi,M.,Ito,K.）

（担当部分：研究の企画およびデザインと論文指

導）

呼吸リハビリテーションの基礎研究として呼気筋

の筋活動パターンを筋電図を用いて呼気抵抗別に

検討した．10%PEmax, 20%PEmax,30%PEmaxの抵抗

を負荷した呼息時の腹直筋と内腹斜筋,外腹斜筋

の活動量を評価した．３つの筋のうち,最も大き

な活動量を示したのは内腹斜筋であった．ただ

し,その活動量は30%PEmaxの負荷であっても

20%MVC以下であった．通常の呼吸筋トレーニング

では30%PEmax程度の負荷が推奨されるが,生理学

的な視点でみた場合,その負荷は弱すぎることが

示唆された．

（分担執筆者：Ito,K., Nonaka,K., Ogaya,S.，

Oogi,A., Matsunaka,C., Horie,J.）

（担当部分：研究の企画およびデザインと論文作

成）

本研究の目的は，虚弱高齢者に対する腹筋トレー

ニングを含んだ6ヵ月間の通所リハの効果を検証

することである．対象者は通所リハ利用中の虚弱

高齢者20名（80.5 ± 6.6歳）とした．対照群は

既存のプログラムとし，介入群は既存プログラム

に1日20回の腹筋トレーニングを含んだ．結果，

片脚立脚時間と5 m最速歩行速度は介入群が有意

に向上した．腹筋トレーニングを含んだ通所リハ

は虚弱高齢者のヘルスプロモーションとして有効

である可能性が示唆された．

（分担執筆者:阿波邦彦，北村智哉，堀江淳，伊

藤健一）

（担当部分：考察と論文作成指導）

8　虚弱高齢者を対象とした腹

筋トレーニングを含む通所リハ

ビリテーションの効果

（査読付）

ヘルスプロモーション理学

療法研究，5：P31-P36

Journal of Electromyo-

graphy and Kinesiology,

28: 76-81

9  Evaluation of a Physical

Activity Promotion Program

Using the "Exercise Guide

2006" Aimed at Preventing

Life style-related Disease

among Working People

（査読付）

（勤労者の生活習慣病予防を目

的としたエクササイズガイド

2006を用いた身体活動促進プロ

グラムの評価）

11　Electrical stimulation

ventilatory feedback

facilitates maintenance of a

prolonged expiration pattern

during exercise: A proof of

concept study in healthy

adults

（査読付）

（電気刺激呼吸フィードバック

は運動中の呼気延長の維持を容

易にする：健常成人における概

念実証試験）

10　Surface electromyogra-

phy activity of the rectus

abdominis, internal

oblique,and external oblique

muscles during forced

expiration inhealthy adults

（筆頭著者）

（査読付）

（健常成人の努力性呼気時にお

ける腹直筋，内腹斜筋，外腹斜

筋の表面筋電図の活動）

Japanease Journal of

Occupational Medicine and

Traumatology, 64: 162-172

本研究の目的は，運動中の呼息を促通させるため

に電気刺激を用いたフィードバック（ESVF）を行

い，その効果と安全性を明らかにすることであ

る．健常成人23名をESVF群と対照群に割り付け

た．対象者は呼吸練習において，呼気延長の呼吸

パターンを練習し，その呼吸法を運動中も維持す

るように指導された．運動中と運動後の呼気/吸

気時間比において対照群と比較してESVF群が有意

に高値を示した．また，ESVFによる副作用が認め

られなかったことからESVFは運動中の呼吸法を習

得させるツールになり得ることが明らかとなっ

た．

（分担執筆者:Yamahara,J.,Ito,K.,Nonaka,K.）

（担当部分：実験の計画立案と考察，論文作成指

導）

Physiotherapy Theory and

Practice，32:P483-P488
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共著 平成29年4月

共著 平成29年11月

共著 平成30年3月

（担当部分：資料収集と考察）

Journal of Physical

Therapy Science, 30:

P467-P473

本研究の目的は，胸腔鏡下手術（VATS）を受けた

患者の運動耐容能の変化とQOLとの関係を明らか

にすることである．VATS後3ヶ月間，肺癌患者36

名を追跡調査し，QOLと身体機能を評価した．QOL

の身体的および社会的側面は，術後有意に減少し

たが，第12週までに回復した．対照的に，身体機

能は術後4週までに回復していた．QOLの変化率と

身体機能に関する変化率との間には有意な相関は

認められなかった．身体機能の回復とQOLの回復

は相関しないことが明らかとなった．

（分担執筆者：Anami,K.，Horie,J.，

Hirayama,Y.，Yamashita,N.，Ito,K.）

本研究の目的は，慢性呼吸器患者における

Physical Activity Scale for the

Elderly(PASE)を用いた身体活動量評価の有用性

を検証することである．対象である50名のCOPD患

者はPASEの回答の後，活動量計を２週間装着し

た．PASE調査は初回回答から１週間後に再度行っ

た．結果はPASEスコアと活動量計カロリーには相

関が認められ，さらに初回PASEスコアと2回目

PASEスコアにも高い相関が認められた．これらの

ことから慢性呼吸器患者に対してPASEが利用でき

ることが明らかとなった．

（分担執筆者:青田絵里，伊藤健一，奥田みゆ

き，濃添建男，堀江淳，石原英樹）

（担当部分：実験の計画立案と考察，論文作成指

理学療法科学，32：

P183-P188

本研究の目的は臥床時の呼吸機能に対するエア

マットレスの悪影響の有無を明らかにすることで

ある.対象は健常者群 19 名と胸郭コンプライア

ンス低下群 10名に対して，エアマットレスと標

準マットレスの 2 つの条件下で臥位にて測定さ

れた呼吸機能を比較した．測定項目は一回換気

量，分時換気量，死腔換気率，呼吸数，呼気時

間， 吸気時間，全呼吸時間，呼気平均流量，吸

気平均流量，吸気における腹部の隆起が開始する

タイミングの 10 項目とした．結果は両群ともに

すべての測定項目でエアマットレス上臥位と標準

マットレス上臥位の間に有意な差は認められな

かった．以上よりエアマットレス導入は呼吸機能

へ悪影響を与えないことが明らかになった.

（分担執筆者:井上貴裕，野中紘士，伊藤健一）

（担当部分：実験の計画立案と考察，論文作成指

13　エアマットレスが臥床中の

呼吸機能へ与える影響

（査読付）

12 慢性呼吸器疾患における

Physical Activity Scale for

the Elderlyを用いた身体活動

量評価の有用性に関する検証

（査読付）

14　Comparison of the pain-

relieving effects of

transcutaneous electrical

nerve stimulation applied at

the same dermatome levels as

the site of pain in the

wrist joint

（査読付）

（手関節疼痛部位と同皮膚節レ

ベルに実施する経皮的電気神経

刺激の鎮痛効果の比較）

Journal of Physical

Therapy Science, 29：

P1996-P1999

15　Changes in exercise

tolerance and quality of

life are unrelated in lung

cancer survivors who undergo

video-assisted thoracic

surgery

（査読付）

（胸腔鏡下手術を受けた肺がん

患者では運動耐容能の変化と

QOLは関係がない

本研究の目的は手関節疼痛部位と同皮膚節レベル

に実施する経皮的電気神経刺激（TENS）の鎮痛効

果を比較検討することである．対象は成人女性

で，熱刺激を手関節に与えて疼痛を出現させてコ

ントロールを設定し，次に同熱刺激を与えつつ対

側の同皮膚節レベルである手関節（CW）へのTENS

実施，手関節背側の疼痛部位と同皮膚節レベルの

頸部（N）へのTENS実施，CWとNの同時両部位

（CWN）へのTENS実施である計3方法での介入を行

い，痛みの程度及び脳血流測定を行った．3つの

介入の痛みの程度は，コントロールに比べ有意に

減少したが，3方法間における痛みの程度の比較

では，いずれの組合せにおいても有意な差は認め

られなかった．効果的なTENSには皮膚節を有効に

活用することも重要であるものと考えられた．

（分担執筆者：Kawamura,H.,Nishigami,T.,

Yamamoto,A.,Tsujishita,M.,Ito,K., Ohya,N.,

Takagi,M.)

（担当部分：資料収集と考察）

日本呼吸ケア・リハビリ

テーション学会誌，26：

P495-P501
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17　Potential of muscles to

accelerate the body during

late-stance T forward

progression in individuals

with knee osteoarthritis

（査読付）

（変形性膝関節症患者における

立脚後期の前進中に体幹を加速

するための筋の潜在性）

Human Movement Science,

61:P109-116

本研究では，加速度の減少が上腕三頭筋による前

方進行の筋電位の低下と関連しているかどうかを

明らかにするために，前方への身体重心加速度お

よび筋電位に対する個々の筋の寄与を分析した．

対象は膝OA患者12人と健常者12人である．誘導加

速度分析を使用して，各筋肉が70〜100％の立脚

期の間に前方への身体重心加速にどのように寄与

したかを分析した．次に，前方への身体重心加速

度の筋電位を算出した．膝OA患者は健常者と比較

してヒラメ筋，腓腹筋，および腸腰筋で有意に低

い前方への身体重心加速度を示した．これらの所

見は，前進に対するヒラメ筋の寄与を改善するこ

とが後期立脚期の間に膝OA患者の歩行速度を高め

るのに有効であることが明らかとなった．

（分担執筆者：Ogaya,S.,Kubota,R.,Chujo,Y.,

Hirooka,E.,Ito,K.,Kim,K.,Hase,K.）

（担当部分：研究デザインと考察）

18　Endurance exercise

increases the protein levels

of PGC-1α and respiratory

chain complexes in mouse

skeletal muscle during

atorvastatin administration

（査読付）

（アトルバスタチン投与中の持

久力運動はマウス骨格筋のPGC-

1αと呼吸鎖複合体タンパク質

を増加させる）

アトルバスタチン（AS）の投与中に，マウスの持

久力運動が骨格筋のミトコンドリア順応および筋

肉損傷を誘発するか否かを調査した．雄のマウス

を３つの群のうちの１つに割り当てた：対照

（Con），スタチン（Sta），またはスタチンおよ

び運動(Sta＋Ex)．そしてASを投与し，トレッド

ミル上で8週間運動を行った．大腿四頭筋におけ

るミトコンドリア関連タンパク質PGC-1α，およ

び呼吸鎖複合体（COX）I-V，および筋肉損傷マー

カーである血清クレアチンキナーゼのレベルを計

測した．PGC-1αおよびCOX I-VはStaおよびConの

群と比較して，Sta＋Exの群で増大した．血清ク

レアチンキナーゼレベルは同様であった．これら

のことからマウスにおける持久力運動はAS投与中

に，筋肉損傷を引き起こさずに骨格筋におけるミ

トコンドリア順応を誘導することが明らかとなっ

た．

（分担執筆者：Nonaka, K.,Ozaki, Y.,

Ito,K.,Sakita,M.,Une,S.,Akiyama,J.）

（担当部分：研究デザインと考察）

心臓リハビリテーション(心リハ)における，冠状

動脈バイパス術後(CABG)患者と急性心筋梗塞

(AMI)患者の運動耐容能改善予測因子を検討し

た．CABG後患者(61例)では，等尺性膝伸展筋力の

変化率(β=0.39,p<0.01)，ヘモグロビン値の変化

値(β=0.23,p<0.05)，心リハ開始時の脳性ナトリ

ウム利尿ペプチド値(β=-0.37, p<0.01)が運動耐

容能改善予測因子であった．一方，AMI患者(91

例)では心リハ開始時の運動耐容能(%予測値)(β

=-0.43, p<0.01)が唯一の運動耐容能改善予測因

子であった．

（分担執筆者：Suzuki,Y.，Ito,K.，

Yamamoto,K.，Fukui,N.，Yanagi,H.，

Kitagaki,K.，Konishi,H.，Arakawa,T.，

Nakanishi,M.，Goto,Y.）

（担当部分：研究デザインと解析，考察）

理学療法，30巻：P176-P1801　内部障害に対する運動療法

における臨床推論と臨床判断

「内部障害に対する運動療法における臨床推論と

臨床判断」について解説した．具体的には臨床推

論と臨床判断の意義・要点，臨床推論と臨床判断

を的確に行うための基本的知識の整理と留意点に

ついて図を用いて解説した．

（分担執筆者：伊藤健一）

（担当部分：企画と論文作成）

2　他科で役立つこんな時のリ

ハ処方

4.呼吸器内科・呼吸器外科−呼

吸リハを中心に

Journal of Clinical

Rehabilitation，22巻：

P1211-P1217

16　Predictors of

improvements in exercise

capacity during cardiac

rehabilitation in the

recovery phase after

coronary artery bypass

graft surgery versus acute

myocardial infarction

（査読付）

（回復期心臓リハビリテーショ

ンにおける運動耐容能改善予測

因子の検討-冠状動脈バイパス

術後患者と急性心筋梗塞患者の

比較-）

Heart and Vessels, 33:

P358-P366

The Journal of

Physiological Sciences,

69: P327-333

呼吸リハビリテーションを処方するにあたり必須

となる以下の点についてまとめた．１）リハの適

応者と評価，対応，２）注意点，３）主治医のリ

ハ依頼の目的や期待，４）リハ依頼の多い疾患の

概略，５）症例とその効果

（分担執筆者：石田健司，野村卓生，伊藤健一）

（担当部分：情報収集とデータ提供）
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24名の高齢COPD患者を対照群と呼息時低周波電気

刺激群に割り付け，安静時および運動時の換気機

能について，呼息時低周波電気刺激の効果を検証

した．結果より呼息時低周波電気刺激は換気機能

を有意に改善することが明らかとなった．

（共同発表者：Ito,K.,Nozoe,T.,Okuda,M.,

Nonaka,K.,Horie,J.,Kawamura,H.）

（担当部分：研究企画と資料の収集，データ解

析，学会発表）

2　Effects of phasic

electrical stimulation

during expiration in elderly

patients with chronic

obstructive pulmonary

disease: A randomised

control trial

（高齢COPD患者における呼息時

電気刺激の効果：ランダム化試

験）

17th Congress of the

Asian Pacific Society of

Respirolory (Hong Kong)

World Confederation for

Physical Theraty Congress

2015（Singapore）

3　CORRELATING FACTORS OF

EXERCISE CAPACITY

IMPROVEMENT AFTER CARDIAC

REHABILITATION IN POST-

CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT

SURGERY PATIENTS

（冠動脈バイパス術後患者にお

ける心臓リハビリテーション後

の運動能力改善の関連因子）

1　Effects of Phasic

Electrical Stimulation

during Expiration in Elderly

Chronic Obstructive

Pulmonary Disease: A Pilot

Study

（高齢COPD患者に対する呼息時

電気刺激の効果）

24名の高齢COPD患者を対照群と呼息時低周波電気

刺激群に割り付け，安静時および運動時の換気機

能について，呼息時低周波電気刺激の効果を検証

した．結果より呼息時低周波電気刺激は換気機能

を有意に改善することが明らかとなった．

（共同発表者：Ito,K.,Nozoe,T.,Okuda,M.,

Nonaka,K.,Horie,J.,Kawamura,H.）

（担当部分：研究企画，資料の収集，データ解

析，学会発表）

心臓リハビリテーション(心リハ)に参加した冠動

脈バイパス術(CABG)後患者の運動耐容能改善関連

因子を検討した．対象は，CABG後に3か月間の心

リハプログラムに参加した61例とした．対象には

心リハ前後で，運動負荷試験，膝伸展筋力測定，

体組成測定，血液データ測定が行われた．多変量

解析の結果，膝伸展筋力の変化率(β＝0.51, P＜

0.05)と換気効率(VE/VCO2 slope)の変化率(β＝-

0.67, P＜0.01)が運動耐容能改善の独立した関連

因子であることが明らかとなった．

（共同発表者：Suzuki,Y.,Hieda,M.,

Fujiwara,R.,Yamamoto,K.,Fukui,N.,Konishi,H.A

rakawa,T.,Kumasaka,R.,Nakanishi,M.,

Fukui,S.,Nakao,K.,Ohara,T.,Noguchi,

T.,Yanase,M.,Ito,K.,Goto,Y.）

（担当部分：計画と考察，研究指導）

European Respiratory

Society Annual Congress

2013 (Barcelona)

3　他職種で作成したハイフ

ローシステムマニュアル

日本呼吸ケア・リハビリ

テーション学会誌，27巻：

P146-P152

呼吸不全の新しい治療法であるハイフロー療法で

用いるハイフローシステムの設定や取り扱い方に

ついて，医師や看護師，理学療法士，薬剤師，臨

床工学技士がそれぞれの視点からわかりやすくま

とめた．

（分担執筆者：奥田みゆき，田中順哉，福田康

二，木戸悠人，清水学，上田耕平，辻是道，加治

木幸，有満道子，前田里美，伊藤健一，大木敦

司，高橋留佳，野原隆司）

（担当部分：リハビリテーション部分の企画と校

正）
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- 平成28年9月

- 平成29年9月

 〈国内学会〉

- 平成22年7月 第16回日本心臓リハビリ

テーション学会

（鹿児島）

重症慢性心不全患者において下肢の低強度レジス

タンストレーニングを併用した運動療法の安全性

と効果について，臨床所見および運動耐容能を比

較対象試験により検討した.結果，低強度レジス

タンストレーニングを併用したプログラムは重症

慢性心不全患者において運動耐容能の改善を促進

し，安全であることが明らかとなった．

（共同発表者：安達裕一，福井教之，小西治美，

伊藤健一，中西道郎，高濱博幸，簗瀬正伸，相原

直彦，野口輝夫，後藤葉一）

（担当部分：治療介入およびデータ収集）

呼気筋の筋活動パターンを筋電図を用いて呼気抵

抗別に検討した．10%PEmax, 20%PEmax,30%PEmax

の抵抗を負荷した呼息時の腹直筋と内腹斜筋,外

腹斜筋の活動量を評価した．３つの筋のうち,最

も大きな活動量を示したのは内腹斜筋であった．

ただし,その活動量は30%PEmaxの負荷であっても

20%MVC以下であった．通常の呼吸筋トレーニング

では30%PEmax程度の負荷が推奨されるが,生理学

的な視点でみた場合,その負荷は弱すぎることが

示唆された．

（共同発表者：Ito,K.,Nonaka,K.,Ogaya,S.,

Horie,J.）

（担当部分：データの解析，考察，学会発表）

本研究の目的はマスクを用いたスパイロメトリの

妥当性と再現性を明らかにすることである．筒型

マウスピースの代わりにマスクを用いて肺機能を

測定した結果，妥当性と再現性が確認できた．こ

のことから，スパイロメトリの際に筒型マウス

ピースの代わりにマスクを用いることが可能であ

ると考えられた．但し，データの取り扱いに関し

ては一次回帰式で補正する必要がある．また，今

回の結果は安静時計測の結果であり，背景に記し

た運動時評価における妥当性と再現性の検討は今

後の課題である．

（共同発表者：Ito,K., Nonaka,K., Takeda,S.,

Nishikawa, T.,Anami,K., Horie,J.,

Tsujishita,M., Kawamura,H.）

（担当部分：データの解析，考察，学会発表）

European Respiratory

Society Annual Congress

2016 (London)

6　Assessment of the

mechanism underlying the

improvement in ventilation

efficiency induced by phasic

electrical stimulation

during expiration in

patients with chronic

obstructive pulmonary

disease.

（慢性閉塞性肺疾患患者に対す

る呼息時電気刺激がもたらす換

気効率の改善機序）

本研究の目的はCOPD患者に対する呼息時電気刺激

（PESE）が換気効率を改善する機序を明らかにす

ることである．対象は35名の外来COPD患者で電気

刺激を行わない，電極を設置しただけの群（sham

control）と呼息筋である腹直筋に対して電気刺

激を行う群（R-PESE），呼息に関係の無い腕橈骨

筋に対し電気刺激を行う群（B-PESE）の３群に無

作為に割り付けた．各群とも安静時の換気機能指

標の計測の後，各群の介入下に軽い運動を行い換

気機能指標を計測した．本研究の結果よりPESEの

効果は呼息筋に対する機能的電気刺激としての効

果ではなく，呼息を促すbiofeedbackの効果であ

ることが明らかとなった．

（共同発表者：Ito,K., Nonaka,K., Nozoe,T.,

Shiranita,S.,Horie,J.,Shimizu,G.,Ogi,A.,

Okuda,M.,Watanabe,N.）

（担当部分：データの解析，考察，学会発表）

European Respiratory

Society Annual Congress

2017 (Milan)

4　Electromyography Activity

of the Rectus Abdominis,

Internal Oblique, and

External Oblique Muscles

During Forced Expiration in

Healthy Adults

（健常成人における努力性呼気

時の腹直筋，内腹斜筋と外腹斜

筋の筋電活動）

5　Validity and Intra-class

Reliability of Spirometry

Using a Mask Instead of  a

Mouthpiece

（マウスピースの代わりにマス

クを用いたスパイロメータの信

頼性と妥当性）

European Respiratory

Society Annual Congress

2015 (Amsterdam)

1　重症慢性心不全における低

強度レジスタンストレーニング

併用の効果と安全性に関する検

討
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- 平成22年10月

- 平成23年5月

- 平成23年7月

- 平成23年11月

慢性呼吸器疾患患者50例を対象に，Physical

Activity Scale for the Elderly日本版（以下

PASE）の再現性および妥当性を検討した．妥当性

検討の方法には，３次元加速度センサ搭載の活動

量計を装着し活動消費カロリーを計測した．

その結果，PASEスコア総点は104.7±71.1点，活

動量計による活動消費カロリーは375.6±161.6

kcal/dayであった．妥当性を示すPASEスコアと活

動消費カロリーの相関（r=0.51，p＜0.01）およ

び，再現性を示す1回目と2回目のPASEスコアの相

関（ICC=0.61，p＜0.01）は共に有意に高い相関

関係が認められ，慢性呼吸器疾患においてPASEの

使用が可能であることが明らかとなった．

（共同発表者：青田絵里，伊藤健一，野村卓生，

浅田史成，堀江淳，濃添建男，奥田みゆき，相良

憲幸，石原英樹）

（担当部分：データの解析，考察，研究指導）

COPD患者を対象にNIRSを用いて運動中の下肢筋酸

素動態を測定し，酸素摂取量との関連について検

討した．対象はCOPD患者10名とし，ランプ負荷で

の呼気ガス分析と並行して外側広筋で組織酸素飽

和度(StO2)，筋酸素抽出率(MOER)を測定した．

VO2とStO2，SpO2は全例で有意な負の相関を示し

た．VO2とHR，MOERは全例で有意な性の相関を示

した．COPD患者においても骨格筋酸素動態がHR，

SpO2同様にVO2に影響することが示された．運動

制限因子がMOERであるならば骨格筋トレーニング

を主としたプログラムの構成が必要であることが

示唆された．

（共同発表者：田平一行，藤井宏匡，相田利雄，

伊藤健一，堀江淳）

（担当部分：分析，考察）

COPD患者の呼気に対する機能的電気刺激（以下

FES）の効果を一症例において検討した．80歳男

性のCOPD患者に対し，運動のみを遂行した場合

と，FESを行いながら運動を遂行した場合の換気

機能等を比較し，その影響について検討した．安

静時，運動時ともにFESの介入により一回換気量

が増大し，呼吸数が減少した．本対象者において

は，呼気に対するFESにより安静時および運動時

の換気効率を改善することができた．

（共同発表者：伊藤健一，濃添建男，平瀬智，奥

田みゆき）

（担当部分：研究計画と解析）

第46回日本理学療法学術大

会（宮崎）

2　慢性呼吸器疾患患者に対す

るPhysical Activity Scale

for Elderly日本版を用いた身

体活動量評価の有用性に関する

研究

第20回日本呼吸ケア・リハ

ビリテーション学会学術集

会（鹿児島）

第23回大阪府理学療法学術

大会（大阪）

我々が開発した座位有酸素運動プログラムにおい

て80bpmと160bpmの異なる２つの運動テンポを設

定し，強度とエネルギー消費比較検討した．運動

強度は両テンポとも有酸素運動の範囲であった．

一方，総エネルギー消費量では160bpm，脂肪酸化

比・脂肪酸化量では80bpmが有意に高い値を示し

た．我々が開発した座位有酸素運動プログラムに

おいては目的に応じて運動テンポを設定する必要

性が示唆された．

（共同発表者：弓田真梨子，久川舞，真伏美和，

浅田史成，青田絵里，伊藤健一）

（担当部分：データの解析，考察，研究指導）

3　慢性閉塞性肺疾患患者にお

ける骨格筋酸素動態と酸素摂取

量への影響

4　改良版座位有酸素運動プロ

グラムの運動テンポ別にみた強

度，ならびにエネルギー消費に

関する研究

5　COPD患者の呼気に対する機

能的電気刺激の効果－シングル

ケースによる検討－

第21回日本呼吸ケア・リハ

ビリテーション学会学術集

会（松本）
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- 平成24年5月

- 平成24年5月

- 平成24年5月

- 平成24年11月

我々が開発した座位有酸素運動プログラムの中で

設けられているセッション毎の換気指標や動作に

応じた特徴を明らかにすることを目的に研究を

行った．対象である健常女子大学生20名を運動ス

ピード80bpm群と160bpm群の２群に割り付け，CPX

と割り付けられたスピードでの運動を実施した．

その際のV02とTV，Rを測定し比較検討した．結果

より我々が開発した座位有酸素運動プログラムに

おいては運動部位や体幹の使用量の違いがV02や

換気量に影響を及ぼすことが明らかとなった．

（共同発表者：弓田真梨子，山原純，久川舞，伊

藤健一）

（担当部分：データ収集とその解析，考察，研究

指導）

我々が開発した座位有酸素運動プログラムの運動

強度，身体使用部位の違いが糖・脂肪代謝に与え

る影響について検証した．健常成人20名は運動テ

ンポ80 bpm群と160 bpm群に割付けられ，各々の

運動プログラムを遂行した．今回用いたプログラ

ムで脂肪を選択的に燃焼するには，低強度（80

bpm）の下肢を中心とした運動が最適であるこ

と，糖を選択的に燃焼するには身体使用部位に関

わらず高強度（160 bpm）の運動を行うことが適

切であることが明らかとなった．

（共同発表者：山原純，弓田真梨子，伊藤健一）

（担当部分：データ収集とその解析，考察，研究

指導）

本研究の目的は，運動中の呼息を促通させるため

に電気刺激を用いたフィードバック（ESVF）を行

い，その効果と安全性を明らかにすることであ

る．健常成人23名をESVF群と対照群に割り付け

た．対象者は呼吸練習において，呼気延長の呼吸

パターンを練習し，その呼吸法を運動中も維持す

るように指導された．運動中と運動後の呼気/吸

気時間比において対照群と比較してESVF群が有意

に高値を示した．また，ESVFによる副作用が認め

られなかったことからESVFは運動中の呼吸法を習

得させるツールになり得ることが明らかとなっ

た．

（共同発表者：山原純, 野中紘士, 藤川薫,

小川和哉, 伊藤健一）

（担当部分：実験の計画立案と考察，論文作成指

導）

第47回日本理学療法学術大

会（神戸）

第22回日本呼吸器ケア・リ

ハビリテーション学会学術

集会（福井）

第47回日本理学療法学術大

会（神戸）

6　我々が開発した座位有酸素

運動プログラムの換気指標にお

ける特徴

第47回日本理学療法学術大

会（神戸）

8　神経・筋機能制御を目的と

した物理療法と運動療法の複合

効果　呼吸理学療法における治

療的電気刺激と運動

7　我々が考案した座位有酸素

運動プログラムにおける糖・脂

肪代謝の検証　運動強度と身体

使用部位に着目して

「神経・筋機能制御を目的とした物理療法と運動

療法の複合効果：呼吸理学療法における治療的電

気刺激と運動」といった視点で，我々が開発して

きた呼息時低周波電気刺激の効果や課題，将来展

望などについて提示した．

（伊藤健一）

（担当部分：研究企画と資料の収集，データ解

析，発表）

9　運動時換気および呼吸時間

に対する呼息時低周波電気刺激

の効果-健常仁による予備的検

討-
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- 平成24年11月

- 平成25年5月

- 平成26年9月

- 平成26年9月

本研究の目的は，胸腔鏡下肺葉切除術（以下，

VATS）後1ヵ月時におけるATポイントでのMETsの

差異で術前の身体機能に違いがあるか検証するこ

とである．対象はVATSが施行された23名，年齢

70.5±7.3歳であった．3.1METs以上群（12名）と

3METs以下群（11名）に分け術前身体機能を比較

した結果，3METs以下群は有意に体重比膝伸展筋

力が低値を認めたが，それ以外には有意差を認め

なかった．結果より術後に安全かつ効率的な運動

ができるためには下肢筋力が重要であることが明

らかとなった．

（共同発表者：阿波邦彦，平山善康，堀江淳，太

田垣あゆみ，松井萌恵，田中宇大，山下直己，伊

藤健一）

（担当部分：計画と考察，研究指導）

第22回日本呼吸器ケア・リ

ハビリテーション学会学術

集会（福井）

トレッドミルを用いた屋内有酸素運動中の「映像

視聴」が及ぼす身体への影響について検討した．

24名の健常女子大学生を映像視聴「あり」群と

「なし」群の２群に割り付けトレドミル歩行を行

い,疲労指標や呼吸代謝指標,換気能力指標を測定

した．身体的疲労感と精神的疲労感はともに2群

間で有意な差は認められなかった．一方で

VO2,METS,EEについては,いずれも「あり」群が

「なし」群に比べ有意に高い値を示した．本研究

結果から,運動中の映像視聴は映像「なし」での

運動と変わらぬ疲労感で効率の良い運動が可能と

なることが示唆された．

（共同発表者：小西隆幸，杉山友香，谷口結子，

藤井愛美，野中紘士，伊藤健一）

（担当部分：計画と考察，研究指導）

11　高齢COPD患者に対する呼息

時低周波電気刺激の効果

第48回日本理学療法学術大

会

（名古屋）

24名の高齢COPD患者に対して呼息時低周波電気刺

激（PESE）を用い，その効果を，安静時および運

動時の換気機能や酸素摂取量に着目し検討した．

本研究の結果よりPESEが安静時および運動時の換

気効率を改善することが明らかとなった．また，

その際にはPESEが仕事量増大の指標になり得る

VO2／Wの増大を誘発しないことが証明された．

（共同発表者：伊藤健一，野中紘士，濃添建男，

奥田みゆき，川村博文）

（担当部分：研究企画と資料の収集，データ解

析，学会発表）

12　胸腔鏡下肺葉切除術

（VATS）後1ヵ月時におけるAT

ポイントでのMETsの差異で術前

の身体機能に違いはあるか？

第33回日本臨床運動療法学

会学術集会（大阪）

13　室内有酸素運動における映

像の効果

第33回日本臨床運動療法学

会学術集会（大阪）

24名の高齢COPD患者を対照群と呼息時低周波電気

刺激群に割り付け，安静時および運動時の換気機

能の変化から，呼息時低周波電気刺激の効果を検

証した．結果より呼息時低周波電気刺激は換気機

能を有意に改善することが明らかとなった．

（共同発表者：伊藤健一, 野中紘士, 濃添建男,

奥田みゆき）

（担当部分：研究企画と資料の収集，データ解

析，学会発表）

10　高齢COPD患者に対する呼息

時低周波電気刺激の効果
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- 平成26年10月

- 平成27年6月

- 平成27年6月

- 平成27年7月

本研究は，VATS前後から術後1ヵ月にかけての身

体能力および健康関連QOLの変化を前向きに検討

した．対象は30名で年齢72.3±7.2歳であった．

反復測定分散分析の結果，呼吸機能は低下したま

まだが，運動耐容能は術後1ヵ月で術前の値まで

回復することが示唆された．しかしながら，健康

関連QOLは1ヵ月では完全に回復しないことが明ら

かとなった．そのため退院前指導をはじめとした

健康関連QOLを考慮した指導等の必要性が示唆さ

れた．

（共同発表者：阿波邦彦，平山善康，山下直己，

堀江淳，太田垣あゆみ，松井萌恵，出見世真人，

佃陽一 ，伊藤健一）

（担当部分：計画とその解析，考察，研究指導）

本研究の目的は透析関連低血圧患者の特徴を明ら

かにすることである．対象は当院外来透析患者の

うち，研究の同意が得られた高齢心不全患者14名

とし，透析中に収縮期血圧が20mmHg以上低下し，

100mmHg未満となる血圧低下群7名と対照群7名の2

群に分け，身体機能などを比較検討した．対照群

と比較し，血圧低下群では蛋白異化率が有意に低

値であったことから，透析関連低血圧患者の特徴

として，蛋白摂取量が低い傾向であり栄養障害の

あることが示唆された．

（共同発表者：山下真由子，寺崎珠，中瀬理恵，

杉本篤子，木下千春，神田豊子，伊藤健一）

（担当部分：データの解析，考察，研究指導）

第24回呼吸ケア・リハビリ

テーション学会学術集会

（奈良）

健常者を対象に，エアマットレスが臥床中の呼吸

機能に与える影響を明らかにした．対象者にはエ

アマットレスと標準マットレス上にて臥位を取ら

せ，一回換気量，呼吸数などの呼吸機能を測定し

比較した．エアマットレス上臥位と標準マットレ

ス上臥位の間で呼吸機能に有意差は認められな

かった．胸郭のコンプライアンスの良い者につい

てはエアマットレスを使用しても，呼吸機能に変

化を及ぼさないことが明らかになった．

（共同発表者：井上貴裕，伊藤健一，野中紘士）

（担当部分：計画とその解析，考察，研究指導）

15　胸腔鏡下肺葉切除術後患者

における身体能力および健康関

連QOLの縦断的変化の検証

第50回日本理学療法学術大

会

（東京）

16　強制呼気筋の強度別筋活動

パターンの解明：無作為割付，

シングルブラインドによる検討

第50回日本理学療法学術大

会

（東京）

呼吸リハビリテーションにおける呼吸筋トレーニ

ングを効率良く実施するために,強度別筋活動パ

ターンを筋電図を用いて検討した．10%PEmax,

20%PEmax,30%PEmaxの抵抗を負荷した呼息時の腹

直筋と内腹斜筋,外腹斜筋の活動量を評価した．

３つの筋のうち,最も大きな活動量を示したのは

内腹斜筋であった．ただし,その活動量は

30%PEmaxの負荷であっても20%MVC以下であった．

通常の呼吸筋トレーニングでは30%PEmax程度の負

荷が推奨されるが,生理学的な視点でみた場合,そ

の負荷は弱すぎることが示唆された．

（共同発表者：大木敦司，松中千明，野中紘士，

伊藤健一）

（担当部分：データの解析，考察，研究指導）

17　心不全を伴う透析関連低血

圧患者の特徴（第1報）

第21回日本心臓リハビリ

テーション学会学術集会

（福岡）

14　エアマットレスが臥床時の

「換気」を制限するか：健常者

による基礎的研究
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本研究は，胸腔鏡下胚葉切除術を受ける肺がん患

者に対し，術前から術後3ヵ月にかけて健康関連

QOLおよび身体能力の変化を前向きに検証した．

結果，肺がん患者の身体能力は術後1カ月足らず

で回復することが確認できたが，健康関連QOL

（SF-36 PCS）は術前の状況まで回復するのに3ヵ

月以上を要することが明らかとなった．つまり，

身体能力を維持・向上させるだけでは健康関連

QOL対策としては不十分であることが示唆され

た．

（共同発表者：阿波邦彦，平山善康，山下直己，

堀江淳，太田垣あゆみ，松井萌恵，出見世真人，

佃陽一， 伊藤健一）

（担当部分：データの解析，考察）

心臓リハビリテーション(心リハ)に参加した冠動

脈疾患(CAD)患者の体重増加について検討した．

心リハ後に体重が増加した50例のうち膝伸展筋力

改善10%以上の18例を筋力増加群，10%未満の32例

を増加不良群とした．両群ともに膝伸展筋力と骨

格筋量 は心リハ後に有意に増加したが，各増加

率は筋力増加群が不良群より有意に大きかった．

さらに，筋力増加群では体脂肪量は不変で，運動

耐容能が有意に改善したが，不良群では体脂肪量

が有意に増加し，運動耐容能に有意な増加は見ら

れなかった．下肢筋力増加を伴う体重増加は「良

い体重増加」であることが明らかとなった．

（共同発表者：鈴木裕二，山本壱弥，福井教之，

柳英利，北垣和史，小西治美，稗田道成，藤原玲

子，荒川鉄雄，熊坂礼音，福井重文，大原貴裕，

簗瀬正伸，中尾一泰，中西道郎，伊藤健一，後藤

葉一）

（担当部分：計画と考察，研究指導）

透析低血圧患者の血圧や運動機能が３か月間低負

荷レジスタンストレーニング（RT）により改善す

るかを検討した。血圧については，変化は認めら

れなかった．歩行速度については，介入前後で対

照群で有意な低下が認められたが，RT群では維持

された．また，身体活動量については，介入前後

で対照群では有意な変化は認められなかったが，

RT群では有意な増加が認められた．運動に対する

行動変容ステージについても，RT群では介入前後

で有意に増加し，運動に対するアドヒアランスの

有意な改善が認められた．結果より今回のRTが運

動機能の維持や身体活動量，運動に対するアドヒ

アランスの改善において有用であることが明らか

となった．

（共同発表者：山下真由子，木下千春，

伊藤健一）

（担当部分：データの解析，考察）

第51回日本理学療法学術大

会

（札幌）

21　食道がん切除再建術後患者

の生存期間に影響を及ぼす因子

の検討―手術後におけるQOL，

身体機能改善への後追試的研究

―

第6回日本腎臓リハビリテー

ション学会 (岡山)

第51回日本理学療法学術大

会

（札幌）

20　肺がん患者の健康関連QOL

と身体能力の術後回復過程

食道がん切除再建術後患者の生存期間に関与する

因子を対象の36名を生存群・死亡群に分け比較検

討した．結果，術後1年でのAlbが死亡群で低値，

術前のがん進行度が重症な者ほど生存期間が短

かった．死亡群で生存期間が術後1年程の者も多

く．術後におけるパラメータからは生存期間予測

は困難であった．がん進行度が重症であれば，術

後の生存期間が短い可能性があり，周術期から生

存期間も考慮した理学療法を実施する必要性があ

る．

（共同発表者：髙畑晴行，脇田正徳，伊藤健一，

金光浩，長谷公隆）

18　冠動脈疾患患者の心臓リハ

ビリテーション後の体重増加は

全て悪か？：筋力・体組成から

の検討

第21回日本心臓リハビリ

テーション学会学術集会

（福岡）

19　透析低血圧患者における透

析施行中の低負荷レジスタンス

トレーニングの効果
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- 平成28年7月

- 平成28年10月

- 平成28年10月 本研究の目的はマスクを用いたスパイロメトリの

妥当性と再現性を級内相関やブランド・アルトマ

ンプロットにより明らかにすることである．筒型

マウスピースの代わりにマスクを用いて肺機能を

測定した結果，妥当性と再現性が確認できた．こ

のことから，スパイロメトリの際に筒型マウス

ピースの代わりにマスクを用いることが可能であ

ると考えられた．但し，データの取り扱いに関し

ては一次回帰式で補正する必要がある．また，今

回の結果は安静時計測の結果であり，背景に記し

た運動時評価における妥当性と再現性の検討は今

後の課題である．

（共同発表者：伊藤健一，野中紘士，武田匠平，

西川剛史，奥田みゆき）

（担当部分：データの解析，考察，発表）

22　減量に成功した肥満を有す

る冠動脈疾患患者の運動耐容能

変化が筋力・体組成に及ぼす影

響

23　食道がん患者における術前

の運動習慣と 術後呼吸機能・

健康関連QOLとの関連

第26回呼吸ケア・リハビリ

テーション学会学術集会

（横浜）

第26回呼吸ケア・リハビリ

テーション学会学術集会

（横浜）

第22回日本心臓リハビリ

テーション学会学術集会

（東京）

24　マスクを用いたスパイロメ

トリの妥当性と信頼性

本研究の目的は食道がん患者における運動習慣が

身体機能，QOLに与える影響を検討することであ

る．食道がん切除術を受ける15名の患者に対し，

手術前と退院時の行動変容ステージ，膝伸展筋

力，6分間歩行距離，咳嗽時最大呼気流量

（PCF），最大呼気流量（PEF），健康関連QOLを

測定した．結果を運動実行群と非実行群の2群に

分けて検討した．運動習慣と術後のQOLに関連性

は認められなかったが，運動習慣のある者は術前

PCF・PEF，術後PEFが有意に高かった．このこと

から，運動習慣は食道がん術後経過に良い影響を

及ぼす可能性が示唆された．

（共同発表者：髙畑晴行，濱田真一，金光浩，伊

藤健一，長谷公隆）

（担当部分：データの解析，考察）

心臓リハビリテーション参加後に減量したBMI25

以上の肥満を有する冠動脈疾患患者50例を，運動

耐容能(PVO2) 増加率が5%以上の33例(PVO2改善

群)と，5%未満の17例(非改善群)に分け，体組

成，筋力変化を比較した．PVO2改善群では，PVO2

改善(改善率 +17%，p＜0.01)に伴い，下肢筋肉量

(15.4→15.8kg，p＜0.01)と膝伸展筋力(41.4→

44.4kg，p＜0.01)が有意に改善したのに対し，

PVO2非改善群(PVO2改善率 -4%, NS)では下肢筋肉

量，膝伸展筋力とも有意な増加を示さなかった．

（共同発表者：鈴木裕二，福井教之，山本壱弥，

柳英利，北垣和史，伊藤健一，小西治美，稗田道

成，藤原玲子，渡慶次竜生，伊達歩，熊坂礼音，

荒川鉄雄，中西道郎，大原貴裕，高潮征爾，中尾

一泰，福井重文，簗瀬正伸，後藤葉一）

（担当部分：データの解析，考察）
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- 平成28年12月

- 平成29年2月

- 平成29年5月

今回，高度心機能低下若年DCM症例の心臓リハビ

リテーション（心リハ）を経験した．症例は25歳

女性，23歳時にDCMと診断され，今回心不全増悪

にて入院となった．心リハ開始時の左室駆出率は

25%，BNP980pg/mlであった．心リハ実施中に血圧

低下，眩暈がしばしば出現し，心リハ進行が困難

であった．そこで，運動メニューの順序として有

酸素運動の実施前に低強度レジスタンストレーニ

ングを先行させたところ，低血圧症状は軽減し，

心リハ3ヶ月終了時にはPeakVO2が＋37.7%，等尺

性膝伸展筋力が＋17.9%と良好に増加した．

（共同発表者：鈴木裕二，伊藤健一，福井教之，

山本壱弥，柳英利，北垣和史，小西治美，渡慶次

竜生，伊達歩，熊坂礼音，荒川鉄雄，三浦弘之，

長谷川拓也，中尾一泰，福井重文，簗瀬正伸，中

西道郎，後藤葉一）

（担当部分：データの解析，考察，発表）

日本心臓リハビリテーショ

ン学会第2回近畿地方会

（大阪）

本研究の目的は変形性膝関節症患者が歩行中にど

の筋を使って膝を伸展させるのかを調べ，代償動

作のパターンを分類することである．計測された

歩行の運動学・運動力学データを元に多関節運動

モデルを用いたシミュレーション解析を行った結

果，１．大殿筋の活動増加，２．ヒラメ筋の活動

増加，3．前脛骨筋の活動減少，の3つの膝伸展代

償パターンに分類できることがわかった．また，

大殿筋で膝伸展を代償するパターンは他2群より

も歩行速度が高いことがわかった．この結果よ

り，大殿筋による大腿骨の後方回旋で膝を伸展さ

せる作用が，変形膝関節症患者の歩行速度を維持

するのに重要であることが明らかとなった．

本発表で学術大会賞を受賞している．

（共同発表者：小栢進也，久保田良，中條雄太，

金光浩，伊藤健一，長谷公隆）

（担当部分：研究デザイン，考察）

本研究の目的は食道がん患者における手術前の身

体活動量が，術後の身体機能,健康関連QOLに与え

る影響を検討することである．術前の活動量が1

日3METs･時間以上の活動している群の方が，以下

の群よりも手術前では等尺性膝伸展筋力，6分間

歩行距離，身体的QOLサマリースコアが有意に高

く，術後では等尺性膝伸展筋力のみ有意に高い結

果となった．食道がん切除再建術は高侵襲を伴う

手術であるため，身体機能のなかでも心肺機能と

関連する運動耐容能の低下がQOLの低下に影響す

る可能性がある．今後は，術前，周術期，退院後

において運動耐容能を高めるための理学療法介入

の有効性について検討する必要がある．

（共同発表者：髙畑晴行，濱田真一，清水遼子，

脇田正徳，金光浩，伊藤健一）

 （担当部分：研究の計画立案と考察，指導）

25　筋骨格シミュレーション解

析を用いた変形性膝関節症患者

の歩行時膝伸展パターン分類

第3回日本運動器理学療法学

会学術集会（金沢）

26　運動メニューの順序変更が

心臓リハビリテーションの円滑

な進行に有効であった高度心機

能低下DCMの一例

第52回日本理学療法学術大

会（千葉）

27　食道がん切除再建術患者に

おける術前身体活動量が術後の

身体機能と健康関連QOLに与え

る影響
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第36回日本臨床運動療法学

会（大阪）

第66回共済医学会学術

集会（京都）

29　体重200kgを超える肥満肺

胞低換気症候群の症例を如何に

運動療法に繋げるか

体重が200kgを超える肥満肺胞低換気症候群患者

に対し，理学療法の位置づけを考察しながら減量

できた症例の経過について報告した．症例は30歳

男性，体重は239kgでBMIは78であった．入院当初

より低酸素血症と肺高血圧症，重度右心不全が認

められた．動作レベルは寝返り，起き上がりが何

とかできる程度であった．減量目的の介入が不可

欠であったが，立ち上がりができなかったことか

らセザムベッドによる立ち上がり介助を行い，立

位・歩行練習へと繋げていった．歩行距離も順調

に延長することができ，170kgまで減量ができた

ため，自宅退院となった．一般的な肥満患者の理

学療法プログラムでは減量目的の有酸素運動が主

となるが，今回のような症例では基本動作から歩

行までの手段を工夫し，担保する事が重要であ

る．

（共同研究者：大木敦司，伊藤健一，清水学，原

智恵, 林祐司，春名克純，奥田みゆき）

（担当部分：治療介入と考察）

30　体重200kgを超える肥満肺

胞低換気症候群の１例：理学療

法の位置づけ

体重が200kgを超える肥満肺胞低換気症候群患者

に対し，理学療法の位置づけを考察しながら減量

できた症例の経過について報告した．症例は30歳

男性，体重は239kgでBMIは78であった．入院当初

より低酸素血症と肺高血圧症，重度右心不全が認

められた．動作レベルは寝返り，起き上がりが何

とかできる程度であった．減量目的の介入が不可

欠であったが，立ち上がりができなかったことか

らセザムベッドによる立ち上がり介助を行い，立

位・歩行練習へと繋げていった．歩行距離も順調

に延長することができ，170kgまで減量ができた

ため，自宅退院となった．一般的な肥満患者の理

学療法プログラムでは減量目的の有酸素運動が主

となるが，今回のような症例では基本動作から歩

行までの手段を工夫し，担保する事が重要であ

る．

（共同研究者：大木敦司，伊藤健一，清水学，原

智恵，林祐司，春名克純，奥田みゆき）

心臓リハビリテーション（心リハ）に参加した，

冠状動脈バイパス術後（CABG）症例61例と急性心

筋梗塞（AMI）症例91例の運動耐容能改善規定因

子について検討した．CABG症例の運動耐容能改善

規定因子は，心リハ開始前後の膝伸展筋力の変化

率，血中ヘモグロビンの変化値，心リハ開始時の

血中脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）値で

あった．AMI症例の運動耐容能改善規定因子は，

心リハ開始時の運動耐容能の%予測値であった．

（共同発表者：鈴木裕二，伊藤健一，福井教之，

山本壱弥，柳英利，北垣和史，小西治美，渡慶次

竜生，伊達歩，熊坂礼音，荒川鉄雄，三浦弘之，

長谷川拓也，中尾一泰，福井重文，簗瀬正伸，中

西道郎，後藤葉一）

（担当部分：考察と指導）

第23回日本心臓リハビリ

テーション学会学術集会

（岐阜）

28　CABG後患者の心臓リハビリ

での運動耐容能改善規定因子は

AMIと異なるか―重回帰分析に

よる検討―
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31　当院における「できる

ADL」と「しているADL」の検討

第66回共済医学会学術

集会（京都）

研究の目的は枚方公済病院における「屋内移動」

と「トイレ」に関する「できる」「している」の

乖離度合いを調査し，早期退院につなげる方策を

検討することである．過去にリハビリテーション

の依頼のあった310名の患者カルテから「屋内移

動」と「トイレ」に関する「できる」・「してい

る」について調査した．「できる」・「してい

る」の乖離は7病棟中3病棟で存在していた．この

3病棟は認知症患者を多く抱える病棟で，患者の

転倒を避けるが故の乖離であることが推測でき

た．このことから認知症患者の病棟内移動手段の

決定には病棟看護師と理学療法士の密なコミュニ

ケーションと共通の基準を設ける必要性が示唆さ

れた．

（共同発表者：木村拓磨，大木敦司，池島浩司，

井上悟，吉本拓登，能勢亜友子，

伊藤健一，奥田みゆき）

32　COPD患者の換気効率を改善

する呼息時電気刺激はどこを刺

激すべきか

第27回呼吸ケア・リハビリ

テーション学会学術集会

（仙台）

本研究の目的はCOPD患者に対する呼息時電気刺激

(PESE)の刺激部位を特定することである．対象者

は35名のCOPD患者である．対象者は電極を設置し

ただけの群と呼息筋である腹部筋に対して刺激を

行う群，呼吸運動に関係の無い前腕部に対し刺激

を行う群の3群に割り付けられた．対象者にはエ

ルゴメータ運動を課し，種々の換気指標を計測し

た．結果よりPESEの効果は呼息筋に対する機能的

電気刺激としての効果ではなく，呼息を促す

biofeedbackの効果であることが示唆された．

よって刺激部位は腹部でなく，露出しやすい前腕

部でも良いことが明らかとなった．

（共同発表者：伊藤健一，野中紘士，白仁田秀

一，堀江淳，清水学，大木敦司，奥田みゆき）

（担当部分：研究デザインと介入，考察，発表）

33　臥位での運動療法が生きる

ことを支援した終末期間質性肺

炎の一例

第27回呼吸ケア・リハビリ

テーション学会学術集会

（仙台）

34 肺がん術後に乳糜胸を合併

した, 認知機能障害がある高齢

者に対する多職種での関わりが

有効であった一例

第27回呼吸ケア・リハビリ

テーション学会学術集会

（仙台）

Platypnea-Orthodeoxia症候群（POS）を有する肝

肺症候群の理学療法について報告した．症例は50

代男性で診断名は間質性肺炎急性増悪，既往歴と

して肝硬変を有していた．呼吸苦により他院で上

記診断．入院時血ガスは酸素4LでPCO2

33.6torr，PO2 55.2torrであり胸部CTでは両側下

背野に網状影.を認めた．オキシマイザー+酸素6L

で臥位ではSpO2は97%を維持できたが，起坐位で

はSpO2が70%台となるPOSを認めた. 理学療法は

POSを許容した上で屋内短距離移動の獲得を目的

に臥位での筋力トレーニングを行った. 連続歩行

は20mまでとし,退院後は訪問サービスで管理する

ことで53病日オキシマイザー+酸素6LのHOTを使用

し自宅退院となった.

（共同発表者：大木敦司，伊藤健一，清水学，林

祐司，木戸悠人，川田富美子，奥田みゆき）

（担当部分：治療介入と考察）

症例は80歳台女性で，肺炎加療中に左肺腫瘍が見

つかり左上葉切除を施行した. 術後に乳糜胸を認

めた．乳糜胸の治療は安静による保存療法が一般

的であるが，本症例は認知症を合併していたた

め，更なる機能低下を懸念し他職種間で綿密な情

報交換を行いながら積極的なチームアプローチを

行った．結果，スムーズに退院に繋げることがで

きた．

（中村佳菜子, 松島裕美,糸賀詩織,能勢亜友子,

田中順也,奥田みゆき,渡邊明,伊藤健一,上田 耕

平,辻是道）

（担当部分：理学療法の介入と考察）
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36 心臓サルコイドーシス患者

における心臓リハビリテーショ

ンの有効性

第24回日本心臓リハビリ

テーション学会学術集会

（横浜）

日本心臓リハビリテーショ

ン学会第3回近畿地方会（神

戸）

外来リハビリテーションを実施している安定期呼

吸器疾患患者70名を対象に，身体活動量及び生活

空間の広がり（IPAC）と運動機能（膝伸展筋力，

SPPB，6MD）の関連について調査検討した．結果

より安定期呼吸器疾患患者の外出頻度にはバラン

ス等のパフォーマンス能力が関与し，身体活動量

には運動耐容能が関与することが明らかとなっ

た．

（共同研究者：大木敦司，清水学，伊藤健一，松

本美希子，高橋留佳，池田力，奥田みゆき）

37　COPD患者に対する呼息時電

気刺激が動的肺過膨張に及ぼす

影響：パイロットスタディ

第28回呼吸ケア・リハビリ

テーション学会学術集会

（幕張）

心臓リハビリ3ヶ月プログラムとCPXを実施してい

る21名の心臓サルコイドーシス患者に対する心臓

リハビリテーション（心リハ）の有効性と安全性

について検討した．検討した項目は最高酸素摂取

量と等尺性膝伸展筋力，血液データである．結果

より心臓サルコイドーシス患者では心リハ導入に

より運動耐容能は改善するが，開始時BNPの高値

例では運動耐容能の改善は乏しいことが明らかと

なった．また，有害事象も認められなかったこと

より心臓サルコイドーシス患者の心リハの有効性

と安全性が示唆された．

（共同研究者：鈴木裕二，伊藤健一，福井教之，

山本壱弥，柳英利，北垣和史，島田幸洋，小西治

美，荒川鉄雄，中尾一泰，長谷川拓也，福井重

文，三浦弘之，中西道郎）

（担当部分：考察）

研究の目的はPESEの動的肺過膨張への影響を明ら

かにすることである．外来COPD患者６名に対して

６分間歩行を呼息時電気刺激を行う「介入あり」

と「介入なし」の２条件下に実施した．その際に

最大吸気量(IC)と分時換気量(VE)，呼吸数(RR)，

酸素飽和度(SpO2)，自覚的運動強度(Borg scale)

を計測した．IC，VE，RR，SpO2，Borg scaleのい

ずれの評価項目においても有意な差は認められな

かった．効果量についてはBorg scaleで効果量

「大」であった．呼息時電気刺激は動的肺過膨張

を抑制することはできなかったが，息切れの軽減

に有用である可能性が示唆された．

（共同研究者：伊藤健一，大木敦司，清水学，奥

田みゆき）

（担当部分：デザイン，考察，発表）

38　安定期呼吸器疾患の身体活

動量及び生活空間の広がりと運

動機能の関連

第28回呼吸ケア・リハビリ

テーション学会学術集会

（幕張）

フレイルの基礎研究として心不全入院時の身体機

能の実態を調査した．急性心不全あるいは慢性心

不全急性増悪で入院してきた患者で，入院前に屋

内歩行が可能でshort physical performance

batteryを測定した患者212名が対象である．これ

ら対象者を低機能群，中間機能群，高機能群の3

群に分け，それぞれの群毎に退院時に機能改善の

認められた割合を調査した．低機能群のうち機能

回復を示した割合は60.3%，中間機能群では

57.1%，高機能群では0%であった．入院時に身体

的フレイルが認められた者のうち，低機能群・中

間機能群においてはリハビリテーションの介入で

50%以上の者に身体機能の改善が認められた．ま

た，高機能群においては入院時の機能が維持でき

ていたことが明らかとなり，フレイルに対するリ

ハビリテーションの介入効果が明らかとなった．

（共同発表者：池田力，岩津弘太郎，芦川博信，

松村幸一，坂本真実，伊藤健一，中野南帆子，阪

田智子，原谷こずえ，高林健介，藤田亮子，北口

勝司，野原隆司）

（担当部分：考察）

35　心不全入院時における身体

的フレイル指標の推移
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- 令和元年11月

- 令和元年11月

〈研究会〉

- 平成22年5月

- 平成22年5月

〈研修会〉

- 平成25年9月 新人理学療法士に向け，近年急速にニーズが高

まってきた心臓リハビリテーションを実施するに

あたり，最低限押さえておかなければならない基

礎知識，リスク管理，評価，運動療法プログラム

について,そのエッセンスについて提示した．

（伊藤健一）

（担当部分：研究企画と資料の収集，データ解

析，発表）

理学療法士が行った講習会の効果を検証するため

に講習会前後のESE を比較検討した．対象は勤労

男性396 名に運動の重要性と実践方法に関する講

習会前後にESEを評価し，運動習慣の有無別，お

よび青壮年群（20～39 歳），中高年群（40～59

歳）別に指導前後のESE を比較検討した．運動習

慣者および習慣を有さない者の指導前後のESE

は，運動習慣の有無に関わらず両群ともに指導後

に有意な向上を認めた．運動習慣を有さない者の

指導後のESE は，習慣者の指導前のESE よりも両

群ともに有意に低かった．

（共同発表者：浅田史成，野村卓生，佐藤友則，

高野賢一郎，坂本和志，伊藤健一，野村誠，久保

田昌詞，大橋誠）

（担当部分：データ収集とその解析，考察，研究

指導）

第29回呼吸ケア・リハビリ

テーション学会学術集会

（名古屋）

39　在宅酸素療法（HOT）使用

者における酸素ボンベと液体酸

素デバイス間の患者特性

糖尿病教育のために入院された2型糖尿病患者53

名を対象にとした．身体活動量を指標として運動

療法の指導を行った群（Ex群）と従来からの治療

を目的とした糖尿病運動療法の指導を行った群

（従来群）の2群に分けた．指導前後および退院

後6カ月から1年時点における自己効力感

（Exercise self-efficacy: ESE）を比較検討し

た．結果，両群共に指導後のESEは有意に増加し

たが，Ex群のみ指導前と比較して退院6カ月から1

年後のESEが有意に高く，運動行動が継続されて

いる結果が得られた．研究結果から従来群に比較

してEx群の方がESEの維持と向上に有効である可

能性を報告した．

（共同発表者：野村卓生，浅田史成，伊藤健一，

岡野理江子，良本佳代子，瀧秀樹，久保田昌詞，

大橋誠，野村誠）

（担当部分：データ収集とその解析）

1　心臓リハビリテーション：

入門のためのミニマムエッセン

ス

平成25年度　佐賀県理学療

法士会研修会（佐賀）

1　産業理学療法分野における

運動指導効果の検討

第5回生活習慣病認知行動療

法研究会（京都）

2　糖尿病患者に対するエクサ

サイズガイド2006 を利用した

運動指導はExercise Self-

efficacy の上昇と維持に有効

か？

第5回生活習慣病認知行動療

法研究会（京都）

研究の目的はHOT適応者において，酸素ボンベと

液体酸素各々の使用者の特性を明らかにすること

である．51名のHOT適応患者において年齢，肺機

能，酸素流量，上下肢筋力，６分間歩行距離，身

体活動量，ADL能力，認知機能について評価し

た．結果，液体酸素使用群において上下肢筋力，

身体活動量，認知機能において有意に勝ってい

た．これらの結果は酸素デバイスを選択する際に

役立つものと考えられた．

（共同研究者：清水学，大木敦司，池田力，伊藤

健一，森山久美子，高橋留佳，上田耕平，木戸悠

人，福田康二，奥田みゆき）

（担当部分：考察）

40　高齢安定期呼吸器疾患の身

体活動量を規定する因子

第29回呼吸ケア・リハビリ

テーション学会学術集会

（名古屋）

研究の目的は高齢安定期呼吸器疾患の身体活動量

を規定する因子を明らかにすることである．外来

呼吸リハを実施している92名の患者に対し，

SPPB，NRADL，HADS，MMSE，LSAを評価し，LSAを

目的変数として重回帰分析を行った．結果，SPPB

とNRADLが身体活動量を示すLSAを規定する因子と

して抽出された．高齢安定期呼吸器疾患の身体活

動量を向上させるには息切れのコントロールを含

めたADL能力とパオーマンス能力の向上が重要で

あることが示唆された．

（共同研究者：大木敦司，清水学，伊藤健一，森

山久美子，高橋留佳，池田力，奥田みゆき）

（担当部分：考察）
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年月日

平成22年4月
～

平成26年3月

2) 課題・レポートの調整と演習・実習の効果的
な活用

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「作業療法学特論Ⅲ」（4年次，専門科目）
は, 作業療法の歴史, 作業療法の理論・モデルを
理解・活用を深める選択科目であるが，ほぼ全員
が受講している. 反転授業を取り入れるととも
に，臨床実習担当事例の症例報告を活用した集団
討議を通してアクティブラーニングを促進した.こ
れにより，個々の学生の学習到達度を高めること
ができた．

平成22年4月
～

平成31年3月

平成22年4月
～

平成31年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「地域作業療法学演習」（3年次，専門科目）
は，地域生活者の疾病・障害の予防や地域集団に
対する予防教育に関する理解を深める科目である.
健康行動理論や予防の考え方に関する講義のほ
か，介護者支援代表や行政で働く作業療法士を適
宜招聘するとともに，行政と連携した地域住民対
象の介護予防事業等を通して，地域リハビリテー
ションや地域作業療法, 在宅サービスの理解を高
めることができた.

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「基礎作業学」（2年次，専門科目）は,作業
療法の基礎となる作業活動, 理論, 作業分析を理
解するための科目である. 補充資料に加えて体験
型の演習および分析を伴う実習を取り入れ, アク
ティブラーニングを促進した.これにより，個々の
学生の学習到達度を高めることができた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「地域作業療法学」（3年次，専門科目）は，
地域生活者である対象者の理解と地域における作
業療法実践の理解を深める科目である. 講義に加
えて適宜外部講師を招聘し，演習や事例検討を加
え，地域リハビリテーションや地域作業療法, 在
宅サービスを理解するためのアクティブラーニン
グを促進した。これにより，個々の学生の学習到
達度を高めることができた．

平成22年4月
～

平成31年3月

1) 演習・実習の効果的な活用とパワーポイント
の効果的活用

教 育 研 究 業 績 書

　令和  2年　3月 31日

氏名　　大浦　智子

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

公衆衛生学, 疫学, 作業療法学 健康情報学, 作業療法学, ヘルスコミュニケーション

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

１　教育方法の実践例
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年月日事項 概 要

平成22年4月
～

平成31年3月

平成22年4月
～

平成31年3月

平成22年4月
～

平成31年3月

平成22年4月
～

平成31年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「臨床実習Ⅰ」（2年次，専門科目）は，病院
や施設において1週間を通じて臨床実習指導者であ
る作業療法士のもとで作業療法の役割の理解を深
め，作業療法の実際を見学する科目である. 臨床
実習中および実習セミナーにおける指導により，
臨床実習指導者のもとでの病院や施設および作業
療法の役割について理解を深められるよう支援し
た.これにより，学生の実習における学習到達度を
高めることができた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「臨床実習Ⅱ」（3年次，専門科目）におい
て，病院や施設において3週間を通じて臨床実習指
導者である作業療法士のもとで対象者の評価, 目
標設定, 記録報告等を習得する科目である. 臨床
実習中および実習セミナーにおける指導により，
疾患や障害，作業療法評価，作業療法の目標設定
について理解を深められるよう支援した.これによ
り，学生の実習における学習到達度を高めること
ができた．

平成22年4月
～

平成27年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「作業療法学研究法特論」（4年次，専門科
目）は，学生自身が卒業研究の実施と論文を執筆
する過程を習得するための科目である. 学士能力
として研究の実施・論文執筆・プレゼンテーショ
ン能力を修得できるよう支援した. これにより，
個々の学生が研究を手順に沿って実施、分析、考
察することで研究の手順に対するの理解を高める
ことができた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「作業療法学研究法演習」（3年次，専門科
目）は，講義および文献抄読等を通して，学生自
ら卒業研究計画を立案する科目である.具体的な研
究計画事例の提示とともに，実際の研究計画を立
てる課題とフィードバックにより，研究計画手順
の習得を図った. これにより，個々の学生が研究
倫理を理解し，研究計画書を作成することができ
た．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「身体障害作業療法学実習」（3年次，専門科
目）は，身体障害領域の作業療法実践の実際を理
解するための科目である. 主にリスク管理に関す
る講義および観察・面接の演習とフィードバック
を担当し，疾患に応じた評価・治療計画を立案し,
症例レポート作成に至るアクティブラーニングを
促進した.これにより，個々の学生の学習到達度を
高めることができた．
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年月日事項 概 要

平成23年4月
～

平成31年3月

平成22年4月
～

平成31年3月

平成22年4月
～

平成31年3月

平成26年4月
～

平成31年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「情報処理演習Ⅱ」（1年次，教養科目）は，
パワーポイントによるプレゼンテーション・スキ
ルを習得するため科目である. 課題の提示および
プレゼンテーション実践の場とした.これにより，
学生の学習到達度を高めることができた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「臨床実習Ⅲ-2」（4年次，専門科目）は，病
院や施設において8週間を通じて臨床実習指導者で
ある作業療法士のもとで対象者の評価, 治療の立
案, 治療実施, 記録報告等を習得する科目である.
臨床実習中および実習セミナーにおける指導によ
り，疾患や障害，作業療法評価，作業療法の目標
設定，治療計画の立案および実施について理解を
深められるよう支援した.これにより，学生の実習
における学習到達度を高めることができた．

平成25年4月
～

平成26年3月

平成25年4月
～

平成28年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「作業療法学特論Ⅳ」において, 作業療法の
歴史, 作業療法の理論・モデルを理解・活用を深
めるために，反転授業を取り入れるとともに，臨
床実習担当事例の症例報告を活用した集団討議を
通してアクティブラーニングを促進した.これによ
り，学生の学習到達度を高めることができた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「臨床実習Ⅲ-1」（4年次，専門科目）は，病
院や施設において8週間を通じて臨床実習指導者で
ある作業療法士のもとで対象者の評価, 治療の立
案, 治療実施, 記録報告等を習得する科目である.
臨床実習中および実習セミナーにおける指導によ
り，疾患や障害，作業療法評価，作業療法の目標
設定，治療計画の立案および実施について理解を
深められるよう支援した.これにより，学生の実習
における学習到達度を高めることができた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「作業療法学研究法」（3年次，専門科目）
は，作業療法領域における研究の位置づけや手順
を習得する科目である. 講義にあわせた演習に
よって，研究法（特に実験研究, 研究デザイン,
統計解析）の理解を深めアクティブラーニングを
促進した.これにより，学生の学習到達度を高める
ことができた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「作業療法学特論Ⅰ」（3年次，専門科目）
は，学内教員が兼ねている病院において1日体験実
習を行う科目である. それに伴う事前・事後学習
を設定し，課題用紙および評価表を作成し，事後
に内省できるようにするための資料を用いて指導
した.これにより，学生の実習における学習到達度
を高めることができた．
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年月日事項 概 要

平成31年4月
～

現在に至る

奈良学園大学保健医療学部の教授として担当の科
目において，講義の進行をわかりやすくるるため
のパワーポイントを作成した.特に，教科書を用い
る場合においては教科書に沿って要点を示す，教
科書以外の説明を加える場合には十分な時間を
とって学生自身が記入しながら学習することが出
来るように配慮して作成した．これにより，進行
中の講義で示している箇所が明確となり，学生が
配布資料に記載することも増え，理解を促進でき
た．

平成31年4月
～

現在に至る

奈良学園大学保健医療学部の教授として担当の
「基礎ゼミⅡ」（1年次，共通教育科目）は，大学
での学び方を理解し，レポート作成・グループ
ワークの実施・基本的なプレゼンテーションを身
につける科目である. 文献検索やレポートの作
成，プレゼンテーションの実施によって，理解を
高めることが出来た.

平成28年4月
～

平成31年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「情報処理演習」（1年次，教養科目）は，
Microsoft Office Word, Excel, PowerPointの操
作とプレゼンテーションの修得を図る科目である.
課題の段階的提示と発表機会を設けアクティブ
ラーニングを促進した.これにより，学生の学習到
達度を高めることができた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「地域リハビリテーション演習」（2年次，専
門科目）は，地域リハビリテーションおよび集団
を対象としたプログラムの立案を理解するための
科目である. 介護保険・総合支援事業関連施設に
おけるフィールドワークによって，実際場面での
経験を通じた理解を高めることが出来た.

平成29年4月
～

平成31年3月

3) パワーポイントの効果的活用 平成22年4月
～

平成31年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「作業療法学セミナー 」（4年次，専門科
目）は，作業療法士国家試験にむけた科目である.
このうち，作業療法理論・研究法・管理・地域領
域の知識の確認と理解を高めるための課題の提供
と演習機会を設けた. これにより，学生の学習到
達度を高めることができた．

平成27年4月
～

平成31年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の　ほぼ全科目において，講義の進行をわかり
やすくるるためのパワーポイントを作成した.特
に，教科書を用いる場合においては教科書に沿っ
て要点を示す，教科書以外の説明を加える場合に
は十分な時間をとって学生自身が記入しながら学
習することが出来るように配慮して作成した．こ
れにより，進行中の講義で示している箇所が明確
となり，学生が配布資料に記載することも増え，
理解を促進できた．
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年月日事項 概 要

平成24年4月
～

平成26年3月

星城大学大学院健康支援学研究科の講師として担
当の「生活行動科学特論Ⅱ」は，健康行動理論お
よび作業療法理論の理解によって健康支援学をよ
り深く探求する科目である. 学びを深化させるた
めの討議や発表機会により，学生の学習到達度を
高めることができた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の　「作業療法学概論」（1年次，専門科目）
は，作業療法の理解を図る導入の位置づけの科目
である. なかでも，作業療法士が働く分野とその
役割について解説し，例示することにより理解を
促進した.これにより，学生の学習到達度を高める
ことができた．

星城大学大学院健康支援学研究科の講師として担
当の「生活行動科学特論Ⅱ」は，健康行動理論お
よび作業療法理論の理解によって健康支援学をよ
り深く探求する科目である. 学びを深化させるた
めの討議や発表機会により，学生の学習到達度を
高めるための準備を進めたが，開講無だった.

星城大学大学院健康支援学研究科の講師として担
当の「生活行動支援学特論」（必修）は，社会の
健康を支援する視点, ヘルスコミュニケーション
を通じた健康支援の理解を深める科目である. 学
びを深化させるための議論の機会を設けること
で，学生の学習到達度を高めることができた．

平成23年4月
～

平成24年3月

平成28年4月
～

平成29年3月

4) 実例提示の活用

星城大学大学院健康支援学研究科の講師として担
当の「健康支援学研究法」（必修）は，大学院生
としての研究手順を理解するための科目である.
主に研究法（特に実験研究, 研究デザイン, 統計
解析）について担当した．適宜演習を加えながら
進めることで，学生の学習到達度を高めることが
できた．

星城大学大学院健康支援学研究科の講師として担
当の「生活環境学特論Ⅱ」は，社会の健康を支援
する視点, 制度的・文化的環境を含む健康支援の
理解を深めるための科目である. 課題準備を進め
たが，開講無だった.

星城大学大学院健康支援学研究科の講師として担
当の「生活環境学演習」は，ヘルスコミュニケー
ションおよび論文の批判的吟味への理解を深める
ための科目である. 課題準備を進めたが，開講無
だった.

5) （院）パワーポイントの効果的活用 平成24年4月
～

平成31年3月

6) （院）演習・実習の効果的な活用と遠隔
講義への対応

星城大学大学院健康支援学研究科の講師および京
都大学大学院医学研究科の非常勤講師として担当
の　ほぼ全科目において，講義の進行をわかりや
すくるるためのパワーポイントを作成した.学生自
身が記入しながら学習することが出来るように配
慮して作成した．これにより，進行中の講義での
ディスカッション機会を設けながら学生が配布資
料に記載することも増え，理解を促進できた．

平成26年4月
～

平成31年3月

平成26年4月
～

平成27年3月

平成26年4月
～

平成27年3月

平成27年4月
～

平成31年3月
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星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「身体障害作業療法学実習」（3年次，専門科
目）において使用した. 特に，リスク管理に関す
る講義および観察・面接技能の修得にあたり，独
自の資料と課題教材を活用した. また，講義に応
じたスライドにより，講義の理解を高めた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「基礎作業学」（2年次，専門科目）において
使用した. 教科書に記載されていない内容を補充
するためのも所教材を用いて，作業療法の基礎と
なる作業活動, 理論, 作業分析への理解を深めた.
また，講義に応じたスライドにより，講義の理解
を高めた．

星城大学大学院健康支援学研究科の講師として担
当の「日常生活環境学特論」は，社会の健康を支
援する視点, 制度的・文化的環境を含む健康支援
の理解を深める科目である. 学びを深化させるた
めに議論の機会を設けることで，学生の学習到達
度を高めることができた．

平成22年4月
～

平成31年3月

２　作成した教科書，教材

7)（院） 課題・レポートの調整・活用と
　　演習・実習の効果的な活用

平成28年4月
～

平成31年3月

京都大学大学院医学研究科の非常勤講師として担
当の「クリティカルケア看護学特論Ⅰ」（修士課
程）（平成28・29年度）および「生活習慣病看護
学特論」（博士後期課程）（平成30年度）は，疫
学研究のデザインの理解を深めるための講義と研
究仮説の立て方に関する演習科目である. 演習を
通じて，研究計画の立案への理解を促進し，学生
の学習到達度を高めることができた．

平成22年4月
～

平成31年3月

平成22年4月
～

平成31年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「地域作業療法学」（3年次，専門科目）にお
いて使用した. 地域リハビリテーションや地域作
業療法, 在宅サービスへの理解を深めた. また，
講義に応じたスライドにより，講義の理解を高め
た．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「地域作業療法学演習」（3年次，専門科目）
において使用した. 地域リハビリテーションや地
域作業療法, 在宅サービスを理解するために，ス
ライドに加えてその元となった書籍等を提示し，
理解を深めた.また，講義に応じたスライドによ
り，講義の理解を高めた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「地域リハビリテーション演習」（2年次，専
門科目）において使用した. 補助教材を用いて修
得を図った.

平成27年4月
～

平成31年3月

平成29年4月
～

平成31年3月

1) 講義用補助教材

平成22年4月
～

平成27年3月
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平成31年4月
～

現在に至る

奈良学園大学保健医療学部の講師として担当の
「基礎ゼミⅡ」（1年次）において使用した. 文献
検索やMicrosoft Office Word, Excel,
PowerPointの操作における課題教材の提示と演習
により，スキルの修得を図った. また，講義に応
じたスライドにより，講義の理解を高めた．

平成25年4月
～

平成28年3月

平成22年4月
～

平成31年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「情報処理演習Ⅱ」（1年次，教養科目）にお
いて使用した. パワーポイントによるプレゼン
テーション・スキルを習得するための課題の設定
により修得を図った.また，講義に応じたスライド
により，講義の理解を高めた．

平成22年4月
～

平成31年3月

平成23年4月
～

平成29年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「臨床実習Ⅱ」（3年次，専門科目）において
使用した. 臨床実習指導者のもとで対象者の評価,
記録報告等を習得できるよう用い，実習を円滑に
進めた.

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「臨床実習Ⅰ」（2年次，専門科目）において
使用した. 臨床実習指導者のもとで病院や施設の
特性と作業療法の役割について理解を深められる
よう用い，実習を円滑に進めた.

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「臨床実習Ⅲ-1」（4年次，専門科目）におい
て使用した. 臨床実習指導者のもとで対象者の評
価, 治療の立案, 治療実施, 記録報告等を習得で
きるよう用い，実習を円滑に進めた.

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「情報処理演習」（1年次，教養科目）におい
て使用した. Microsoft Office Word, Excel,
PowerPointの操作における課題教材の提示と演習
により，スキルの修得を図った. また，講義に応
じたスライドにより，講義の理解を高めた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「作業療法学研究法」（3年次，専門科目）に
おいて使用した. 研究法（特に実験研究, 研究デ
ザイン, 統計解析）の理解を深めるための課題教
材を活用して知識の定着につなげた. また，講義
に応じたスライドにより，講義の理解を高めた．

2) 実習指導用マニュアル

平成22年4月
～

平成31年3月

平成28年4月
～

平成31年3月
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平成31年4月
～現在に至る

奈良学園大学保健医療学部の教授として担当の
「早期体験実習（作業療法）」（1年次，専門科
目）において使用した. 院や施設の特性と理学療
法・作業療法の役割について理解を深められるよ
う用い，実習を円滑に進めた.

6) （院）講義用教材とスライド 平成23年4月
～

平成26年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「作業療法学特論Ⅰ」（3年次，専門科目）に
おいて使用した. 事前・事後学習のための教材お
よび評価表を用いて知識・技術の修得につなげた.

平成25年4月
～

平成26年3月

平成26年4月
～

平成31年3月

平成27年4月
～

平成31年3月

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「作業療法学研究法」において（3年次，専門
科目）において使用した. 研究法（特に実験研究,
研究デザイン, 統計解析）の理解を深めるための
補助教材をあわせて使用し，修得につなげた.

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「作業療法学特論Ⅲ」（4年次，専門科目）に
おいて使用した. 作業療法の歴史, 作業療法の理
論・モデルの理解・活用を深めた.

星城大学大学院健康支援学研究科の講師として担
当の「生活行動支援学特論」（必修）において使
用した. 社会の健康を支援する視点, ヘルスコ
ミュニケーションを通じた健康支援の理解を深め
るために教材を活用した.また，講義に応じたスラ
イドにより，講義の理解を高めた．

5) 講義用教材（『作業療法研究法』
　（医歯薬出版株式会社）の発刊前校正刷）
　 と講義用補助教材

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「臨床実習Ⅲ-2」（4年次，専門科目）におい
て使用した. 臨床実習指導者のもとで対象者の評
価, 治療の立案, 治療実施, 記録報告等を習得で
きるよう用い，実習を円滑に進めた.

星城大学大学院健康支援学研究科の講師として担
当の「健康支援学研究法」（必修）において使用
した. 研究法（特に実験研究, 研究デザイン, 統
計解析）の理解を深めるために，教材を活用した.
また，講義に応じたスライドにより，講義の理解
を高めた．

星城大学大学院健康支援学研究科の講師として担
当の「生活行動科学特論Ⅱ」において使用した.
健康行動理論および作業療法理論の理解によって
健康支援学をより深く探求するために，教材を活
用した. また，講義に応じたスライドにより，講
義の理解を高めた．

星城大学リハビリテーション学部の講師として担
当の「作業療法学セミナー 」（4年次，専門科
目）において使用した. 作業療法士国家試験範囲
のうち，作業療法理論・研究法・管理・地域領域
の課題教材を用いた演習により知識の定着につな
げた.

平成29年4月
～

平成31年3月

平成27年4月
～

平成31年3月

4) 課題教材

平成22年4月
～

平成31年3月

3) スライド 平成22年4月
～

平成26年3月
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授業アンケート科目①：地域作業療法学
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.36
授業アンケート科目②：作業療法学特論Ⅲ
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.30

4）授業評価（平成25年度, 星城大学） 授業アンケート科目①：地域作業療法学
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.36
授業アンケート科目②：情報処理演習Ⅱ
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.17
授業アンケート科目③：作業療法学特論Ⅲ
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.50

授業アンケート科目①：地域作業療法学
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.18
授業アンケート科目②：作業療法学特論Ⅲ
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.28

授業アンケート科目①：地域作業療法学
総合満足度の平均スコアは4点満点中2.69
授業アンケート科目②：作業療法学特論Ⅲ
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.76

授業アンケート科目①：地域作業療法学
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.46
授業アンケート科目②：地域作業療法学演習
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.46

３　教育上の能力に関する大学等の評価

星城大学大学院健康支援学研究科の講師として担
当の「日常生活環境学特論」において使用した.
社会の健康を支援する視点, 制度的・文化的環境
をふまえた健康支援の理解を深めるために，教材
を活用した.また，講義に応じたスライドにより，
講義の理解を高めた．

平成25年4月
～

平成26年3月

平成28年4月
～

平成31年3月

平成22年4月
～

平成23年3月

平成27年4月
～

平成28年3月

平成28年4月
～

平成29年3月

授業アンケート科目①：地域作業療法学
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.25
授業アンケート科目②：情報処理演習Ⅱ
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.00

授業アンケート科目①：地域作業療法学
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.56
授業アンケート科目②：情報処理演習Ⅱ
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.26

平成23年4月
～

平成24年3月

1) 授業評価（平成22年度, 星城大学）

京都大学大学院医学研究科の非常勤講師として担
当の「クリティカルケア看護学特論Ⅰ」（修士課
程）および「生活習慣病看護学特論」（博士後期
課程）において使用した. 独自教材に基づき，課
題の設定を行い，演習によって効果的な学修機会
となるよう配慮した.また，講義に応じたスライド
により，講義の理解を高めた．

平成27年4月
～

平成31年3月

6）授業評価（平成27年度, 星城大学）

2）授業評価（平成23年度, 星城大学）

平成26年4月
～

平成27年3月

5）授業評価（平成26年度, 星城大学）

7）授業評価（平成28年度, 星城大学）

3）授業評価（平成24年度, 星城大学） 平成24年4月
～

平成25年3月
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平成22年10月

平成23年3月

平成23年10月

平成24年8月

平成24年12月

平成26年8月

平成26年8月

「Shared Decision Making:  臨床実践者に求めら
れるスキルとは？」講師として，対象者中心の考
え方とエビデンスに基づく実践，その架け橋とな
る共有決定について講義した.

授業アンケート科目①：地域作業療法学
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.87
授業アンケート科目②：地域作業療法学演習
総合満足度の平均スコアは4点満点中4.00

授業アンケート科目①：地域作業療法学
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.54
授業アンケート科目②：地域作業療法学演習
総合満足度の平均スコアは4点満点中3.52

「職業倫理」講師として，作業療法士を対象に倫
理の原則とともに臨床における倫理の考え方，職
業倫理について講義した.

「ヘルシー生活をエンジョイ：健康・医療の情報
を活用-健康づくりのはじめの一歩-」講師とし
て，一般市民を対象に健康情報の読み方と実生活
への活用について講義した.

8）授業評価（平成29年度, 星城大学） 平成29年4月
～

平成30年3月

9）授業評価（平成30年度, 星城大学）

6) 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系
    専攻健康情報学分野同門会

7) 日本訪問リハビリテーション協会
    認定技術研修会

4) 東高瀬川地域包括支援センター
   （京都市）研修会

1) 愛知県作業療法士会現職者共通講習会

5) 星城大学公開講座

４　実務の経験を有する者についての特記事項

平成30年4月
～

平成31年3月

京都市伏見区竹田住吉学区地域包括支援センター
管轄内の介護保険事業所の従事者対象の研修会
「訪問リハビリテーションの活用」講師として，
訪問リハビリテーションへの理解を高め，効果的
な活用につなげるよう講義した.

2) シニアフィットネスリハビリテーション
    研究会ミニレクチャー

「精神障害・認知症への対応」講師として，認定
訪問療法士を目指す会員に対して精神障害と認知
症の知識および訪問リハビリテーションにおける
支援について講義した.

3) 愛知県作業療法士会現職者共通講習会

「高齢者ケアにおけるクライエント中心のアプ
ローチ」講師として，対象者中心の考え方とエビ
デンスに基づく臨床実践について講義した.

（講師・講演）

「職業倫理」講師として，作業療法士を対象に倫
理の原則とともに臨床における倫理の考え方，職
業倫理について講義した.

リハ－108



年月日事項 概 要

平成27年2月

平成27年10月

平成27年5月

平成28年2月

平成28年3月

平成30年5月15) 日本訪問リハビリテーション協会認定訪問
    療法士認定基礎研修会

「リスク管理」講師として，認定訪問療法士を目
指す会員に対してリスク管理の考え方，および訪
問リハビリテーションにおけるリスク管理につい
て講義した.

16) 日本訪問リハビリテーション協会認定訪問
    療法士認定技術研修会

平成30年6月

様々な医療の場におけるSDMの試み 「地域医療の
立場から」シンポジストとして，地域におけるリ
ハビリテーション場面における情報共有の実態報
告と，望まれる共有決定のあり方について講演し
た.

「学校の特色紹介　学校と臨床現場をつなごう企
画」において，星城大学における学内教育と臨床
実践にむけた取り組みを紹介した.

「訪問リハビリテーションの効果：主観的指標と
客観的指標」講師として，訪問リハビリテーショ
ンに従事する療法士を対象にリハビリテーション
におけるアウトカム，訪問リハビリテーションに
おける効果測定の重要性について講義した. ま
た，その後の症例報告会において全報告症例への
コメントの要望があり，フィードバックした.

14) 第10回 健康寿命延伸と介護予防を考える会
    ～70代、80代を元気に乗り越える為に～（公
    益財団法人杉浦記念財団）

平成30年5月 「高齢者ケアとリハビリテーション ―その人らし
い生活を支える作業療法―」について講演し，研
究会参加者との活発な意見交換を行った.

9) 日本訪問リハビリテーション協会認定技術研修
会

「精神障害・認知症への対応」講師として，認定
訪問療法士を目指す会員に対して精神障害と認知
症の知識および訪問リハビリテーションにおける
支援について講義した.

シンポジウム1「訪問リハビリテーションにおける
教育のこれから～生命，生活，人生を共に歩む訪
問療法士を育てる為には～」シンポジストとし
て，求められる訪問リハビリテーションのあり
方，認定訪問療法士制度と教育について講演した.

8) 八千代病院総合リハビリセンター　研修会

10) 日本訪問リハビリテーション協会学術大会
 in 大阪シンポジウム

12) 第3回臨床作業療法学会（東京）
  「教育と臨床のコラボ企画」

11) 平成27年度厚生労働科学研究費補助金
   (地域医療基盤開発推進研究事業)
  〈指定課題〉『社会的責任に応える医療
    の基盤となる診療ガイドラインの課題
    と可能性の研究』公開シンポジウム
  「 Shared decision making〈SDM〉の
   今・これから：診療ガイドラインの新た
   な可能性を考える」

平成28年11月13) 第31回愛知訪問リハネットワーク
   「訪問リハビリテーションの効果：主観的
    指標と客観的指標」

「臨床実践者に求められるスキルとは？」講師と
して，対象者中心の考え方とエビデンスに基づく
実践，リハビリテーション場面における実情につ
いて講義した.

「訪問リハビリテーションにおけるリスクマネジ
メント」講師として，認定訪問療法士を目指す会
員に対してリスクマネジメントについて講義・演
習を行った．

リハ－109



年月日事項 概 要

平成24年5月

平成26年6月

「リスク管理」講師として，認定訪問療法士を目
指す会員に対してリスク管理の考え方，および訪
問リハビリテーションにおけるリスク管理につい
て講義した.

「訪問リハビリテーションにおけるリスクマネジ
メント」講師として，認定訪問療法士を目指す会
員に対してリスクマネジメントについて講義・演
習を行った．

「リスク管理」講師として，認定訪問療法士を目
指す会員に対してリスク管理の考え方，および訪
問リハビリテーションにおけるリスク管理につい
て講義した.

「精神障害・認知症への対応」講師として，認定
訪問療法士を目指す会員に対して精神障害と認知
症の知識および訪問リハビリテーションにおける
支援について講義した．

「精神障害・認知症への対応」講師として，認定
訪問療法士を目指す会員に対して精神障害と認知
症の知識および訪問リハビリテーションにおける
支援について講義した．

「精神障害・認知症への対応」講師として，認定
訪問療法士を目指す会員に対して精神障害と認知
症の知識および訪問リハビリテーションにおける
支援について講義した．

24) 奈良学園大学公開講座第2回登美ヶ丘カレッジ 「日常生活の工夫～健康情報の読み方から健康生
活のススメ～」講師として，一般市民に向けた講
演を行った．

「人材育成・教育」の座長として，訪問リハビリ
テーションにおける人材育成およびリスク管理等
を扱うセッションを進行しコメントした.

「老年期障害/他」の座長として，身体障害領域の
作業療法および調査報告等を扱うセッションを進
行しコメントした.

20) 日本訪問リハビリテーション協会学術大会 in
にいがた【教育講座1】

令和元年6月 【教育講座1】「症例報告の書き方と留意点」講師
として，症例報告が果たす役割，書き方と留意点
について講演した．

2) 第4回日本訪問リハビリテーション協会
学術大会in熊本

1) 第20回愛知県作業療法学会

18) 日本訪問リハビリテーション協会認定訪問
療法士認定技術研修会

21) 日本訪問リハビリテーション協会認定訪問
療法士認定技術研修会

17) 日本訪問リハビリテーション協会認定訪問
療法士認定基礎研修会

19) 日本訪問リハビリテーション協会認定訪問
療法士認定技術研修会

平成30年11月

平成30年10月

平成30年8月

令和元年7月

22) 日本訪問リハビリテーション協会認定訪問
療法士認定基礎研修会

令和元年7月

23) 日本訪問リハビリテーション協会認定訪問
療法士認定技術研修会

令和元年10月

令和元年12月

（座長）
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平成28年9月

平成30年6月

平成30年9月

令和元年10月

研究協力者としてQOL評価の臨床での活用にむけた
最小重要差（MID）研究のシステマティック・レ
ビュー等の研究協力, ガイドラインの内容分析等
の研究協力を行った.

精神障害と過労に関するシステマティック・レ
ビュー等の研究協力を行った.

東海市委託事業において，各年代の健康に関する
アンケートの集計および分析と報告書の作成を
行った.

4) 日本訪問リハビリテーション協会学術大会
in  北九州 シンポジウム

「理論・基礎6」の座長として，作業療法および関
連領域における文献研究，動物研究，人を対象と
した質的研究，量的研究等を扱うセッションを進
行しコメントした.

シンポジウム3「訪問リハビリテーションにおける
人材教育について」の座長として，訪問リハビリ
テーションに携わる人材の育成に取り組むシンポ
ジストの講演と質疑を進行した.

「ON-7 地域7」の座長として，地域作業療法を扱
うセッションを進行しコメントした.

「第23分科会P-2301」（保健医療介護サービス研
究）の座長として，保健医療介護サービス研究を
扱うセッションを進行しコメントした.

脳卒中患者を対象としたセルフケア自立度測定尺
度の信頼性検証のために，研究計画への助言など
を含む研究調整を行った.

東海市委託事業において、介護予防サロン運営に
関する調査および分析と報告書の作成を行った.

平成23年4月
～

平成24年3月

平成22年9月
～

平成23年3月

平成25年5月
～

平成26年3月

平成25年8月
～

平成26年7月

平成21年4月
～

平成24年3月

3) 第50回日本作業療法学会

（調査・研究協力・その他）

ソーシャル・キャピタルと健康に関する調査と分
析における協力を行った.

4) 東海市健康増進計画等の評価及び策定支援
委託事業（星城大学契約/実務担当）

1) 緩和ケアへの移行と実施の円滑化に向けた
研究：診療ガイドラインとQOL評価の課題

（科学研究補助金交付　基盤研究（B））
（宮崎喜久子）

2) 精神障害と労災研究会（会代表：天笠崇）
2010受託研究

3) ソーシャル・キャピタルと健康に関する
研究（科学研究費補助金（新学術領域）

（竹田徳則）

5) 第52回日本作業療法学会

6) 第78回日本公衆衛生学会

7) 「健康チャレンジ」京大共同研究プロジェクト
研究関連（株式会社電通）

平成30年9月
～

平成30年12月

5) 旭化成ファーマ株式会社業務委託（個人契約）

6) 東海市介護予防サロン運営展開方法調査（星城
大学契約/分担）

平成26年5月
～

平成27年3月

健康に関するシステマティックレビュー等を通し
て研究に協力した．
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平成14年2月

平成15年8月

平成16年12月

平成18年8月

平成22年2月

（修士論文作成支援及び指導実績）

平成28年4月
～

平成31年3月

4) 星城大学大学院における健康支援学特別
研究における研究指導補助（1名）

1) 星城大学大学院における健康支援学特別研究
教育支援

平成25年4月
～

平成31年3月

星城大学大学院健康支援学研究科生活健康支援学
領域（修士課程）　講師（平成30年度准教授）と
して，竹田徳則教授が指導教員として指導する学
生の教育支援（研究計画への助言，研究の相談
等）を行った.

3) 大学院生（京都大学大学院医学研究科社会
健康医学系専攻　専門職学位課程）への研
究支援（1名）

平成27年9月
～

平成28年3月

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻専
門職学位課程における課題研究において，研究協
力者として研究データの分析への助言および論文
執筆にむけた支援を行った.

2) 大学院生（京都大学大学院医学研究科社会
健康医学系専攻　専門職学位課程）への研
究支援（1名）

平成26年10月
～

平成27年3月

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻専
門職学位課程における課題研究において，研究協
力者として研究データの分析への助言および論文
執筆にむけた支援を行った.

星城大学大学院健康支援学研究科生活健康支援学
領域（修士課程）　講師（平成30年度准教授）と
して，竹田徳則教授が指導教員として指導する学
生の研究指導補助教員の立場から「認知症カフェ
における作業療法士の役割と課題－インタビュー
調査と生活行為向上マネジメントの実践を通して
－」の研究計画の立案・実施・分析について支援
した．

京都市介護実習・普及センター主催の福祉用具プ
ランナー研修において財）テクノエイド協会が定
めた課程を修了（第15-1209号）

厚生労働省と財団法人医療研修推進財団が共催し
社団法人リハビリテーション医学会, 日本理学療
法士協会, 日本作業療法士協会及び全国理学療法
士作業療法士学校養成施設連絡協議会の協賛を得
て開催された研修課程を修了（第3408号）

京都大学高等教育研究開発推進センターが主催し
た左記講座の所定の課程を修了（第54号）

AMPS講習会事務局主催の講習会を修了し, 規定の
データを米国AMPS Project Internationalに提出
し認定（Rater Number: 014924）

厚生労働省が日本リハビリテーション医学会に委
託し日本理学療法士協会及び日本作業療法士協会
の協賛を得て開催した講習会で所定の課程を修了
（第799号）

星城大学大学院健康支援学研究科生活健康支援学
領域（修士課程）　における竹田徳則教授が指導
教員として指導する学生の研究について，前年度
に引き続いて指導を継続した．

（研修）

3) 第31回理学療法士・作業療法士養成施設
等教員講習修了

５　その他

2) 福祉用具プランナー講習会修了

平成31年4月
～

現在に至る

5) 大学院生（星城大学大学院健康支援学研究科
修士課程）への研究支援

5) 第35回Assessment of Motor and Process
Skills (AMPS)講習修了

4) 第2回大学院生のための教育実践講座
-大学でどう教えるか-修了

1) 第10回厚生労働省主催在宅訪問
リハビリテーション講習会修了
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平成22年7月

平成23年3月

平成24年3月

平成25年3月

平成26年3月

平成27年3月

平成28年3月

平成29年3月

教育学の観点から，大学における高等教育のあり
方に関する検討を行った.

星城大学のプレゼンスを高めるための検討を行っ
た.

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

RIAS研究会日本部会主催の第11回RIASワーク
ショップにおける研修を修了し，規定のデータを
提出し認定（第145号）

7）個人活動実績報告書（平成28年度, 星城大学）

教育活動, 学生支援, 研究活動, 学外貢献, 大学
運営等について, 総括した.

教育活動, 学生支援, 研究活動, 学外貢献, 大学
運営等について, 総括した.

1) 第6回FD・教育改善検討会議

2) 授業観の改善に向けての授業研究会 平成23年2月

国立研究開発法人日本医療研究開発機構　医療技
術実用化総合促進事業「平成29年度臨床研究・治
験従事者等に対する研修」

平成22年9月

平成23年8月

平成24年3月

教育活動, 学生支援, 研究活動, 学外貢献, 大学
運営等について, 総括した.

教育活動, 学生支援, 研究活動, 学外貢献, 大学
運営等について, 総括した.

教育活動, 学生支援, 研究活動, 学外貢献, 大学
運営等について, 総括した.

日本AAD講習会事務局主催の講習会を修了し, 規定
のデータを提出し認定

教育活動, 学生支援, 研究活動, 学外貢献, 大学
運営等について, 総括した.

8）個人活動実績報告書（平成29年度, 星城大学） 平成30年3月

教育活動, 学生支援, 研究活動, 学外貢献, 大学
運営等について, 総括した.

（星城大学　FD研修会等）

教育活動, 学生支援, 研究活動, 学外貢献, 大学
運営等について, 総括した.

4) 平成23年度第2回FD・教育改善会議

星城大学における教育の改善に向けた検討を行っ
た.

3) 第1回大学の未来を考える研究会

4）個人活動実績報告書（平成25年度, 星城大学）

1) 個人活動実績報告書（平成22年度, 星城大学）

8) 倫理審査委員会・治験審査委員会委員養成
研修修了

平成29年12月

5）個人活動実績報告書（平成26年度, 星城大学）

6）個人活動実績報告書（平成27年度, 星城大学）

3）個人活動実績報告書（平成24年度, 星城大学）

7) 第11回RIASコーディング研修修了
（The Roter Methods of Interaction Process
  Analysis System）

平成27年8月

（個人活動実績報告）

2）個人活動実績報告書（平成23年度, 星城大学）

6) 第5回Assessment of Awareness
Disability (AAD)講習修了
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2) 第2回FD研修会

星城大学大学院における研究について，共有した.

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

8) 平成25年度第2回FD研修会 平成26年3月

9) 平成26年度第1回FD研修会 平成26年9月

6) 平成24年度第2回FD研修会

7) 平成25年度第1回FD研修会

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

1) 第1回FD研修会

14) 平成28年度第2回FD研修会

星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のための研修を受けた.

平成22年12月

平成28年3月

平成22年5月

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

平成27年9月

平成29年3月

平成22年8月

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のための研修を受けた.

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

16) 平成30年度第1回FD研修会 平成30年9月 星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

星城大学における高等教育上の課題の共有と改善
に向けた検討を行った.

5) 平成24年度第1回FD研修会 平成24年9月

平成25年3月

（星城大学大学院FD研修会等）

13) 平成28年度第1回FD研修会 平成28年9月

10) 平成26年度第2回FD研修会

17) 平成30年度第2回FD研修会 平成31年3月

12) 平成27年度第2回FD研修会

3) 第3回FD研修会

15) 平成29年度第1回FD研修会 平成29年9月

11) 平成27年度第1回FD研修会

平成27年3月

平成26年9月
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年月日事項 概 要

平成29年3月

奈良学園大学における教育力の向上のために，前
期と後期に開講されている科目の授業参観を行
い，報告書を提出した.

星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のための研修を受けた.

星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のための研修を受けた.

星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のための研修を受けた.

8) 平成26年度第2回FD研修会

星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のための研修を受けた.

9) 平成27年度第1回FDセミナー 平成27年9月

星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のための研修を受けた.

星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のためのセミナーを受けた.

6) 平成24年度第1回FD研修会

平成27年2月

平成30年3月 星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のための研修を受けた.

12) 平成29年度第1回FD研修会 平成29年10月 星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のための研修を受けた.

平成23年8月

平成23年11月

星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のためのセミナーを受けた.

星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のための研修を受けた.

11) 平成28年度第2回FD研修会

星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のための研修を受けた.

星城大学大学院における研究力および研究教育力
の向上のための研修を受けた.

奈良学園大学における教育力の向上のための研修
を受けた.

（奈良学園大学　FD・SD研修会等）

2) 令和元年度保健医療学部授業参観 平成31年度

4) 平成23年度第1回FD研修会

5) 平成23年度第2回FD研修会

平成30年9月

15) 平成30年度第2回FD研修会 平成31年3月

平成25年1月

7) 平成25年度第1回FD研修会 平成26年2月

10) 平成28年度第1回FDセミナー 平成28年10月

14) 平成30年度第1回FD研修会

1) 令和元年度保健医療学部第1回FD研修会 平成31年8月

13) 平成29年度第2回FD研修会
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年月日事項 概 要

図書委員（後に, 図書・情報委員）

広報委員

広報推進委員（大学院担当）

研究倫理審査委員

ハラスメント相談員

平成22年4月
～

平成23年3月

平成22年4月
～

平成23年3月

平成22年4月
～

平成24年3月

平成22年4月
～

平成25年3月

平成22年4月
～

平成27年3月

平成23年4月
～

平成27年3月

平成24年4月
～

平成27年3月

入試広報委員

高校生川柳審査員

備品管理委員

アドバイザーミーティング委員

学生生活委員

人権問題委員(星城大学　学内委員等)

平成25年4月
～

平成30年3月

平成27年4月
～

現在に至る

FD・SD委員（全学）

FD・SD委員（学科）

教務ワーキンググループ委員（学科）

学年担当（1年）（学科）

カリキュラム検討委員（学科）

平成31年4月
～

現在に至る

大学院設置ワーキンググループ委員

平成27年8月
～

平成31年3月

平成31年4月
～

現在に至る

(奈良学園大学　学内委員等)

平成31年4月
～

現在に至る

平成31年4月
～

現在に至る

平成31年4月
～

現在に至る

平成31年4月
～

現在に至る

平成28年4月
～

平成30年3月
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年月日事項 概 要

年月日

平成9年4月

平成15年8月

平成19年3月

平成22年9月

平成22年12月

平成23年4月

平成26年2月

平成31年2月

令和2年2月

平成26年2月

10) 日本作業療法士協会認定作業療法士 第2279号

11) 日本作業療法士協会専門作業療法士（訪問） 第006号

6) 奈良市登美ヶ丘地区地域包括支援センター 平成31年5月
～

現在に至る

自立支援型地域ケア会議の助言者（作業療法士）

３　実務の経験を有する者についての特記事項

社医修（専）　第63号
「脳卒中のリハビリテーション研究に用いられて
いる評価指標の分類と動向：1996年から2005年の
文献調査」

社医博　第76号
「Studies of setting care goals and
understanding subjective needs in aged care
facilities: care providers' and residents'
view（高齢者施設におけるケア目標の設定とニー
ズ把握の研究：ケア提供者と入所者本人の視点」

第145号

作業療法士名簿登録番号　第18679号

第15-1209号

Rater Number: 014924

第681号
（平成28年4月　更新）

第5号

１　資格，免許

概 要

1) 作業療法士

事項

3) 京都大学　社会健康医学修士（専門職）

健康推進策定委員

非常勤作業療法士として作業療法士の指導, およ
びリハビリテーション科の管理・運営補助

健康関連事業計画ワーキングメンバー

研究調整員として研究計画立案への助言, および
研究調整業務（業務委託）

平成24年4月
～

平成29年3月

2) 東海市産学官連携協議会「健康関連事業への
　　参画」ワーキンググループ

平成25年8月
～

平成26年7月

平成25年5月
～

平成27年3月

3) （株）旭化成ファーマ

1) 医療法人社団淀さんせん会金井病院

平成30年9月
～

平成30年12月

5) 株式会社電通 「健康チャレンジ」京大共同研究プロジェクト研
究関連
にて，健康に関するシステマティックレビュー等
の研究協力

4) 東海市健康増進計画等策定ワーキング部会

なし

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

―

2) 福祉用具プランナー

平成29年1月

平成27年8月8) RIASコーダー
（The Roter Methods of Interaction Process
Analysis System）

4) AMPS認定評価者

5) AAD（現・A3）認定評価者

6) 日本公衆衛生学会認定専門家

7) 日本訪問リハビリテーション協会認定訪問療法
士

9) 京都大学　博士（社会健康医学）

２　特許等
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年月日事項 概 要

平成23年8月

3) 第6回日本訪問リハビリテーション協会学術
   大会奨励賞

平成28年6月

1) 平成23年度岡本糸枝研究助成賞 至誠会（東京女子医科大学）における岡本糸枝学
術研究助成の受賞
「在宅要介護高齢者と家族のリハビリテーション
および介護ニーズの把握と, ニーズに基づいたリ
ハビリテーション啓発リーフレット作成の試み」

 第53回近畿産業衛生学会における研究分野の若手
奨励賞の受賞
「高齢者施設の常勤介護職員における離職とその
関連要因の検討」

第6回日本訪問リハビリテーション協会学術大会に
おける奨励賞の受賞
「訪問リハビリテーション・チェックリストの開
発：具体的な目標設定と明確な課題解決のプロセ
ス」

（職能団体における実績）

平成25年4月
～

令和2年3月

1) 日本訪問リハビリテーション協会　教育研修部
　認定審査委員

日本訪問リハビリテーション協会における認定訪
問療法士の認定審査を担当した.

2) 日本訪問リハビリテーション協会　教育研修部
　認定審査委員会　委員長

（受賞歴）

2) 第53回近畿産業衛生学会若手奨励賞＜研究＞

3) 日本訪問リハビリテーション協会　理事 平成29年6月
～

現在に至る

日本訪問リハビリテーション協会における認定訪
問療法士の認定審査および認定研修の担当理事と
して教育研修の構築と運用を行った（令和2年4月
より学術部）.

平成25年11月

平成28年4月
～

令和2年3月

日本訪問リハビリテーション協会における認定訪
問療法士の認定審査を担当し，審査委員長として
統括した.

４　その他
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

(著書)

共著 平成24年8月

共著 平成29年5月

共著 平成29年9月

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が診療ガ
イドラインを活用するうえで必要な知識と活用
方法について，具体的に示した.
B5判　全180頁
監修：中山健夫
編集：日髙正巳・藤本修平
共著者：荒木浩二郎，有明陽佑，稲富宏之，大
浦智子，大寺祥佑，尾川達也，紙谷司，小久保
徹，小向佳奈子，今法子，酒井克也，佐々木
祥，杉田翔，竹林崇，田中宏明，坪内優太，中
村学，芳賀大輔，日髙正巳，福岡達之，福谷直
人，藤本修平，廣江貴則，吉川義之

本人担当部分：「質的研究を解釈するうえで必
要な知識」pp.55-60を単著.
質的研究の基本的な構成および考え方を概説
し，リハビリテーション専門職が臨床場面で質
的研究成果を活用するにあたり留意すべき点を
解説した.

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

照林社

医歯薬出版株式会社

1 褥瘡ガイドブック 褥瘡予防・管理ガイドライン第3版に準拠したガ
イドブックとして，一般に広くわかりやすく説
明した.
B5判　全256頁
編集：日本褥瘡学会学術教育委員会ガイドライ
ン改訂委員会（坪井良治，田中マキ子，門野岳
史，永井弥生，古田勝経，野田康弘，関根祐
介，貝谷敏子，片岡ひとみ，中川ひろみ，岩本
拓，栗田昌和，木下幹雄，倉繁祐太，仲上豪二
朗，柿崎祥子，日髙正巳，廣瀬秀行，杉元雅
晴，宮嶋正子，野口まどか，大桑麻由美，石澤
美保子，木下幸子，祖父江正代，室岡陽子，
松井優子，大浦智子，紺家千津子，市岡滋，須
釜淳子，田中秀子，足立香代子，中山健夫，宮
地良樹）

本人担当部分：委員会による作成のため抽出不
可能　（ガイドラインについての説明と位置づ
けについて概説し，褥瘡予防・管理ガイドライ
ン第3版作成にあたり，各分野の推奨度の根拠と
なる文献の研究デザインおよびエビデンスレベ
ルを判断し，ガイドラインにおける推奨度決定
を支援した.）

2 PT・OT・STのためのエ
　ビデンスの基礎知識と
　診療ガイドライン活用
　法

3 これから始める！シェ
　アードデシジョンメイ
　キング：新しい医療の
　コミュニケーション

医療におけるコミュニケーションや意思決定と
してのシェアードデシジョンメイキングについ
て，国内における先駆者による解説と実践につ
いて示した.
A5判　全172頁
編著：中山健夫
共著者：中山健夫，藤本修平，湯川慶子，中山
和弘，大坂和可子，堀江重郎，森田明夫，大浦
智子，今法子，浦尾充子，山口育子，射場典子

本人担当部分：「（コラム）臨床におけるSDM:
リハビリテーション」pp.129-130を単著.
　地域医療のなかでも訪問リハビリテーション
における患者と提供者間の情報共有とその実態
について紹介し，今後のコミュニケーションの
あり方について示した.

日本医事新報社
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成29年10月4 作業療法研究法

本人担当部分：「診療ガイドラインの作成と活
用」pp.144-146を単著
　診療ガイドラインについて、作成の手順と活
用方法について解説した．

本人担当部分：「研究対象者の選定」pp.23-26
を共著
　研究対象者の選択方法について，バイアスを
防ぐ方法をふまえて解説した. （共著者ととも
に内容を調整し，最終原稿を主として作成した.
）
共著者：大浦智子, 木村大介

本人担当部分：「アウトカム」pp.27-28を共著
　アウトカムの考え方について，尺度の種類に
関する説明のほか，メイン・アウトカムの設定
や対象者主体のアウトカムについて示した.
（共著者とともに内容を調整し，最終原稿を主
として作成した. ）
共著者：大浦智子, 木村大介

医歯薬出版株式会社 作業療法士が押さえておくべき研究倫理，研究
の種類，研究のすすめ方，報告や発表につい
て，作業療法士養成教育に活用するために構
成・編集した.
B5判　全164頁
編著：竹田徳則，大浦智子，藤本修平
第3部監修：廣江貴則
共著者：竹田徳則，大浦智子，木村大介，藤本
修平

本人担当部分：「量的研究」pp.34-41を単著
　量的研究における各種の研究デザインと特性
について解説した.特に，観察研究と介入研究に
おける各研究デザインの特徴と臨床場面におけ
る考え方を示した.

本人担当部分：「質的研究」pp.50-54を単著
　質的研究における手順と方法，妥当性の担保
などについて解説した．

本人担当部分：「混合法（mixed methods
approach）」pp.55-56を単著
　混合型の研究の種類や方法について，例を挙
げながら解説した．

本人担当部分：「尺度開発」」pp.68-70を単著
　作業療法場面を想定した例あげながら，効果
を測定するための尺度の兼ね備えておくべき信
頼性と妥当性について解説した.

本人担当部分：「文献研究」pp.71-72を単著
　主にシステマティックレビューとメタアナリ
シスについて，解説した．

本人担当部分：「データベース研究」pp.73-74
を単著
　データベースの構築と研究への活用につい
て，利点と留意点を中心に解説した．

本人担当部分：「根拠に基づく医療（Evidence-
Based Medicine; EBM）」pp.140
　根拠に基づく医療と根拠に基づく実践につい
て，その考え方について解説した．

本人担当部分：「エビデンスの質と階層」」
pp.141-143を単著
　研究を実施する際だけでなく，既存研究を読
み解釈する際に参考となるエビデンスレベルに
ついて解説した.
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

本人担当部分：「用語の説明」pp.1-7を共著
　作業療法士もしくは学生が研究法を効果的に
学ぶために，本書内における主要な用語を説明
した. (説明する用語の抽出および執筆担当者の
振り分け，担当用語の執筆，全用語の内容の確
認を行った.)
共著者：竹田徳則，大浦智子, 木村大介

本人担当部分：「巻末課題」pp.148を共著
　作業療法士もしくは学生が研究法を効果的に
学ぶために，巻末課題を示した. （学部学生を
想定し，到達すべきであろう学習目標を設定し
て，共著者とともに課題を作成した.）
共著者：竹田徳則，大浦智子

5 訪問リハビリテーショ
ンアドバイスブック

訪問リハビリテーションについて理解するため
に，多職種の立場から訪問リハビリテーション
従事者が抑えておくべき事項を示した.
監修：青山朋樹，高橋紀代
編集：辰巳昌嵩
共著者：辰巳昌嵩，阿毛裕理，片桐辰徳，藤本
修平，光武誠吾，高橋紀代，八木街子，宇野雄
祐，杉田翔，三好早苗，山﨑真一，奥村圭子，
川場康智，東田全央，今枝敬典，倉田昌幸，木
村圭佑，羽田真博，岩田研二，青山朋樹，藤田
美和子，嶋本尚恵，小口妃小江，杉浦徹，三木
貴弘，朝倉健太郎，尾畑翔太，中川征士，大場
やよい，上野多加子，森下元賀，小泉裕一，園
山真弓，池田耕二，大浦智子，鳴尾彰人，樺元
大輝，南條拓也，田代雄斗

本人担当部分：「筋力維持・増強」を単著
　筋力維持・増強に関する基本的知識に加え，
在宅訪問リハビリテーションにおける着眼点と
留意点を解説した.

本人担当部分：「関節可動域の維持と改善」を
単著
　関節可動域に関する基本的知識に加え，在宅
訪問リハビリテーションにおける着眼点と留意
点を解説した.

本人担当部分：「転倒および転倒予防対策」を
単著
　在宅生活を送る対象者の生活機能の低下を脅
かす転倒について，環境整備を含めて転倒予防
対策について解説した.

編著：藤本修平，竹林崇
共著者：藤本修平，竹林崇，小向佳奈子，杉田
翔，大浦智子，福田芽森，穴田周吾，中口拓
真，佐々木祥，村井歩志，他．

本人担当部分：「質的研究」を単著
　質的研究論文報告のためのチェックリストを
用いながら，臨床実践に役立てるための論文情
報の読み方について解説した．

メジカルビュー社平成30年3月共著

6 セラピストのための臨床
における治療選択を助ける
エビデンスの活用法（仮）

共著 令和2年8月
（予定）

医学書院
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

（学術論文）

平成23年8月

共著 平成23年12月

共著 平成24年9月

平成25年9月

共著

保健師ジャーナル69:
712-719, 2013.

Ａ町の介護予防事業であるサロンは, 一般参加
者にとって主要な健康関連情報の授受の場に
なっており, 健康情報の伝達と情報的サポート
の増加により介護予防への寄与が期待できるこ
とが示唆された.

本人担当部分：共著者らの助言を得て研究計画
の立案と実施，論文を執筆した.
共著者：大浦智子，竹田徳則，近藤克則，木村
大介，今井あい子

共著

3 主観的QOL評価と生活
  観察をもとにした認知
  症高齢者へのアプロー
  チ
 （査読付）

意欲の低下と日常生活動作自立度低下で在宅介
護が困難で長期入所となった認知症高齢者に対
して, 対人交流や活動意欲の向上を目的にかか
わった症例を報告した. 主観的QOL評価と生活観
察で得た情報を活用しながら, 集団の場の力や
チームによるアプローチの結果, 対人交流や活
動意欲の向上につながった.

本人担当部分：得られた結果に対して作業療法
学的見地から助言し，考察の検討と論文執筆に
際して助言した.
共著者：中西康祐, 吉島拓矢, 三澤聡子, 大浦
智子

長野県作業療法士会学術
誌30: 120-128, 2012.

1 Reliability and
  validity tests of an
  evaluation tool
  based
  on the modified
  Barthel Index（Barthel
　Index改変版に基づく評価
　ツールの信頼性と妥当性
　の検証）
 （査読付）

International Journal
of Therapy and
Rehabilitation 18(8):
422 - 428, 2011.

遂行状況を評価するために, 活動能力を測定す
るModified Barthel Indexをもとに作成した評
価表の信頼性と妥当性を検証した. 検査者間お
よび検者内信頼性, 内的整合性は良好だった.
施設入所高齢者では階段昇降を実施している者
がほとんどおらず, 階段昇降を除いて実施した
探索的因子分析の結果, 1因子で説明可能だっ
た.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：Ohura T, Ishizaki T, Higashi T,
Konishi K, Ishiguro R, Nakanishi K, Shah S,
Nakayama T

2 Internet use for
  health-related
  information via
  personal computers
  and
  cell phones in
  Japan:
  a cross-sectional
  population-based
  survey.（日本におけ
  るパーソナルコン
  ピューターと携帯電話
  による健康関連情報の
  インターネット使用：
  地域住民を対象とした
  横断研究）
 （査読付）

インターネットおよびeメールによる健康・医療
情報の取得と利用者の属性を把握するために横
断的研究を行った. インターネットによる健
康・医療情報取得は高学歴・高収入の人に利用
され, 年齢が上がると利用されなくなること,
携帯電話のインターネットおよびeメールによる
健康・医療情報の活用がパーソナルコンピュー
タのそれに比べて低いことがわかった.

本人担当部分：調査に使用する質問項目の検討
および質問文に関する助言と，得られた結果に
対する考察について共著者らと検討した.
共著者：Takahashi Y, Ohura T, Ishizaki T,
Okamoto S, Miki K, Naito M, Akamatsu R,
Sugimori H, Yoshiike N, Miyaki K, Shimbo T,
Nakayama T.

J Med Internet Res.
13(4):e110, 2011.

4 （調査報告）「憩いの
  サロン」参加者の健康
  情報源と情報の授受：
  サロンは情報の授受の
  場になっているか？
 （査読付）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

平成25年10月

平成26年3月

平成26年3月

共著 平成26年3月

平成26年4月

在宅要介護者の主介護者が感じる主観的介護負
担感とその関連要因を明らかにすることを目的
に, 訪問リハビリテーション利用者の主介護者
（66名）を対象に質問紙調査を実施した結果，
階段昇降要介助の場合は自立に比べて, 主観的
介護時間が多い場合は少ない場合に比べて,
オッズ比が高かった.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文の
執筆にあたり指導した（責任著者）.
共著者：船渡絵梨香, 津山努, 今井あい子, 大
浦智子

愛知作業療法22:3-8,
2014.

7 訪問リハビリテー
   ション利用者の主
   介護者における主
   観的介護負担感と
   その関連要因の検
   討（査読付）

共著

作業療法32: 440-450,
2013.

介護支援専門員（care manager: CM）とヘル
パーを対象に実施した「訪問リハリハビリテー
ション（訪問リハ）に期待している効果」に関
する質問紙調査の結果, 身体機能の回復, 動き
やすさやセルフケアの改善に偏っていた.

本人担当部分：共著者らと協力施設を調整し，
研究計画の立案と実施，論文を執筆した.
 共著者：大浦智子, 津山努, 中西康祐

International Journal
of GERONTOLOGY 8(1):
12-17, 2014.

要介護高齢者入所施設の職員が考える高齢者の
ケア目標とその関連要因を明らかにするために,
7施設30人の職員を対象に半構造化面接を実施
し, その内容を質的に分析した結果, 4カテゴリ
が抽出された.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：Ohura T, Takada A, Nakayama T

共著

共著

A大学作業療法学専攻4年生を対象に, 目標・理
想の作業療法士に関する自由記述式質問紙によ
る調査を行い質的分析を行った. 目標・理想と
する作業療法士として, 【技能】の＜コミュニ
ケーションスキル＞と【総合的判断力】の＜論
理＞に着眼していることが明らかとなった.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文の
執筆にあたり助言した.
共著者：山崎竜弥，大浦智子

9 （実践報告）客観的
   臨床能力試験
  （OSCE）場面のビデ
   オ・フィードバッ
   クによる臨床実習
   前教育の取り組み
  （査読付）

作業療法33(2): 181-
190, 2014.

学生が取り組むOSCEの症例課題実施場面を撮影
し, 終了後のビデオ・フィードバックと学習の
ふり返り機会を提供した. 臨床実習後の質問紙
調査（37名）では，OSCEの復習をした者が8割以
上で，その内容はビデオ・フィードバックを参
考にしていた.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：大浦智子，竹田徳則，藤田高史，古澤
麻衣，木村大介，冨山直輝，林浩之，飯塚照
史，坂井一也，今井あい子

共著

8 （短報）臨床実習後
    の作業療法学生が目
    標・理想とする作業
    療法士
   （査読付）

愛知作業療法22:55-58,
2014.

5 介護支援専門員と訪問
  介護員における訪問リ
  ハビリテーション効果
  への期待：量的・質的
  検討（査読付）

6 Care goal setting
  and
  associated factors:
  semi-structured
  interviews with
  multidisciplinary
  care providers in
  facilities for
  elderly people（介護
  目標の設定と関連要
  因：高齢者施設の多職
  種ケア提供者への半構
  造化面接）（査読付）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

平成26年7月

平成26年12月

平成26年12月

平成27年1月 入所高齢者のニーズを評価するための質問紙（4
領域25項目）を開発し, 妥当性と信頼性を検証
した. 再検査法による信頼性は, ニーズの領
域・項目によって高低が認められた. 確認的因
子分析の結果, モデル適合度は許容範囲内と判
断された.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：Ohura T, Ishizaki T, Higashi T,
Nakayama T

訪問リハビリテーション利用者の訪問リハ利用
のきっかけと日々の生活目標を知るために, 質
問紙調査によって34 名の訪問リハ利用者の自由
記述回答を質的に分析した. 利用のきっかけは7
個の二次テーマ, 生活目標は 8 個の二次テーマ
が抽出された.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：大浦智子, 津山努

J Phys Ther Sci
26(12): 1971-1974,
2014

在宅要介護高齢者128名を対象に, Modified
Barthel Indexに基づくセルフケア遂行評価日本
語版の因子的妥当性と内的整合性を検証した.
確認的因子分析の結果, モデル適合度は許容範
囲内と判断された.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：Ohura T, Higashi T, Ishizaki T,
Nakayama T

10 学生における客観的
  臨床能力試験（OSCE）
  前後の学習と臨床実
  習後の自己評価：量
  的・質的分析による
  検討
 （査読付）

作業療法教育研究14(1):
16-22, 2014

評価主体の臨床実習（実習）開始約1カ月前に,
検査・測定，症例課題からなる客観的臨床能力
試験（OSCE）を実施し, 実習後に質問紙調査を
実施した. 対象学生33名中32名がOSCEの事前準
備をしたと自己評価していたが, 実習前には知
識や評価のみならず, 相手に合わせる応用技術
を視野に入れた準備が必要だと学生は感じてい
た.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：大浦智子，竹田徳則，藤田高史

11 訪問リハビリテー
  ション利用者のサ
  ービス利用のきっ
  かけと生活目標
 （査読付）

作業療法33(6): 517-
525, 2014

12 Assessment of the
   validity and
   internal
   consistency
   of a performance
   evaluation tool
   based on the
   modified Barthel
   Index Japanese
   nversion for
   elderly
   people living at
   home（在宅高齢者
  におけるBarthel
  Index改変日本語版
  に基づく遂行評価
  ツールの妥当性と
  内的整合性）
 （査読付）

Clinical Gerontologist
38(1): 88-102, 2015

共著

共著

共著

共著

13 Testing validity
   and
   reliability of a
   newly developed
   instrument to
   assess
   the subjective
   needs
   of
   institutionalized
   elderly（入所高齢者
   の主観的ニーズを
   評価するために新
   たに開発したツー
   ルの妥当性と
   信頼性の検証）
  （査読付）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成27年3月

共著 平成27年6月

平成27年6月

平成27年7月 作業療法ジャーナル
49(8), 861-867

動作性 IQ や日常生活場面での記憶障害が，MCI
や初期認知症の変化を把握できるかを確認する
ことを目的に, 神経内科受診者のうち 1 年後の
再評価が実施できた 9 名のMini-Mental State
Examination（MMSE）, コース立方体組み合わせ
テスト, リバーミード行動記憶検査（RBMT）の
初期評価と 2 回目評価結果を比較した. 結果,
RBMT が軽微な認知機能の変化を検出可能であっ
た.

本人担当部分：研究計画の立案と実施を行い，
論文執筆に際して助言した.
共著者：木村大介，廣瀬秀一，大浦智子，中西
康裕，大槻輝子

日本認知症予防学会誌
48(1): 22-24, 2015

共著 介護予防における一次予防事業として行われて
いるサロン参加女性を対象に, 軽度認知機能低
下の有無と健康情報ニーズとの関連を明らかに
するための調査（自記式認知機能検査，健康情
報ニーズ等）と体力測定を実施した. 軽度認知
機能低下の有無による健康情報ニーズの違いは
認められなかった.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：大浦智子, 竹田徳則, 木村大介, 冨山
直輝, 古澤麻衣, 天野圭二

訪問リハビリテーション利用者と提供者34組を
対象に, 主観的効果と実施プログラムの認識の
相違を明らかにした. 利用者は, 提供者が考え
ているよりも症状や床上動作の改善に向けたプ
ログラムを実施していると認識していた.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：Ohura T, Tsuyama T, Nakayama T

共著

15 学生が地域で運営す
   る健康サロンにおけ
   る学習と気づき
  （査読付）

学生が地域高齢者を対象に健康サロンを運営す
ることによって得られた学生自身の気づきを明
らかにするために, 運営開始11か月後に質問紙
調査を行った. 学びの場としての肯定的意見に
対し, 実務面での反省が挙げられていた.

本人担当部分：研究計画を立案し，共著者とと
もに実施，論文執筆にあたり助言をした.
共著者：古澤麻衣, 竹田徳則, 大浦智子

作業療法 34: 325-334,
2015.

16 Differences between
   home-visit
   rehabilitation
   users and
 　providers in their
　 understanding of
   the content and
   subjective
   effects of
   rehabilitation
   practices（リハビ
  リテーション内容の
  理解と主観的効果に
  関する訪問リハビリ
  テーション利用者と
  提供者間の違い）
 （査読付）

J Phys Ther Sci 27:
1705-1708, 2015.

14 初期認知症および軽
   度認知機能障害
  （MCI）における軽微
   な認知機能の変化を
   捉え得る神経心理学
   検査の検討
  （査読付）

17 健康サロンに参加す
   る高齢女性における
   認知機能低下の有無
   と健康情報ニーズと
   の関連
  （査読付）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成27年8月

平成27年12月

平成28年1月

共著 平成28年2月

高齢者の身体・心理社会面にもたらす地域開催
型ラジオ体操の効果を明らかにするために, 3か
月間の介入を行った. ラジオ体操群では下肢筋
力やバランスに有意な向上を認め, 体調の主観
的変化を認知していた.

本人担当部分：研究結果の解釈，統計解析およ
び論文の執筆にあたり助言した.
共著者：今井あい子, 加藤芳司, 竹田徳則, 大
浦智子, 北林由紀子, 山本和恵, 真田樹義

作業療法 34(4), 393-
402, 2015.

武豊プロジェクトの参加高齢者100名を3年間追
跡し, 認知機能を保つ要因を明らかにした. レ
ジャー活動や社会的つながりの強化が, 認知機
能の維持に正の効果を及ぼしていることが明ら
かとなった.

本人担当部分：研究結果に対する解釈および論
文執筆に際して助言をした.
共著者：Kimura D, Takeda T, Ohura T, Imai A

J. Phys. Ther. Sci.
27: 3837–3841, 2015

訪問リハビリテーション利用者家族と提供者50
組を対象に, 主観的効果と実施プログラムの認
識の相違を明らかにした. 利用者家族は, 提供
者が考えているよりも症状や床上動作の改善に
向けたプログラムやマッサージを実施している
と認識しており, 痛みや症状の改善を自覚して
いた.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：Ohura T, Tsuyama T, Nakayama T

共著

介護老人保健施設に入所する高齢者のニーズと
介護職員によるニーズの把握の程度を明らかに
するために, 高齢者と介護職員115組にインタ
ビューと質問紙を用いた調査を行った. 基本的
日常生活と情緒的なニーズに比べ, 手段的日常
生活と生活環境に関するニーズのほうが, 職員
による把握割合が低い傾向にあった.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：Ohura T, Ishizaki T, Higashi T,
Nakayama T

20 Gaps between the
   subjective needs
   of older facility
   residents and how
   care workers
   understand them: a
   pairwise cross-
   sectional study
 （入所高齢者の主観的
   ニーズと介護職員が
   把握している程度と
   の隔たり：ペアワイ
   ズ横断研究）
  （査読付）

BMC Res Notes 9:52,
2016
(DOI 10.1186/s13104-
016-1851-7)

21 Evaluation of
   facilitative
   factors for
   preventing
   cognitive decline:
   A 3-year cohort
   study of community
   intervention
  （認知機能低下予防促
   進因子の評価：3年間
   の地域介入コホート
   研究）
  （査読付）

PSYCHOGERIATRICS (DOI:
10.1111/psyg.12182)

共著

18 地域開催型ラジオ体
   操が高齢者の身体・
   心理社会面にもたら
   す効果
  （査読付）

19 Differences in
   understanding and
   subjective effects
   of home-visit
   rehabilitation
   between user
   families
   and rehabilitation
   providers（利用者家
   族と提供者間におけ
   る訪問リハビリテー
   ション内容の理解と
   主観的効果の違い）
  （査読付）
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発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成28年3月

単著 平成29年1月

平成29年3月

共著 平成29年7月

平成29年8月

22 Correlation of the
   Hand 20 with the
   International
   Classification of
   Functioning,
   Disability, and
   Health and
   comparison of the
   results with those
   of the Disability
   of the Arm,
   Shoulder and Hand
　 （国際生活機能分類と
 　Hand20との関係とDASH
   スケールとの比較）
  （査読付）

Asian J Occup Ther 11:
27-33, 2016

本邦の手外科領域で多用されている患者立脚型
評価Hand20の各項目について, ICF項目との関連
からDASHとの比較を試みた結果, Hand20は心身
機能から5項目, 活動と参加から23項目, 個人因
子から2項目がICF項目と関連づけられた. また,
Hand20は, DASHより手に特化した身体部位特異
的尺度であると捉えられた.

本人担当部分：研究計画の立案に対する助言，
研究の実施をともに行い，論文執筆に際して助
言をした.
共著者：Iitsuka T, Ohura T, Fujita T.

京都大学

24 作業療法士による訪
   問リハビリテーショ
   ンの目標とプログラ
   ム訪問リハビリテー
   ション実施計画書の
   記載内容
  （査読付）

作業療法士による訪問リハビリテーションの目
標とプログラムの実態を明らかにするために,
初回実施計画書の記載内容を計量的に分析し,
社会参加を見据えた活動・参加の目標のもと,
活動・参加と心身機能・身体構造のプログラム
が多く行われていることが明らかとなった.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文の
執筆にあたり指導した（責任著者）.
共著者：山内春香, 佐竹美保, 津山努, 大浦智
子

作業療法ジャーナル 51:
261-265, 2017

日本認知症ケア学会誌
16: 461-469, 2017

1) 施設職員による入所高齢者へのケア目標の設
定とケア目標に関連する要因，2) 入所高齢者の
生活上の主観的ニーズの評価法，3) 入所高齢者
の生活上の主観的ニーズと介護職員の把握状
況，を明らかにした.

A4判　全38頁（既出の学術論文9・16・23で構
成）

BMC Medical Research
Methodology (2017)
17:131
DOI 10.1186/s12874-
017-0409-2

脳卒中患者におけるModified BI（MBI）に基づ
く日本語版（performance evaluation tool of
MBI: PET-MBI）の妥当性と信頼性検証を行った.
PET-MBIは, BIとの基準関連妥当性と評価者間信
頼性・評価者内信頼性が高いと判断した.

本人担当部分：共著者とともに研究計画を立
案・実施し，論文を執筆した.
共著者：Ohura T, Hase K, Nakajima Y,
Nakayama T

共著

共著

認知症高齢者の主観的生活の質（QOL）の維持向
上に向けた日常生活動作（ADL)支援プロトコル
の構築を目指し、在宅認知症高齢者の総合的な
ADLの実態, 主観的QOLと総合的なADL等の因子と
の関連を調査した.総合的ADLの障害が主観的QOL
と関連があり, 手段的ADLが基本的ADLに比べて
自立度が低い傾向にあることが示された.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文の
執筆にあたり助言した.
共著者：中西康祐，大浦智子，池谷政直

26 Validity and
   reliability of a
   performance
   evaluation tool
   based on the
   modified Barthel
   Index for stroke
   patients（Barthel
   Index改変版として
   の遂行評価尺度の
   脳卒中患者におけ
   る妥当性と信頼性）
  （査読付）

25 認知症高齢者のQOL
   向上に向けたADL 支
   援プロトコル構築の
   ための在宅の基礎的
   調査
  （査読付）

23 Studies of setting
   care goals and
   understanding
   subjective needs in
   aged care facilities:
　 care providers' and
   residents' view
   （高齢者施設におけるケ
   ア目標の設定とニーズ把
   握の研究：ケア提供者と
   入所者本人の視点）
   (博士論文）
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共著 平成29年10月

共著 平成29年11月

J. Phys. Ther. Sci.
30: 866–873, 2018

平成30年6月共著30 Occupation-based
   differences in
   shared perceptions
   of older resident
   needs within
   multidisciplinary
   care teams: a
   cross-sectional
   study of care
   workers, nurses,
   and therapists
   linked to older
   residents（入所高齢
  者の視点共有に関する
  多職種ケアチーム内に
  おける職種間の違い：
  入所高齢者とリンクさ
  れた介護・看護・リハ
  ビリテーション職を対
  象とした横断研究）
  （査読付）

中年世代のライフステージの趣味と，その時の
思い出の傾向を明らかにするために，自由回答
式質問紙調査を実施した．趣味の思い出は人と
の思い出が最も多く，作業療法場面で趣味を活
用する際には，活動としての趣味だけでなく，
その趣味に含まれる意味や思い出を理解する必
要性が示唆された．

本人担当部分：研究計画共著者とともに立案
し，論文執筆にあたり助言をした（責任著者）.
共著者：榊原唯，水野里咲，村松真侑子，阿部
優奈，大浦　智子

介護老人保健施設で働く介護・看護・リハビリ
テーション職による入所高齢者のニーズ把握の
程度とその共有実態を明らかにするために, 高
齢者と介護・看護・リハビリテーション職88組
への調査結果を分析した. 職員らは手段的日常
生活と生活環境に関するニーズを過小評価する
傾向があり、職種によってニーズの把握領域が
異なっていた.

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：Ohura T, Higashi T, Ishizaki T,
Nakayama T

29 中年世代の各ライフ
   ステージにおける趣
   味と思い出の傾向
   （査読付）

訪問リハビリテーションの初回プログラム内容
と，3ヶ月以内の目標達成終了者の特徴を明らか
にするために, テキストマイニング手法を用い
て分析し，脳血管疾患と骨関節疾患のプログラ
ムの割合を計量した. 初回のプログラムは心身
機能に焦点をあてた機能訓練が多かった.

本人担当部分：研究計画を立案し，共著者とと
もに実施，論文執筆にあたり助言をした.
共著者：古澤麻衣，大浦智子 ，藤井啓介，津山
努

平成30年5月 臨床作業療法 5: 14-19,
2018

地域リハビリテーション
12: 968-975, 2017

共著

養成校作業療法学生の臨床実習後におけるハン
ドセラピィに対する認識を検討するために，学
生の提出レポートをテキストマイニング手法に
より分析した. 主題分析を用いた質的検討を踏
まえると，学生はハンドセラピィを作業療法の
一分野として認知はしているものの，生活や作
業とは対極しており，作業療法士とは一線を画
すとの認識であることが示唆された．

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文の
執筆にあたり助言した.
（飯塚照史, 大浦智子）

28 テキストマイニング
   手法を用いた訪問リ
   ハビリテーションプ
   ログラムの分析
  （査読付）

27 臨床実習後作業療法
   学生におけるハンド
   セラピィに対する認
   識
  （査読付）

日本ハンドセラピィ学会
誌 10: 43-48, 2017
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介護老人保健施設の入所高齢者の生活満足に入
所高齢者を対象に，4領域25項目のニーズ項目と
生活満足等で構成する質問紙を用いた面接調査
を行った．さらに，高齢者1人につき介護職員・
看護職員・リハビリテーション職員（リハビリ
職員）をマッチさせ，高齢者と同様のニーズ項
目とケア提供への満足度等で構成する質問紙調
査を実施した．高齢者の生活満足を従属変数，
高齢者の特性（性，年齢，認知機能など），職
員の特性（カンファレンスの参加，ケア提
供），職員による高齢者のニーズ把握数を説明
変数し，有意水準を0.10未満として変数増加法
を用いたロジスティック回帰分析にてオッズ比
を算出した．入所高齢者は，性や年齢にかかわ
らず約8割が生活に満足していた．高齢者の生活
満足をアウトカムとしたロジスティック回帰分
析の結果，オッズ比は，介護職員がケア提供に
満足している場合がしていない場合に比べて
9.46（95%信頼区間[confidence interval:
CI]1.04-86.02）だった．

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した.
共著者：大浦智子，中山健夫

令和2年3月 医療福祉情報行動科学研
究7: 63-72, 2020

日本臨床作業療法研究
6(1): 38-5, 2019

作業療法士に対する質問紙調査にて，OTを提供
するうえで【目標共有】，【ニーズ】，【アプ
ローチ】等に配慮し，「意味のある作業」に焦
点を当てることがOTを行う上で有用だと考えて
いることがわかった．作業に焦点を当てた実践
を知っていると回答したOTRは限られていたが，
知らないと回答したOTRの約9割が知りたいとの
回答を得た．

本人担当部分：研究計画共著者とともに立案
し，論文執筆にあたり助言をした（責任著者）.
共著者：林映見, 林原千夏, 野呂奈々穂, 加藤
正崇, 石黒佳世, 大浦智子

共著 令和元年8月

共著

31 関節リウマチ患者と医学
生の合同グループワークで
得られた患者と医学生の声
今後の医学教育に必要なこ
と（査読付）

共著

33 「作業に焦点を当てた実
践」の現状と障壁（査読
付）

34 介護老人保健施設に入所
する高齢者の生活満足の関
連要因: ケア提供者の職種
とニーズ把握を加味した検
討（査読付）

平成31年5月 日本ヘルスコミュニケー
ション学会雑誌   10(1)
: 31-35, 2019

関節リウマチ患者と医学生の合同グループワー
クの取り組みを紹介し，合同グループワーク後
の感想と，双方が考えている医学教育に必要な
ことを問うた．双方とも，グループワークの取
り組みを肯定的にとらえていたのに加え，医学
生は患者さんの生活を知ることの重要性を感じ
ていた．

本人担当部分：研究計画の立案と実施，論文を
執筆した．
共著者：大浦智子, 小嶋雅代, 荘子万能, 西明
博, 橋本里穂, 石橋茉実, 山中寿, 中山健夫

32 病院と訪問における作業
療法士の役割と必要なスキ
ル-学生の視点による質的研
究（査読付）

共著 令和元年8月 作業療法ジャーナル
53(9): 1014-1018, 2019

作業療法専攻で学ぶ大学生の視点で，作業療法
士に対して病院と訪問における作業療法士の役
割と必要なスキルをインタビューし，分析し
た．【目標の共有】と【医療・介護保険の知
識】は，訪問リハに関する語りのみで抽出さ
れ，訪問リハで意識されていることが明らかと
なった．

本人担当部分：研究計画共著者とともに立案
し，論文執筆にあたり助言をした（責任著者）.
共著者：水野里咲, 榊原唯, 阿部優奈, 村松真
侑子, 大浦智子
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(その他)

「ガイドライン」

共著 平成24年6月

共著 平成26年3月

「総説・解説等」

単著 平成24年3月

単著 平成24年10月

高齢者ケアにおけるEvidenceとNarrative, クラ
イエントの個別性の理解と, リハビリテーショ
ンでの活用について解説した.

褥瘡会誌 14(2): 165-
226, 2012.

科学的根拠に基づく褥瘡予防・管理ガイドライ
ンの改訂版を作成した.

本人担当部分：委員会による作成のため抽出不
可能　（ガイドラインについての説明と位置づ
けについて概説し，褥瘡予防・管理ガイドライ
ン第3版作成にあたり，各分野の推奨度の根拠と
なる文献の研究デザインおよびエビデンスレベ
ルを判断し，ガイドラインにおける推奨度決定
を支援した. ）
共著者：日本褥瘡学会学術教育委員会ガイドラ
イン改訂委員会（坪井良治，田中マキ子，門野
岳史，永井弥生，古田勝経，野田康弘，関根祐
介，貝谷敏子，片岡ひとみ，中川ひろみ，岩本
拓，栗田昌和，木下幹雄，倉繁祐太，仲上豪二
朗，柿崎祥子，日髙正巳，廣瀬秀行，杉元雅
晴，宮嶋正子，野口まどか，大桑麻由美，石澤
美保子，木下幸子，祖父江正代，室岡陽子，
松井優子，大浦智子，紺家千津子，市岡滋，須
釜淳子，田中秀子，足立香代子，中山健夫，宮
地良樹）

Jpn J PU 16(1): 12-90,
2014.

科学的根拠に基づく褥瘡予防・管理ガイドライ
ンの改訂版を作成した.

本人担当部分：委員会による作成のため抽出不
可能　（ガイドラインについての説明と位置づ
けについて概説し，褥瘡予防・管理ガイドライ
ン第3版作成にあたり，各分野の推奨度の根拠と
なる文献の研究デザインおよびエビデンスレベ
ルを判断し，ガイドラインにおける推奨度決定
を支援した.）
共著者：The Japanese Society of Pressure
Ulcers Guideline Revision Committee（Tsuboi
R, Tanaka M, Kadono T, Nagai Y, Furuta
K,Noda Y, Sekine Y, Kaitani T, Kataoka H,
Nakagawa H, Iwamoto T, Kurita M, Kinoshita
M, Kurashige Y, Nakagami G, Kakizaki S,
Hidaka M, Hirose H, Sugimoto M, Miyajima M,
Noguchi M, Okuwa M, Ishizawa M, Kinoshita
Y, Sobue M, Murooka Y, Matsui Y, Ohura T,
Konya C, Ichioka S, Sugama J, Tanaka H,
Adachi K, Nakayama T, Miyachi Y）

訪問リハビリテーション
10: 205-211, 2012.

訪問リハビリテーションにおけるエビデンスの
構築に向けて, 診療ガイドラインと研究, 研究
デザインとエビデンスレベル, 臨床研究におけ
る手続き等について解説した.

2 （特集）訪問リハビ
  リテーションにおけ
  るエビデンス構築の
  ために：ガイドライ
  ンにつながる研究と
  は

2 JSPU Guidelines for
　the Prevention and
　Management of
　Pressure Ulcers (3rd
　Ed.)
（褥瘡予防・管理ガイド
　ライン（第3版））

1 褥瘡予防・管理ガイド
　ライン（第3版）

1 高齢者ケアにおける
   クライエント中心の
   アプローチ

シニアフィットネスリハ
ビリテーション 5: 7-9,
2012.
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共著の別
発行又は
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発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

単著 平成27年2月

平成27年5月

平成28年3月

単著 平成29年1月

「報告書等」

共著 平成23年3月

養成校における訪問リハビリテーションの教育
の現状と課題について, 報告した. 養成教育に
おける地域関連科目と単位数，全体のなかでの
訪問リハビリテーションについて説明できる時
間的制約について概説する一方，近年の実習に
おける訪問リハビリテーション見学場面の増加
などについて示した.

明確な目標設定に基づく効果的な訪問リハビリ
テーション（訪問リハ）の提供を可能とするた
めのアセスメントシートとチェックリストを開
発した. チェックリストは4領域20項目で構成さ
れた.

本人担当部分：共著者の助言を得て研究計画を
立案・実施し，論文を執筆した.
共著者：大浦智子，津山努，古澤麻衣

地域リハビリテーション
12: 34-39, 2017

共著

共著

OTジャーナル 49: 90-
91, 2015

作業療法領域における「患者中心のアプローチ
（Patient-centered approach: PCA）」, 「根
拠に基づく実践（Evidence-based Practice:
EBP）」, 「意思決定の共有（Shared-decision
making: SDM）」と「説明と同意Informed
Consent（IC）」を紹介した.

1 精神障害と労災研究会
  2010受託研究

うつ病等精神疾患発症後の心理的負荷と自殺と
の関係について解明するために, 国内外の発表
論文を対象に構造化抄録を作成した.
A4判　全64頁
代表：天笠崇

本人担当部分：研究チームによる報告のため抽
出不可能
共著者：天笠崇, 松浦健伸, 田井健，中山健夫,
福田里砂, 大浦智子, 熊井史, 渡邉貴博, 植原
亮介, 中谷琢, 古川安之

メタアナリシスとシステマティックレビューの
報告のガイダンスであるPRISMA（Preferred
Reporting Items for Systematic reviews and
Meta-Analyses）の概要を紹介し，今後の展望を
まとめた.

本人担当部分：共著者の助言を得て，論文を執
筆した.
共著者：大浦智子，中山健夫

5 （特集）訪問リハビ
  リテーション・チェ
  ックリストの開発：
  具体的な目標設定と
  明確な課題解決のプ
  ロセス

訪問リハビリテーション
協会機関紙43: 29-
34.2016

6 養成校における訪問
   リハビリテーション
   の教育の現状と課題

精神障害と災研究会平成
22年度研究報告書

3 （提言）患者中心の
  アプローチ（Patient-
  centered approach）
  と根拠に基づく実践
  （Evidence-based
  Practice）：より良
  い作業療法実践にむ
  けて

4 EQUATOR Networkから
  得られる，質の高い
  研究報告のための国
  際ルール④ PRISMA:
  システマティック・
  レビュー報告のため
  のツール

Jpn Pharmacol Ther (薬
理と治療) 43 suppl. 1:
s44-s50, 2015.
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

平成24年3月

心理社会面と健康に着目し「憩いのサロン」を
活用した介護予防のための地域介入によっても
たらされる効果と課題について報告した.
A4判　全61頁
代表：竹田徳則

本人担当部分：「介護予防のための心理社会面
に着目した包括的地域介入に関する研究」
pp.22-25を共著
　介護予防の一次予防事業「憩いのサロン」で1
年に1回実施する「お元気チェック」から，認知
機能や身体能力，健康関連情報入手の実態，お
よびサロン参加による変化等について報告した.
（研究の実施，および論文執筆にあたり助言し
た.）
共著者：竹田徳則，木村大介，大浦智子，今井
あい子

「ソーシャル・キャピタルと健康に関する実証
的研究」に関わる各分野から，介護予防のポ
ピュレーション戦略としての「憩いのサロン」
に関する各種報告がされた.
A4判　全160頁
代表：竹田徳則

本人担当部分：「ポピュレーション戦略による
「憩いのサロン」を活用した介護予防事業参加
者の評価「お元気チェック」の内容と進め方」
pp.55-111を共著
　介護予防の一次予防事業「憩いのサロン」で1
年に1回実施する「お元気チェック」の内容と進
め方について, 概要と手順を報告した. （研究
の実施，および論文執筆にあたり助言した.）
共著者：竹田徳則，木村大介，大浦智子，今井
あい子

本人担当部分：「ポピュレーション戦略による
介護予防に向けた憩いのサロン事業に関する研
究-参加による外出の変化と参加理由-」pp.113-
119を共著
　介護予防の一次予防事業として実施している
「憩いのサロン」参加による外出の変化と参加
理由について報告した.（研究の実施，および論
文執筆にあたり助言した.）
共著者：竹田徳則，大浦智子，木村大介

本人担当部分：「「憩いのサロン」参加者の健
康情報源と情報の授受に関する研究」pp.121-
130を共著
　介護予防の一次予防事業として実施している
「憩いのサロン」参加者の健康情報源と情報の
授受との関連, ボランティアと一般参加者の特
性の違いについて調査・検討し報告した.（研究
計画の立案，データ集計と結果の解釈，論文を
執筆した. ）
共著者：大浦智子，竹田徳則，近藤克則，木村
大介，今井あい子

共著

3 介護予防のための心理社
　会面に着目した包括的地
　域介入に関する研究

2 ソーシャル・キャピタル
  と健康に関する実証的研
  究

共著 平成24年3月

科学研究費補助金（新学
術領域）研究報告書

平成23年度元気創造研究
センター年報（星城大
学）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

平成24年8月

共著 平成26年2月

平成26年3月

共著 公益財団法人在宅医療助
成勇美記念財団2011年度
「在宅医療研究への助
成」一般
公募研究（前期）完了報
告書

6 市民の健康に関する意識
　調査報告書

東海市健康増進計画等の評価及び策定にむけた
調査を集計し報告した.
A4判　全158頁

本人担当部分：データ集計・結果の解釈および
報告書を主となって作成し，とりまとめた.
共著者：江西一成, 竹田徳則, 大浦智子

5 介護予防のための心理社
　会面に着目した包括的地
　域介入に関する研究

共著 平成25年3月 平成24年度元気創造研究
センター年報（星城大
学）

7 地域居住高齢者の健
   康増進・介護予防プ
   ログラムとしてのシ
   リアスゲームの活用

共著

平成25年度東海市健康増
進計画等の評価及び策定
支援委託事業（星城大
学）

平成25年度元気創造研究
センター年報（星城大
学）

4 在宅要介護高齢者と家族
  のリハビリテーションお
  よび介護ニ ーズの把握
  と, ニーズに基づいたリ
  ハビリテーション啓発
  リーフレット作成の試
  み

地域における介護予防のための健康サロンに参
加する高齢者の健康情報ニーズの収集方法など
について調査し，シリアスゲームを活用した健
康教育活動について検討した.
A4版　全44頁
代表：大浦智子

本人担当部分：「地域居住高齢者の健康増進・
介護予防プログラムとしてのシリアスゲームの
活用」pp31-33を共著（筆頭）.
公民館サロン参加高齢者の健康関連ニーズ及び
入手源について調査し，報告した．
共著者：大浦智子, 竹田徳則, 天野圭二, 冨山
直輝, 木村大介

訪問リハビリテーション利用者と家族を対象に,
訪問リハビリテーション利用開始のきっかけと
ニーズ, 満足感に関する調査を実施し, 利用者
と家族の声に基づくリーフレットを作成した.
さらに, 提供者である療法士にも同様の調査を
実施し, 利用者や家族との認識の相違について
検討した.
A4版　全31頁（PDF公開）
成果物：リーフレット（A4・両面刷，1枚）
代表：大浦智子

本人担当部分：研究計画を立案し，実施と報告
書を執筆した.

共著者：大浦智子, 津山努

心理社会面と健康に着目し「憩いのサロン」を
活用した介護予防のための地域介入によっても
たらされる効果と課題について長期追跡によっ
て検証した（2年目）.
A4判　全52頁
代表：竹田徳則

本人担当部分：「介護予防のための心理社会面
に着目した包括的地域介入に関する研究」
pp.23-24を共著
　介護予防の一次予防事業「憩いのサロン」で1
年に1回実施する「お元気チェック」に参加した
作業療法学専攻学生の意識と取り組みに関する
調査，認知機能低下に関与するモデルの構築，
サロン参加きっかけの分析結果を報告した.
（研究の実施・分析，および論文執筆にあたり
助言した.）
共著者：竹田徳則，木村大介，大浦智子，今井
あい子
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成27年1月

平成27年3月

平成27年10月11 公衆衛生モニタリ
   ング・レポート委
   員会平成26年度公
   衆衛生モニタリン
   グ・レポート年次
   報告書

日本公衆衛生学会危機管理モニタリングレポー
ト委員会内にある12グループが，各領域におい
て設定した課題について報告した.
A4判　全59頁

本人担当部分：高齢者のQOLと介護予防, 高齢者
の医療と福祉グループにおいて，重点をおいた3
つの個別課題pp.14-18を共著
（このうち，高齢者グループ個別課題②「高齢
者の地域におけるリハビリテーションについ
て」pp.15-17担当執筆）
共著者：高齢者のQOLと介護予防，高齢者の医療
と福祉グループ
（石崎達郎（リーダー），安西将也，植木章
三，大浦智子，大坪徹也，奥村二郎，甲斐一
郎，金川克子，須知雅史，多田敏子，藤原佳
典，矢庭さゆり，鷲尾昌一，渡辺修一郎）

東海市のサロン運営ボランティアへのヒアリン
グと質問紙調査の実施・集計と, これに基づく
提案を報告した.
A4判　全21頁

本人担当部分：共著者とともに質問紙を作成
し，調査の実施・集計と報告書の作成を主に
担った.
共著者：安倍基幸, 竹田徳則, 江西一成, 大浦
智子

日本公衆衛生学会

平成26年度東海市委託事
業(星城大学)

8 介護予防のための心理社
　会面に着目した包括的地
　域介入に関する研究

共著 平成26年3月 平成25年度元気創造研究
センター年報（星城大
学）

10 地域居住高齢者の健
   康増進・介護予防プ
   ログラムとしてのシ
   リアスゲームの活用

9 介護予防サロン運営
  展開方法調査報告書

共著 平成26年度元気創造研究
センター年報（星城大
学）

地域における介護予防のための健康サロンに参
加する高齢者の健康情報ニーズの収集方法など
について調査し，シリアスゲームを活用した健
康教育活動について検討した（2年目）.
A4版　全33頁
代表：大浦智子

本人担当部分：「地域居住高齢者の健康増進・
介護予防プログラムとしてのシリアスゲームの
活用」pp23-26を共著（筆頭）.
公民館サロン参加高齢者に対する健康増進・介
護予防プログラムとして実施した健康川柳の募
集，健康川柳を活用したカルタの作成とカルタ
の活用について報告した．
共著者：大浦智子, 竹田徳則, 天野圭二, 冨山
直輝, 木村大介

共著

心理社会面と健康に着目し「憩いのサロン」を
活用した介護予防のための地域介入によっても
たらされる効果と課題について長期追跡によっ
て検証した（2年目）.
A4判　全44頁
代表：竹田徳則

本人担当部分：「介護予防のための心理社会面
に着目した包括的地域介入に関する研究」
pp.34-36を共著
　介護予防の一次予防事業「憩いのサロン」拠
点数の増加に伴う延べ参加者の増加，一時予防
事業として展開される中での二次予防事業該当
者のカバー，サロン参加と回数が多いほど要介
護認定発生が有意に低いことを報告した. （研
究の実施および論文執筆にあたり助言した.）
共著者：竹田徳則，木村大介，大浦智子，今井
あい子
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

平成28年3月

共著 平成28年8月

共著 平成28年10月

共著 平成29年10月

13 認知症高齢者主観
  的QOL向上をめざす
  ADLプログラム開発
  に向けた在宅生活
  の実態調査

認知症高齢者の日常生活活動プログラム構築の
ために, 在宅で暮らす認知症高齢者の日常生活
活動, 主観的QOLなどを調査した. 日常生活活動
の障害が, 認知症高齢者の主観的QOLを低下させ
る要因であることが示唆された.（研究の実施，
および報告書作成にあたり助言した.）
A4版　全13頁（PDF公開）
代表：中西康祐

本人担当部分：代表者とともに研究計画を立案
し，分析・報告にあたり助言をした．
共著者：中西康祐, 大浦智子, 増田秀一

共著 平成27年度元気創造研究
センター年報（星城大
学）

学年および学部別の精神健康の特徴，および進
級に伴う精神健康の推移を明らかにするため
に，学生の精神健康について実態を調査した.
A4版　全33頁
代表：羽山 順子

本人担当部分：「小規模私立大学で運用可能な
調査システムを活用した、大学生の精神健康実
態調査」pp25-29を共著.
学生の精神的健康とアルバイトとの関連，半年
後の精神健康を予測する要因について報告し
た．
共著者：羽山 順子，安部 基幸，赤岡 美津子，
大浦智子

日本公衆衛生学会危機管理モニタリングレポー
ト委員会内にある11グループが，各領域におい
て設定した課題について報告した.
A4判　全64頁

本人担当部分：高齢者のQOLと介護予防, 高齢者
の医療と福祉グループにおいて，重点をおいた3
つの個別課題pp.13-17を共著
共著者：高齢者のQOLと介護予防，高齢者の医療
と福祉グループ
（石崎達郎（リーダー），安西将也，植木章
三，大浦智子，大坪徹也，奥村二郎，甲斐一
郎，金川克子，須知雅史，多田敏子，藤原佳
典，矢庭さゆり，鷲尾昌一，渡辺修一郎）

15 公衆衛生モニタリン
   グ・レポート委員会
   平成28年度公衆衛生
   モニタリング・レポ
   ート年次報告書

12 小規模私立大学で運用
　可能な調査システムを
　活用した、大学生の精
　神健康実態調査

公益財団法人在宅医療助
成勇美記念財団2015年度
「在宅医療研究への助
成」一般公募研究（前
期）完了報告書

日本公衆衛生学会

日本公衆衛生学会危機管理モニタリングレポー
ト委員会内にある11グループが，各領域におい
て設定した課題について報告した.
A4判　全72頁

本人担当部分：高齢者のQOLと介護予防, 高齢者
の医療と福祉グループにおいて，重点をおいた3
つの個別課題pp.18-23を共著
共著者：高齢者のQOLと介護予防，高齢者の医療
と福祉グループ
（石崎達郎（リーダー），安西将也，植木章
三，大浦智子，大坪徹也，奥村二郎，甲斐一
郎，金川克子，須知雅史，多田敏子，藤原佳
典，矢庭さゆり，鷲尾昌一，渡辺修一郎）

日本公衆衛生学会

14 公衆衛生モニタリン
   グ・レポート委員会
   平成27年度公衆衛生
   モニタリング・レポ
   ート年次報告書
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

平成31年3月

「受賞報告」

単著 平成24年9月

「その他」

1 研究大会レポート 単著 平成22年10月

単著 平成26年1月

介護支援専門員（CM）とヘルパーを対象に訪問
リハビリテーションの効果に関する質問紙調査
を実施した．両者が期待していた訪問リハの効
果は, 身体機能の回復, 動きやすさやセルフケ
アの改善に偏っていた. 効果を期待通りとした
のは, CMでは8割以上であるのに対し, ヘルパー
では6割に満たず, 3割近くが“わからない”で
あり, 両者に対して訪問リハの幅広い役割に関
する説明と啓発を行う必要性が示唆された.

1 地域社会から求めら
  れている訪問リハビ
  リテーションのあり
  方と普及に関する検
  討：介護支援専門員
  とヘルパーを対象と
  した質問紙調査

一般社団法人至誠会　女
醫会　第802号（岡本糸
枝学術研究助成受賞者研
究発表抄録）

18 公衆衛生モニタリン
   グ・レポート委員会
   2018/2019年度公衆衛生
   モニタリング・レポ
   ート年次報告書

令和元年10月共著

共著 平成30年度元気創造研究
センター年報（星城大
学）

回復期リハビリテーションを担う「回復期リハ
ビリテーション病棟」における「入院時訪問指
導加算」算定の実態を明らかにすることを目的
に，日本医療データセンター（JMDC）のレセプ
トデータを用いて分析した.
代表：大浦智子

本人担当部分：「H003-2 リハビリテーション総
合計画評価料 」算定件数は増加傾向にあるこ
と，「入院時訪問指導加算」の算定割合は新規
に回復期リハビリテーション病棟に入院した数
に対して限定的で，月単位における増減がある
ものの、やや増加していることを明らかにし
た。．
共著者：大浦智子，飯塚　照史

17 回復期リハビリテー
 　ション病棟における
　退院前指導に関する実
　態：レセプトデータに
　よる医科情報を用いた
　リハビリテーション研
　究の可能性

2 若手奨励賞を受賞
   して

平成25年11月に開催された第53回近畿産業衛生
学会での若手奨励賞受賞に関する報告

青海社　臨床作業療法
Vol.7 No.4

平成22年5月に開催された第15回全国訪問リハビ
リテーション研究大会in沖縄のレポート

日本産業衛生学会近畿地
方会ニュース No.97

日本公衆衛生学会危機管理モニタリングレポー
ト委員会内にある11グループが，各領域におい
て設定した課題について報告した.
A4判　全83頁

本人担当部分：高齢者のQOLと介護予防, 高齢者
の医療と福祉グループにおいて，重点をおいた2
つの個別課題pp.16-20を共著
共著者：高齢者のQOLと介護予防，高齢者の医療
と福祉グループ
（石崎達郎（リーダー），安西将也，植木章
三，大浦智子，大坪徹也，奥村二郎，甲斐一
郎，金川克子，島本太香子，藤原佳典，矢庭さ
ゆり，鷲尾昌一，渡辺修一郎）

日本公衆衛生学会危機管理モニタリングレポー
ト委員会内にある11グループが，各領域におい
て設定した課題について報告した.
A4判　全83頁

本人担当部分：高齢者のQOLと介護予防, 高齢者
の医療と福祉グループにおいて，重点をおいた1
つの個別課題pp.13-20を共著
共著者：高齢者のQOLと介護予防，高齢者の医療
と福祉グループ
（石崎達郎（リーダー），安西将也，植木章
三，大浦智子，大坪徹也，奥村二郎，甲斐一
郎，金川克子，島本太香子，藤原佳典，矢庭さ
ゆり，鷲尾昌一，渡辺修一郎）

日本公衆衛生学会

日本公衆衛生学会16 公衆衛生モニタリン
   グ・レポート委員会
   平成29/30年度公衆衛生
   モニタリング・レポ
   ート年次報告書

共著 平成30年10月
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3 書評 単著 平成29年3月

「国際学会」

－ 平成26年6月

－ 平成26年6月

－ 平成26年6月

「国内学会」

－ 平成22年6月 第44回日本作業療法学会
（宮城）

1 Differences between
  users and providers
  in regard to
  awareness and
  understanding the
  content and
  subjective effects
  of home-visit
  rehabilitation
 （訪問リハビリテー
  ションの内容と主
  観的効果に関する
  利用者と提供者の
  認識と理解の違い）

16th International
Congress of the World
Federation of
Occupational
Therapists in
collaboration with the
48th Japanese
Occupational Therapy
Congress and Expo
(Yokohama)

利用者と提供者間における訪問リハ内容・主観
的効果に対する認識の相違を明らかにするため
の質問紙調査を行った. 利用者が提供者よりも
実施したと認識する内容は, 筋力や体力・麻
痺・床上動作・身のまわり動作・屋内移動・呼
吸の改善の6項目, 利用者の主観的効果(維持・
向上)は転倒の危険・家族関係が最も高かった.

本人担当部分：研究の計画立案・実施と結果を
集計し，報告した.
共同発表者：Ohura T, Tsuyama T, Nakayama T

2 Evaluation of the
  Facilitative Factors
  for the Prevention
  of Cognitive Decline
  in a Preventive
  Intervention for
  Dementia（認知症予防
  介入における認知機能
  低下促進因子の評価）

16th International
Congress of the World
Federation of
Occupational
Therapists in
collaboration with the
48th Japanese
Occupational Therapy
Congress and Expo
(Yokohama)

一次予防事業であるサロン参加者の認知機能低
下をエンドポイントとした4年間の追跡調査と分
析を行った. サロン参加者では, Social
networkやLeisure activityの高い状態が長期的
には, 認知機能低下に保護的である可能性が考
えられた.

本人担当部分：研究の計画立案・実施および報
告に向けた助言をした. .
共同発表者：Kimura D, Takeda T, Ohura T,
Imai A

3 Motor and
  psychosocial
  tendencies in
  elderly
  women receiving
  primary preventive
  services（一次予防事
  業に参加する高齢女性
  の運動と心理社会特
  性）

一次予防事業参加女性における運動器関連低下
の割合と健康に関連する心理社会面を, 横断的
に検討した. 予防事業参加女性の運動器該当群
は約2割で, 非該当群より生活機能, 外出頻度の
低下, うつ得点が高いことが示唆された.

本人担当部分：研究の計画立案・実施および報
告に向けた助言をした. .
共同発表者：Imai A, Takeda T, Kimura D,
Ohura T

16th International
Congress of the World
Federation of
Occupational
Therapists in
collaboration with the
48th Japanese
Occupational Therapy
Congress and Expo
(Yokohama)

1 Modified Barthel
   Index日本語版作成
   と信頼性の検証

介護老人保健施設入所高齢者を対象に, 翻訳し
たModified Bartel Indexをperformance
evaluation toolとして使用した場合の信頼性を
検証した. カッパ係数はいずれも高い値を示し,
検査間・検者間信頼性があると判断した.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 小西建太朗, 石黒里香,
中西康祐, 小林 珠美

訪問リハビリテーション
協会機関紙

『新版　訪問リハビリテーション実践テキス
ト』の書評
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－ 平成22年10月

－ 平成22年10月

－ 平成23年1月

－ 平成23年1月

第21回日本疫学会（札
幌）

2 入所要介護高齢者の
 生活に関する主観的
ニーズと介護職員に
よる把握の程度

第69回日本公衆衛生学会
（東京）

入所要介護高齢者の主観的ニーズと介護職員に
よる把握の程度を明らかにするために, 118組の
高齢者-介護職員の質問紙調査結果を報告した.
IADLや生活環境に関する領域の質問項目は,
BADLや情緒的な領域の質問項目よりも職員の
ニーズ把握割合が低い傾向にあった.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 東尚弘, 石崎達郎, 中
山健夫

3 健保レセプトとの突
 合による健診「要治
 療」群の医療機関受
 診状況の検討

第69回日本公衆衛生学会
（東京）

健康保険組合の健康診断データ67,054人分を用
いて, 特定健診での要治療対象者の健診後の受
療行動を診療報酬請求明細書で確認し, 未受診
の実態を把握することを目的として研究を実施
した. 結果, 要治療に該当する人の健診後の医
療機関受診率は低かった.

本人担当部分：共著者とともに研究計画を調整
し，助言した.
共同発表者：小沼梨沙, 木村真也, 大浦智子,
宮崎喜久子, 石崎達郎, 中山健夫

4 介護職員の離職と雇
 用形態, 職業ストレ
ス, 抑うつ症状, バ
ーンアウトとの関連
: 介護職員を対象と
した1年間の追跡研
究

介護職員を対象に1年間のコホート研究を実施し
た. 常勤者は非常勤者よりもバーンアウトの情
緒的消耗感（EE）が高い者の占める割合が多
かったこと, EEのリスクが高い群は90日時点で
の離職発生割合が高かったことから, 離職を防
ぐためにはEEに対するサポートの必要性が示唆
された.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子，石崎達郎，中山健夫

5 健診「要治療群」の
 健診後通院状況の違
 いによる, 脳血管疾
 患・心臓疾患への影

   響

第21回日本疫学会（札
幌）

健康診断の検査結果で「血圧」「血糖」検査数
値について治療を必要とされていながら, 検診
受診後に一定の期間医療機関への受療が見られ
なかった群と受療が見られた群の, 脳・心臓疾
患の罹患状況を把握した.

本人担当部分：共著者とともに研究計画を調整
し，助言した.
共同発表者：小沼梨沙, 木村真也, 辻村友香，
大浦智子, 仙石多美，宮崎喜久子，高橋由光，
石崎達郎, 中山健夫
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－ 平成23年6月

－ 平成23年10月

－ 平成24年5月

－ 平成24年6月

6 作業療法学科学生に
   おける身体拘束およ
   び感染管理への関心
   ：量的・質的検討

第45回日本作業療法学会
（埼玉）

４年制専門学校４年次学生の感染管理および身
体拘束への関心の程度や関心をもつきっかけ等
を把握することを目的に, 質問紙調査による量
的検討とレポートの内容分析による質的検討を
行った. 臨床実習では専門知識・技術だけでな
く, 医療従事者としてのリスク管理関連事項の
理解について学生-臨床実習指導者-学内教員間
の共通認識を培う必要があることが示唆された.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子，川越清次，砂川勇，中
山健夫

7 介護予防「憩いのサ
   ロン事業」参加高齢
   者の健康関連情報入
   手源：武豊プロジェ
   クト

第70回日本公衆衛生学会
（秋田）

愛知県Ａ町での介護予防事業「憩いのサロン」
のボランティア群95人と一般参加者群181人を対
象に, 健康関連情報の入手源を問うた. 情報入
手源は，テレビやラジオと病院職員，町広報が
高く，これらが高齢者にとって情報を得やすい
可能性が示唆された．一方，ボランティア群で
は新聞，知人や友人が上位だったのに対し，一
般参加者群ではサロン，保健センターが多いと
いう違いがみられた．

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子，竹田徳則，近藤克則

8 地域支援事業一次予
   防事業「憩のサロ
   ン」運営ボランティ
   アの認知機能と生活
   機能との関連性～共
   分散構造分析による
   検討～

第13回認知症ケア学会
（浜松）

地域支援事業一次予防事業「憩のサロン」運営
ボランティアの認知機能と生活機能との因果関
係を明らかにすることを目的に，ボランティア
93名の生活機能・認知機能の測定指標を用いて
共分散構造分析を行った．本結果では，生活機
能を高く保つことが認知機能維持を規定し，生
活機能でも知的活動性が認知機能に影響を与
え，それは注意に反映されることが示された．

本人担当部分：研究の実施および結果の解釈に
ついて助言した.
共同発表者：木村大介，竹田徳則，大浦智子，
今井あい子，能登谷晶子

9 在宅要介護高齢者に
   おけるセルフケア能
   力と遂行状況の乖離

第46回日本作業療法学会
（宮崎）

在宅要介護高齢者におけるADL能力と遂行状況の
乖離の有無と程度を明らかにするために,
Modified Barthel Indexを測定した. ADL能力と
遂行状況は概ね良好な一致と判断した. しかし,
セルフケアの中でも粗大運動を含む危険が伴い
やすい階段, 移動, 入浴等では「できるがして
いない」割合が高いことが明らかとなった.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 石黒里香, 中西康祐,
津山努, 深津良太
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－ 平成24年6月

－ 平成24年6月

－ 平成24年6月

－ 平成24年6月

10 訪問リハビリテー
   ション利用前後の
   利用者の困りごと
   の主観的変化

第46回日本作業療法学会
（宮崎）

訪問リハ利用前の困りごととサービス利用後の
主観的変化を明らかにするために, 39名の訪問
リハビリテーション利用者に質問紙を配布し,
38部が有効回答だった. 体力や筋力の低下, 移
動や外出頻度, 身のまわり動作に関する事項が
困りごとの上位を占めていた. 一方, 困りごと
として上位に挙がっていなかった項目がサービ
ス利用後に「よくなった」と感じていることが
あり, 利用者が自覚していないニーズの存在が
明らかとなった.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
にむけて助言した.
共同発表者：津山努, 大浦智子

11 ポピュレーションア
   プローチによる介護
   予防に向けた憩いの
   サロン事業―サロン
   参加要因―

第46回日本作業療法学会
（宮崎）

サロン参加理由を明らかにし参加継続を図る手
がかりを得ることを目的に, サロン参加者に対
して参加理由を質問紙にて問うた. サロンにほ
ぼ毎回参加しているボラ・参加者ではその理由
として, 共に新しい仲間ができる, 他の参加者
に会える, おしゃべりができるなど人と人との
つながりに関わる内容, 開催場所が近いという
環境要因, 健康に良い話が聞けるという情報的
サポートが挙がった.

本人担当部分：研究の実施および報告にむけて
助言した.
共同発表者：竹田徳則, 近藤克則, 木村大介,
大浦智子, 太田崇

12 地域在住高齢者にお
   ける認知機能低下の
   心理社会，生活機能
   要因の検討

第46回日本作業療法学会
（宮崎）

認知機能低下の要因を体力・認知・心理社会・
生活機能の多要因で検討し認知機能低下の過程
についての手がかりを得ることを目的に, 地域
居住高齢者を対象に3年間の追跡調査を行った.
認知機能低下の予測要因として, 長期データか
らは抑うつ状態, 中期データからは知的能動性,
短期データでは語想起が抽出され, 抑うつ状態
が知的能動性の低下に影響を与え, 知的能動性
の低下が前提となり語想起が低下するという認
知機能低下の過程が考えられた.

本人担当部分：研究の実施および報告にむけて
助言した.
共同発表者：木村大介, 竹田徳則, 太田崇, 大
浦智子, 今井あい子

生活機能や外出頻度, 歩行時間と筋力との関連
を横断的に分析, 検討することを目的に, 介護
予防事業「憩いのサロン」参加の女性を対象に
チェアスタンド（CS）と握力を測定した. 下肢
筋力を反映するCSは，前期高齢者では社会的役
割, 後期高齢者ではIADLといったいずれも自宅
外での活動とより関連している可能性が示唆さ
れた．一方握力は，後期高齢者で生活機能との
関連がみられた．

本人担当部分：研究の実施および報告にむけて
助言した.
共同発表者：今井あい子, 竹田徳則, 木村大介,
大浦智子

第46回日本作業療法学会
（宮崎）

13 地域在住高齢女性の
   生活機能と筋力との
   関連について
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発行所，発表雑誌等
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－ 平成24年10月

－ 平成24年10月

－ 平成24年10月

－ 平成25年1月

16 ラジオ体操活動への
   参加を希望する高齢
   者の生活状況・心理
   社会機能・体力の特
   性

17 介護老人保健施設の
   看護・介護・リハビ
   リテーション担当者
   による，入所高齢者
   のニーズ理解の特性

第23回日本疫学会学術総
会（大阪）

看護師（看護）・介護職員（介護）・リハビリ
テーション担当者（理学・作業療法士・言語聴
覚士：リハ）が理解している施設入所高齢者
（高齢者）のニーズと職種間相違を検討した.
高齢者92名と職員による各々92部の質問紙の回
答を解析した結果, 高齢者の「ニーズあり」割
合は，ADL（7問）69.2-92.1%，IADL（5問）
51.6-63.7%，生活環境（8問）26.7-79.1%，気分
（5問）86.7-93.3%だった. 日常的なケアに関与
するADLや気分領域では, リハに比べて看護・介
護が「ニーズあり」と捉えており, ニーズ理解
が職種間で異なることが示された.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子，東尚弘，石崎達郎，中
山健夫

14 客観的臨床能力試験
  （OSCE）前後の学習
  特性と評価実習：量
  的・質的分析による
  検討

第17回日本作業療法教育
学術集会（東京）

評価実習前OSCE前後の学習特性を明らかにし,
今後の学内教育を検討することを目的に, 作業
療法学生を対象に質問紙調査を実施した. OSCE
の事前準備は, 実技試験該当検査と提示された
症例の身体機能関連検査の準備割合が高かった.
一方, 事前に提示されたADLや画像から予測可能
な高次脳機能検査や画像所見に関する事前準備
は不十分だった. 実習前に取り組むべき内容と
して, 知識や評価のみならず相手に合わせた対
応といった応用技術を視野に入れた準備が必要
だと感じていた.

15「憩いのサロン事業」
   参加者の健康関連情
   報入手源と情報の授
   受：武豊プロジェク
   ト

第71回日本公衆衛生学会
（山口）

Ａ町での1次介護予防施策としての「憩いのサロ
ン事業」（サロン）が情報入手源となり, 情報
の授受が増えているかを検討した. サロン参加
者の健康関連・食・運動に関する情報の入手源
は, テレビやラジオが最も多いが, 高齢で情報
源の数が少ない一般参加者にとってサロンは,
主要な健康関連情報の授受の場になっていた.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子，竹田徳則，近藤克則

ラジオ体操活動がもたらす多面的効果を検討す
るベースライン調査として, 参加希望高齢者と
体力測定希望者の生活状況, 心理社会機能, 体
力の特性を明らかにした. 参加希望者は, 会や
組織に所属する割合が有意に高かった, 他の項
目では有意な差がなかった.

本人担当部分：研究の実施および報告にむけて
助言した.
共同発表者：今井あい子, 加藤芳司, 北林由紀
子, 山本和恵, 大浦智子, 竹田徳則

第71回日本公衆衛生学会
（山口）
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－ 平成25年6月

－ 平成25年6月

－ 平成25年6月

－ 平成25年6月

第47回日本作業療法学会
（大阪）

18 訪問リハビリテーシ
   ョン利用者・家族の
   生活目標：自由記述
   回答の質的分析

第2回日本訪問リハビリ
テーション協会学術大会
（松本）

5箇所の訪問リハ事業所の利用者155名とその家
族を対象に生活目標に関する質問紙調査を実施
した. 生活目標は, 利用者では8個の二次カテゴ
リに, 家族では17個の二次カテゴリに集約され
た. 利用者と家族の生活目標は, 歩行や外出等
の移動が共通し, 利用者では[自分らしい生活],
家族では[その人らしい活動]が挙げられていた.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子，津山努

19 作業療法学専攻学生
   における“憩いのサ
   ロン事業”参加前後
   の学習と気づき

一次予防事業としての閉じこもり・認知症予防
のための「憩いのサロン」に参加している学生
を対象に, サロン参加前後のコミュニケーショ
ンや作業療法関連知識に対する質問紙調査を実
施した. サロン参加によって「コミュニケー
ションの反省」や「改善したい態度」が意識化
され, これらの課題について臨床実習前に学生
が気づくには学内教育では限界があることがわ
かった.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 竹田徳則, 木村大介,
今井あい子

20 脳卒中患者を対象と
   した作業療法介入ラ
   ンダム化比較試験に
   おける評価尺度の計
   量的研究

第47回日本作業療法学会
（大阪）

2006-2010年に公表された脳卒中患者に対するOT
介入RCTで使用された評価尺度を計量した.
2006-2010年の5年間に公表された脳卒中患者対
象のOT介入RCTは9論文(入院5，地域4)で, 「活
動・参加」で使用された評価尺度は基本動作や
セルフケアに関するものが主であり, IADLや
QOL, 主観的な満足感を評価尺度として採用して
いる研究は一部に限られていた.

本人担当部分：研究を計画立案・実施を支援
し、報告にむけて助言した.
共同発表者：田中理乃，大浦智子，中山健夫

21 ポピュレーションア
   プローチによる介護
   予防に向けた憩いの
   サロン事業-参加促
   進要因-

第47回日本作業療法学会
（大阪）

介護予防に向けたサロン参加促進の手がかりを
得るために, お元気チェックにおいてサロン参
加のきっかけを質問項目のひとつとして調査し
た. サロン参加へのきっかけは, ボランティア
と参加者で「人」と「町広報誌」, 参加者では
「回覧板」や「老人会」を介した情報的サポー
トが多い反面, 「家族の勧め」は少なかった.

本人担当部分：研究の実施および報告にむけて
助言した.
共同発表者：竹田徳則, 近藤克則，大浦智子,
木村大介, 今井あい子

22 地域在住高齢者にお
   ける自己記入式認知
   機能検査日本語版
   (Test Your Memory
   -J)の基準関連妥当性
   の検討

地域在住高齢者を対象にTest Your Memory-J
（TYM-J)の基準関連妥当性を, MMSE・HDS-R・
CDRを併用して検討した. 地域在住高齢者の認知
機能評価としてのTYM-Jの妥当性と検査適正が確
認できた.

本人担当部分：研究の実施および報告にむけて
助言した.
共同発表者：木村大介, 竹田徳則, 大浦智子,
今井あい子

第47回日本作業療法学会
（大阪）
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－ 平成25年10月

－ 平成25年11月

－ 平成25年11月

－ 平成26年6月

第53回近畿産業衛生学会
（京都）

23 入所高齢者の主観的
   ニーズを把握するた
   めの質問紙の作成：
   内的整合性と再現性

第72回日本公衆衛生学会
（津）

施設入所の要介護高齢者における生活に関する
主観的ニーズ把握のための質問紙の内的整合性
と再現性を検証した. 質問紙は，高齢者の主観
的ニーズに関する4領域・合計25項目で構成さ
れ, 質問紙の4領域の内的整合性は高く, 領域や
項目による信頼性の高低があった.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 東尚弘, 石崎達郎, 中
山健夫

常勤介護職員の離職と職業ストレス, バーンア
ウト, 抑うつ等との関係を明らかにするために,
調査後1年以内の離職の有無をアウトカムとした
共分散構造分析を行った. 常勤介護職員におい
て, バーンアウト（BO）の情緒的消耗感には職
業ストレス・BO脱人格化やBO個人的達成感・抑
うつが関与しており, BO情緒的消耗感が限定的
ではあるが離職の直接要因となっていた.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子，石崎達郎，中山健夫

24 高齢者施設の常勤介
   護職員における離職
   とその関連要因の検
   討

25 臨床実習後の作業療
   法学生が目標・理想
   とする作業療法士

第13回東海北陸作業療法
学会（富山）

最終学年での臨床実習（8週間の総合実習2回）
を終えた学生がm目指す作業療法士をを明らかに
するために, 記述式質問紙調査で得た内容を質
的に分析した. 臨床実習を終えた学生は, 目
標・理想とする作業療法士の要素として【技
能】や【総合的判断力】に着目していた.

本人担当部分：研究を計画立案・実施を支援
し、報告にむけて助言した.
共同発表者：山崎竜弥，大浦智子

26 訪問リハビリテー
   ションの効果判定
   に使用されている
   評価指標：国内外
   の作業療法効果に
   関する文献レビュー

第4回日本訪問リハビリ
テーション協会学術大会
（熊本）

高齢者への訪問リハビリテーションにおける作
業療法介入研究の使用評価指標を明らかにした.
包含基準を満たす国内外5論文の使用評価指標は
対象者8種（セルフケアや転倒発生等）, 介護者
2種（負担感等）だった.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 古澤麻衣, 中山健夫
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－ 平成26年9月

－ 平成26年11月

－ 平成27年5月

－ 平成27年5月

－ 平成27年6月

明確な目標設定に基づく効果的な訪問リハビリ
テーション（訪問リハ）の提供を可能とするた
めのアセスメントシートとチェックリストを開
発した. チェックリストは4領域20項目で構成さ
れた.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 津山努, 古澤麻衣

第4回日本認知症予防学
会（平成26年9月, 東
京）

27 女性高齢者の認知
   機能を規定する生
   活機能の探索的分
   析

サロンに参加する女性64名を対象に, 手段的自
立（以下，IADL）などを含む高次生活機能の状
態が認知機能に及ぼす影響を明らかにした. 見
当識と視空間はIADL, 語流暢性は知的能動性，
遅延再生は社会的役割の状態から説明可能であ
ることが示唆された.

本人担当部分：研究計画を立案し，実施および
報告にむけて助言した.
共同発表者：木村大介，古澤麻衣，大浦智子，
竹田徳則，冨山直輝，天野圭二

健康サロン参加高齢者の健康関連情報ニーズと
IT使用状況を明らかにするための質問紙調査を
実施した. 健康サロン参加高齢者の健康関連情
報ニーズとして，認知症，物忘れ，筋力低下，
骨粗鬆症の関心が高かった. 携帯電話およびイ
ンターネットの使用状況が決して高いとはいえ
なかった.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子，竹田徳則

第73回日本公衆衛生学会
（宇都宮）

28 健康サロン参加高
   齢者の健康関連情
   報ニーズとIT使用
   状況

29 認知症高齢者の回
   復期病棟退院前後
   における家族介護
   者の負担感の特徴

第16回認知症ケア学会
（札幌）

第18回　日本臨床救急医
学会総会・学術集会（富
山）

 院外心停止に居あわせた市民の心肺蘇生におけ
る心理・行動プロセスとその関連要因を明らか
にするために, インタビューを用いた質的研究
を行った. 助けたいという動機の存在のもと,
心配停止現場に伴う負担と心肺蘇生を実施する
根拠の葛藤が生じていることが明らかとなった.

本人担当部分：データの分析を共に担い，研究
の実施および報告にむけて助言した.
共同発表者：島本大也, 西山知佳, 大浦智子,
石見拓

回復期リハビリテーション病棟から自宅退院し
た認知症を伴う高齢者の介護者における負担感
の変化と関連要因を検討した. 介護者は高齢者
が入院中でも何らかの介護負担を感じ, 退院後
に高い傾向にあった. 介護者の多くは認知症の
症状を理解し, サポートの受領もあったが, 負
担が高い群の半数はBPSDによる負担感があり,
その高齢者は退院後もBPSDが出現し, ADL自立は
総じて低かった.

本人担当部分：研究結果の解釈および報告にむ
けて助言した.
共同発表者：藤田彩花, 竹田徳則, 大浦智子,
神田太一

第6回日本訪問リハビリ
テーション協会学術大会
（大阪）

30 訪問リハビリテー
   ション・チェック
   リストの開発：具
   体的な目標設定と
   明確な課題解決の
   プロセス

31 院外心停止に居あ
   わせた市民の　心
   肺蘇生における心
   理・行動プロセス
   とその関連要因
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発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

－ 平成27年6月

－ 平成27年6月

－ 平成27年6月

－ 平成27年6月 第49回日本作業療法学会
（神戸）

32 訪問リハビリテー
ション実施計画書
における目標とプ
ログラムの施設間
の違い

第49回日本作業療法学会
（神戸）

訪問リハ実施計画書（計画書）の目標とプログ
ラムを構成するICF領域数を施設間で比較した.
3施設に対象者特性の大きな違いはなかったが,
目標の領域数はPTによる計画書で施設間の違い
が認められた. プログラムの領域数は全体・
PT・OTいずれの場合においても施設間の違いが
認められた.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 津山努, 山内春香, 佐
竹美保

33 訪問リハビリテー
ション実施計画書
の目標とプログラ
ム

第49回日本作業療法学会
（神戸）

34 介護予防「憩いの
サロン」事業参加
者における二次予
防リスク者の特徴

第49回日本作業療法学会
（神戸）

一時予防事業であるサロン参加者における二次
予防対策リスク者とその割合を確認し, サロン
を活用した一時予防事業プログラムにつながる
基礎資料を得るために, お元気チェックで得た
自記式質問紙の回答を分析した. 運動器と口腔
機能, 認知機能, うつの各リスク者, なかでも
平均年齢の高い一般参加者で二次予防事業該当
者が多く含まれていた.

本人担当部分：研究の実施および報告にむけて
助言した.
共同発表者：竹田徳則, 木村大介, 大浦智子,
今井あい子

作業療法士が作成した訪問リハ実施計画書（計
画書）の目標とプログラムを構成するICF領域数
を計量した. 目標の組み合わせは＜活動のみ＞
と＜活動とその他＞をあわせて約半数を超えて
いたことに対し, プログラムの上位は＜心身と
活動＞, ＜心身と活動とその他＞, ＜心身と活
動と環境＞のように「心身」を含む複数領域で
構成される組み合わせに広がっていた.

本人担当部分：研究計画を立案・実施し，デー
タの分析および報告にむけて支援した.
共同発表者：山内春香, 佐竹美保, 津山努, 大
浦智子

35 介護予防・認知症
 予防事業に参加し
 ている地域在住高
 齢者の認知機能の
 影響要因に関する
 共分散構造分析を
 用いた分析

認知機能に対する予防要因を明らかにし, 予防
要因が認知機能に与える影響のプロセスを明ら
かにした. 認知機能に対する予防要因である潜
在変数は, 「生活上の役割」「社会的技能」
「知的IADL」「身体機能」に集約された. 認知
機能予防事業には, 「社会参加」を通じて認知
機能を高める関節効果と４つの潜在因子が認知
機能に直接影響する直接効果の両者の介入効果
が包含されていた.

本人担当部分：研究の実施および報告にむけて
助言した.
共同発表者：木村大介，竹田徳則，大浦智子，
今井あい子
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－ 平成27年6月

－ 平成27年6月

－ 平成27年11月

－ 平成27年11月

介護者を対象にOTから入院中に受けたサポート
内容と自宅で介護をすることで入院中にあれば
良かったと思うサポート内容を調査し, OTが今
後提供すべきサポート内容を検討した. 退院1ヵ
月後の介護において入院中にあれば良かったサ
ポートは「認知症症状の対応」と「コミュニ
ケーション方法」, 「できることを増やす方
法」など高齢者の症状理解と対応方法に関する
内容が多かったが, これらは入院中の提供が少
ない傾向であった.

本人担当部分：結果の解釈に関する助言，およ
び報告にむけて支援した.
共同発表者：藤田彩花, 竹田徳則, 大浦智子,
神田太一

第49回日本作業療法学会
（神戸）

39 訪問リハビリテー
   ション内容と効果
   に対する利用者家
   族と提供者の捉え
   方の相違

第74回日本公衆衛生学会
（長崎）

訪問リハビリテーション利用者家族と提供者50
組を対象に, 主観的効果と実施プログラムの認
識の相違を明らかにした. 利用者家族は, 提供
者が考えているよりも症状や床上動作の改善に
向けたプログラムやマッサージを実施している
と認識しており, 痛みや症状の改善を自覚して
いた.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 中山健夫

脳卒中後遺症を有する者の主観的幸福感を高め
る支援に向けて, 前向きな障害受容と主観的幸
福感の関連を検討した. ロジスティック回帰分
析の結果, 主観的幸福感には, 機能低下や活動
制限など以上に, 親しい人との交流満足感が関
与しており, 脳卒中後遺症を有する者の対人交
流の状態やその満足感に着目する重要性が示唆
された.

本人担当部分：研究計画の立案・実施および報
告にむけて助言した.
共同発表者：今井あい子, 平野友祐, 大浦智子

38 3ヶ月以内に訪問リ
  ハビリテーションの
  目標達成 終了に至
  る要因の探索

第74回日本公衆衛生学会
（長崎）

訪問リハビリテーションの初回目標/プログラム
の内容と目標達成による3か月以内の終了との関
連を明らかにするために, リハビリテーション
実施計画書の後方視的研究を行った. セルフケ
アのうち, 入浴を視野に入れた目標のもと, 計
画的に評価を行うことが, 限られた期間内に目
標を達成し終了に至る要因となる可能性がある.

本人担当部分：研究計画を立案・実施し，デー
タの分析および報告にむけて助言した.
共同発表者：古澤麻衣, 大浦智子, 藤井啓介

37 認知症高齢者の介
   護者に対する情報
   的サポート内容の
   検討

36 前向きな障害受容
   は脳卒中後遺症者
   の主観的幸福感に
   関連するか？

第49回日本作業療法学会
（神戸）
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－ 平成28年3月

－ 平成28年3月

－ 平成28年6月

－ 平成28年6月

－ 平成28年9月 第50回日本作業療法学会
（札幌）

臨床経験年数と実践状況との関連を明らかにす
るために, 6箇所の回復期リハ病棟から得られた
223名の質問紙の回答（新人群144名，経験群79
名）を分析した. 経験群は，全20項目において
新人群に比べて実践状況が高かったことから,
これらの項目の実践状況は経験年数との関連が
示唆された.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 津山努, 古澤麻衣

44 臨床経験とリハビリ
   テーション実践との
   関連

40 訪問と回復期にお
   けるリハビリテー
   ション実践状況の
   違い－複数施設を
   対象とした質問紙
   調査－

第3回臨床作業療法学会
学術大会（東京）

訪問リハと回復期リハにおける実践状況の相違
を明らかにした. 訪問群が回復期群に比べて,
環境に関する評価や専門的立場からの助言, 対
象者や家族の意向を反映し理解のもとに決定し
たプランを立案・実施していた.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 津山努, 古澤麻衣

41 作業療法のクリニ
   カルリーズニング
   と患者満足度との
   関連

作業療法士（OTR)のクリニカルリーズニング
（CR)と作業療法内容, クライアント（CL)の満
足度の関連を明らかにするために, 19組の質問
紙回答を分析した. 約半数のOTRの経験年数が1
～2 年目だったが, CRの合計は 7.3 と多くの活
用が認められた. CLの満足度はどの項目におい
ても作業療法に対して高い評価だったことに対
し, OTR が予測したCLの満足度や作業療法の提
供満足度は約5点と低かった.

本人担当部分：研究計画立案をともに行い，
データの分析および報告にむけて助言した.
共同発表者：古澤麻衣, 大浦智子, 藤井啓介

43 臨床経験を有する者
   における訪問リハビ
   リテーション配属期
   間と実践状況との関
   連

第8回日本訪問リハビリ
テーション協会（東京）

第53回日本リハビリテー
ション医学会(大阪）

第3回臨床作業療法学会
学術大会（東京）

42 脳卒中患者を対象と
   したModified
   Barthel Indexの信
   頼性

日本語版performance evaluation tool of
Modified Barthel Indexの信頼性を, ビデオ法
を用いて検証した. 合計点数の評価者間・評価
者内信頼性はAlmost perfect, 全項目がAlmost
perfect- Substantialであったことから, 信頼
性があると判断した.

本人担当部分：共著者と共に研究を計画立案・
実施し、報告した.
共同発表者：大浦智子, 長谷公隆, 中島美恵,
中山健夫

臨床経験が6年目以上の者における訪問リハビリ
テーション（訪問リハ）配属期間と実践状況と
の関連を明らかにした. 訪問長群は訪問短群に
比べてICFの活動・参加に関する評価を行い, プ
ランの実施に対象者や家族の意向を反映してい
ると自己評価していた. 訪問長群では, 対象者
だけでなく家族の意向の調整を含めた総合的視
点に配慮した実践に取り組んでいた.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 津山努, 古澤麻衣
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－ 平成28年9月

－ 平成28年9月

－ 平成28年10月

－ 平成29年8月48 リウマチ寛解基準への
　 PGA導入過渡期の患者
 　の類型化

第49回日本医学教育学会
大会（札幌）

医療に対する患者の多様性を把握するために，
関節リウマチ患者を対象とした4回のフォーカス
グループインタビューを用いて，段階的コー
ディングで語りの潜在的意味を可視化するSCAT
手法により分析した.分析の結果，完治を追求す
る「理想志向型」、医師に提案を行う「提案
型」、医師の言う通りに従う「開き直り型」、
嘘をつく「医師あやつり型」の4類型に分けら
れ，タイプ毎の医師患者関係を明らかにした．

本人担当部分：共著者と共に研究を実施した.
共同発表者：中村里香，肥田武，小嶋雅代，末
松三奈，大浦智子, 安井浩樹，高橋徳幸，阿部
恵子，岡崎研太郎，植村和正

47 回復期リハビリテー
   ション病棟と訪問リ
   ハビリテーション実
   践の制約

第75回日本公衆衛生学会
（大阪）

リハビリテーション（リハ）専門職における臨
床実践上での制約を明らかにした. 17箇所から
得られた385名の質問紙の回答（回復期222名，
訪問163名）から, 回復期ではプランの提案や立
案・実施に制約を感じる一方で，訪問では生活
目標の共有や課題の原因特定と対象者・家族へ
の伝達・理解に制約を感じていることがわかっ
た.

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 古澤麻衣

46 医学生は、患者視点
   をどのように学ぶこ
   とができるのか〜リ
   ウマチ患者へのイン
   タビューを通じて〜

第50回日本作業療法学会
（札幌）

45 認知症高齢者のQOL
   向上に寄与するADL
   介入プロトコル構築
   のための予備的調査

施設の認知症高齢者のQOL向上に寄与するADL介
入プロトコルを構築するため, 予備的介入調査
を実施しその効果を検証した. ADL介入をとおし
て, QOLは主観的評価と代理評価のいずれも向上
した. 介入毎の意欲向上の記録や介入後の肯定
的な感想から, QOLが向上した一因がうかがえ
た.

本人担当部分：共著者と共に研究を計画立案・
実施し、報告にむけて助言した.
共同発表者：中西康祐, 大浦智子, 矢田智恵美,
浅井健一

第8回ヘルスコミュニ
ケーション学会（東京）

「リウマチ友の会」会員に行った質問紙調査の
自由記述式の質問に対する回答結果を, 医学生4
名（5年生3名、6年生1名）でKJ法により分析し
た. 患者が希望するのは『不安・不満の解消』
であり, 患者の持つ不安・不満は『生活上の問
題』, 『心理的な問題』, 『社会的な問題』に
大別できた。これらの不安・不満の解消を阻害
する要因として『患者視点に欠ける医療体制お
よび診療内容』が抽出された. これら2つの阻害
要因について, 具体的どのようなことを改善す
べきなのかをインタビュー調査で明らかにした.

本人担当部分：共著者と共に研究を計画立案・
実施し、報告にむけて支援した.
共同発表者：荘子万能,  西明博, 橋本里穂, 石
橋茉実, 小嶋雅代, 大浦智子, 山中寿, 中山 健
夫
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－ 平成29年9月

－ 平成29年9月

訪問リハに配属されている理学療法士，作業療
法士，言語聴覚士163名を分析対象とし，訪問リ
ハ実践チェックリストに基づいて過去1ヶ月間の
実践状況（0-10の11段階）を問う無記名自記式
質問紙調査結果を分析した．質問紙は基本情報
のほか，長期・短期目標からなる＜目標設定：
Q1-5＞，優先度の高い活動を妨げている作業工
程と行為をICFで整理する＜課題の分析：Q6-10
＞，解決方法（プラン）の選択肢と根拠を整理
する＜プランの提案：Q11-15＞，プランの頻度
と期間を決定づける＜プランの立案と実施：
Q16-20＞の4領域20項目で，確証的因子分析
（CFA）によるモデル適合はRMSEA=0.079，
GFI=0.80，AGFI=0.74だった．クロンバックα係
数は4領域すべてで0.90以上だった．

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 古澤麻衣, 津山努

52 訪問リハビリテーショ
   ン実践チェックリスト
   の因子的妥当性と内的
   整合性

第12回日本訪問リハビリ
テーション協会学術大会
（北九州）

平成30年6月－

49 関節リウマチ患者と
   医学生の面接によっ
   て得られた「患者の
   声」

第9回ヘルスコミュニ
ケーション学会（京都）

「（病気の）つらさ」に焦点をあて,9名（女
性）の患者を対象に医学生3名（5回生）が同席
のもとで非医師がフォーカスグループインタ
ビューを行った結果, 4つの大カテゴリ（【ライ
フイベント】【近親者による理解の有無】【周
囲からの親切に対する思い】【リウマチに対す
る受入れの困難さ】）が抽出された. 患者個人
の体験としてのライフイベントや病気に対する
周囲の理解に関する内容が「（病気の）つら
さ」として抽出され, これらへの支援の必要性
が示唆された.

本人担当部分：共著者と共に研究を計画立案・
実施し、報告した.
共同発表者：大浦智子, 小嶋雅代, 山中寿, 荘
子万能,  西明博, 橋本里穂, 石橋茉実, 中山
健夫

 救命処置の自信に繋がる心肺蘇生講習会の内容
を明らかにするために，心肺蘇生講習会に参加
した18歳以上の市民を対象に質問紙調査を行
い，自由記述に記載された講習会の良かった点
に関して内容分析を行った. 自由記述を分析し
た結果，自信に繋がった講習会の内容は「救命
処置の体験」に関わるものが多くを占めた．救
命処置を体験することで自信獲得に繋がるこ
と，質疑への対応や手技へのフィードバック，
リアリティのある状況設定に応じた練習も重要
であることが示唆された．

本人担当部分：データの分析を共に担い，研究
の実施および報告にむけて助言した.
共同発表者：島本大也, 西山知佳, 大浦智子,
石見拓

50 関節リウマチ患者と
   医学生の合同グルー
   プワークの経験から
   ：患者さんの感じた
   こと・医学生の学ん
   だこと

第9回ヘルスコミュニ
ケーション学会（京都）

関節リウマチ（RA）患者と医学生の合同グルー
プワークグループワーク（GW）を通して両者が
感じたことと、今後の医学教育に必要と考える
ことを明らかにするために, 質問紙調査によっ
て面接の感想と医学教育に必要と考えることに
ついて回答を得た. 患者理解を試みる医学生に
対し, 患者から「伝えたい・教えたい」という
思いが表出された一方, 医学生は患者の生活像
を理解する必要性を実感する機会となった.

本人担当部分：共著者と共に研究を計画立案・
実施し、報告した.
共同発表者：大浦智子, 小嶋雅代, 山中寿, 荘
子万能,  西明博, 橋本里穂, 石橋茉実, 中山
健夫

51 救命処置実施への自
   信につながる心肺蘇
   生講習会の内容

－ 平成30年6月 第21回　日本臨床救急医
学会総会・学術集会（名
古屋）
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「シンポジウム」

－ 平成27年5月

－ 平成28年2月

54　回復期リハビリテー
ション病棟における入院時
指導加算に関する実態

－ 令和元年10月 第78回日本公衆衛生学会
（高知）

日本医療データセンター（JMDC）のレセプト
データから，所定の期間に「1度でも回復期リハ
ビリテーション病棟入院料を算定したことのあ
る患者」を抽出し，新規に回復期リハビリテー
ション病棟に入院した数を概算した．次に，新
規入院患者に占める「入院時訪問指導加算」算
定件数の割合を算出した．2014年度以降，H003-
2算定件数は増加傾向にあり，新規に回復期リハ
ビリテーション病棟に入院した数に対する「入
院時訪問指導加算」の算定割合は限定的である
もののH003-2と同様に増加傾向がみられた．

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した．

1「訪問リハビリテー
   ションにおける教育
   のこれから～生命，
   生活，人生を共に歩
   む訪問療法士を育て
   る為には～」

日本訪問リハビリテー
ション協会学術大会 in
大阪 シンポジウム

シンポジウム1のシンポジストとして，求められ
る訪問リハビリテーションのあり方，認定訪問
療法士制度と教育について講演した.

2 様々な医療の場にお
   けるSDMの試み「地
   域医療の立場から」

平成27年度厚生労働科学
研究費補助金(地域医療
基盤開発推進研究事業)
〈指定課題〉『社会的責
任に応える医療の基盤と
なる診療ガイドラインの
課題と可能性の研究』公
開シンポジウム「
Shared decision making
〈SDM〉の今・これか
ら：診療ガイドラインの
新たな可能性を考える」

シンポジストとして，地域におけるリハビリ
テーション場面における情報共有の実態報告
と，望まれる共有決定のあり方について講演し
た.

53　回復期リハビリテー
ション病棟における実践
チェックリストの因子的妥
当性と内的整合性

－ 平成30年9月 第52回日本作業療法学会
（名古屋）

回復期リハに配属されている理学療法士，作業
療法士，言語聴覚士222名を分析対象とし，実践
チェックリストに基づいて過去1ヶ月間の実践状
況（0-10の11段階）を問う無記名自記式質問紙
調査結果を分析した．質問紙は基本情報のほ
か，長期・短期目標からなる＜目標設定：Q1-5
＞，優先度の高い活動を妨げている作業工程と
行為をICFで整理する＜課題の分析：Q6-10＞，
解決方法（プラン）の選択肢と根拠を整理する
＜プランの提案：Q11-15＞，プランの頻度と期
間を決定づける＜プランの立案と実施：Q16-20
＞の4領域20項目で，確証的因子分析（CFA）に
よるモデル適合はRMSEA=0.087，GFI=0.80，
AGFI=0.75だった．クロンバックα係数は0.89～
0.91だった．

本人担当部分：研究を計画立案・実施し、報告
した.
共同発表者：大浦智子, 古澤麻衣, 津山努
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

「メディア」

－ 平成25年10月

－ 平成27年9月 メディアスFM

1 サロン参加で健康に
 良い情報が増えた人
 が8割

日本福祉大学健康社会研
究センタープレスリリー
ス

「憩いのサロン」参加者の健康情報源と情報の
授受：サロンは情報の授受の場になっている
か？保健師ジャーナル 69(9); 712-719. 2013.
を紹介した.

2 シリーズ講話 「健康
 で長生きの秘けつ」

第6回「健康にまつわるコミュニケーション」を
担当し，医療や健康に関するコミュニケーショ
ンの特性や留意事項を解説した. （星城大学大
学院教員によるシリーズ講話）

3 わたしの健康～ＨＡＰＰ
Ｙライフ☆～　「健康
デー」特別番組

医療・健康情報の聞き方・伝え方. （星城大学
大学院教員によるシリーズ講話）

メディアスFM平成31年1月－
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要

（著書）
共著 平成23年5月 ㈱CBR

共著 平成25年7月

共著 平成25年11月 南江堂

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

局所の組織由来ではない運動器の慢性痛、なかで
も神経経路や記憶、精神面などに影響を受ける慢
性痛における診療マニュアル。、痛みを修飾する
メカニズムの解明とその対策について解説。さら
に整形外科医が使ってこなかった中枢系に作用す
る薬剤の使い方などについて、日本整形外科学会
運動器疼痛対策委員会の成果をまとめた。

A4判・180頁
編者：田口敏彦，山下敏彦，牛田享宏
共著者：柴田政彦，中村雅也，関口美穂，紺野慎
一，米和徳，中尾慎一，福井大輔，川上守，大鳥
精司，ほか15名

本人担当部分：
「複合性局所疼痛症候群」 P168-173を単著
複合性局所疼痛症候群の疾患概念と評価、治療方
針について解説。

3) 運動器慢性痛診療
の手引き

1) 長引く・頑固な・
つらい痛み
薬物療法2011

臨床医が治療に難渋する「長引く・頑固な・つら
い手・足・腰・筋・関節などの痛み」に対する薬
物療法の今日の治療指針について解説。最新の知
見に基づいて病理、病態生理から治療のメカニズ
ムまでを概観し、とりわけ薬物療法に関する科学
的裏付けを詳細に示した。薬物は非オピオイド系
から向精神薬、筋弛緩薬、抗リウマチ薬、さらに
は漢方薬までを網羅しており、各症候に対するベ
ストプラクティス、薬物相互作用、Drug
informationなども紹介。非専門医でも薬物治療
のマネジメントができるよう解説した。

B5判・168頁
編者：米延策雄，菊池臣一，柴田政彦
共著者：柴田政彦，田口敏彦，関口美穂，紺野慎
一，竹下克志，西本憲弘，史賢林，橋本淳，安田
由華，大井一高ほか15名

本人担当部分：
「第2章 痛みを有する患者に対する薬の使い方」
P12-35を共著
鎮痛薬投与に関する患者の痛みの評価、薬物の選
択基準、その効果について解説。
共著者：柴田政彦，田口敏彦，関口美穂，紺野慎
一

2) 癌性疼痛 ＦＯＲ
ＰＲＯＦＥＳＳ
ＩＯＮＡＬ
ＡＮＥＳＴＨＥＳＴＯ
ＬＯＧＩＳＴ，Ｖ

克誠堂出版 癌の痛みを理解する知識を全て網羅。癌性疼痛の
発症機序、使用する薬物、オピオイドの使用法と
副作用、鎮痛補助薬、在宅医療などの各項目を解
説。ＷＨＯ方式の癌性疼痛治療法や、オピオイド
の副作用とその対処、オピオイドが効きにくい痛
みとその治療法にも触れる。さらには鎮痛補助薬
や各種代替療法、在宅医療における癌性疼痛への
対処法などについても解説した。

A4判・321頁
編者：花岡一雄
共著者：柴田政彦，松田陽一，眞下節，花岡一
雄，細川豊史，佐伯茂，有田英子，村川和重，小
川節郎，下山直人ほか39名

本人担当部分：
「神経ブロック療法」 P203-209を共著
癌の痛みに対する各種神経ブロックの方法につい
て，そのエビデンスと手技について解説。
共著者：柴田政彦，松田陽一，眞下節
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成26年5月

共著 平成25年6月 羊土社

共著 平成27年5月 文光堂

局所の組織由来ではない運動器の慢性痛、なかで
も神経経路や記憶、精神面などに影響を受ける慢
性痛における診療マニュアル。、痛みを修飾する
メカニズムの解明とその対策について解説。さら
に整形外科医が使ってこなかった中枢系に作用す
る薬剤の使い方などについて、日本整形外科学会
運動器疼痛対策委員会の成果をまとめた。

A4判・180頁
編者：田口敏彦，山下敏彦，牛田享宏
共著者：柴田政彦，中村雅也，関口美穂，紺野慎
一，米和徳，中尾慎一，福井大輔，川上守，大鳥
精司，ほか15名

本人担当部分：
「複合性局所疼痛症候群」 P168-173を単著
複合性局所疼痛症候群の疾患概念と評価、治療方
針について解説。

4) ペインクリニシャン
    のための新キーワー
    ド135

真興交易(株)医書出版部 ペインクリニック診療の現場でよく用いられる
135項目のキーワードを、基礎的用語・病態およ
び疼痛性疾患・痛みの評価法・神経ブロック・治
療法(神経ブロック以外)・その他の6章分別、体
系的に分かりやすく解説した。『痛みの概念が変
わった 新キーワード100+α』(2008年刊)を基
に、スピリチュアルペイン・無痛分娩など新たな
項目を加え、最新のガイドライン・治験等を踏ま
え概説した。

A4判・368頁
編者：小川節郎
共著者：柴田政彦，山田芳嗣，小川節郎，細川豊
史，森本昌宏，井関雅子，三木健司，牛田享宏，
川股知之，児玉謙次ほか84名

本人担当部分：
第二章 病態「CRPS」 P73-74を共著
CRPSの病院、疫学、判定指標やその注意点につい
て解説。
共著者：住谷昌彦，柴田政彦，山田芳嗣

5) 増刊 レジデント
    ノート あらゆる科
    で役立つ！ 麻酔科
    で学びたい技術

麻酔科レジデントが、現代の麻酔の概念を理解で
きるように、また基本手技を習得できるように各
種技術を解説。周術期管理の基本を押さえ、知っ
ておくべき病気・病態の知識の整理ができるよう
な構成となっている。

A4判・261頁
編者：萩平哲
共著者：柴田政彦，上山博史，森本康裕，増井健
一，内田整，原真理子，柴田晶カール，車武丸，
浅井隆，鈴木昭広，讃岐美智義，ほか20名

本人担当部分：
「硬膜外麻酔」 P107-112を単著
麻酔時の体位・主義・薬剤管理などから、硬膜外
麻酔修得に要する技術について解説。

6) まれな疾患の麻酔
    A to Z

麻酔科医のために、およそ400の“まれな疾患”
を取り上げて解説した。まれな疾患に遭遇した
際、辞書を引くように検索でき、診療に直結する
最新情報をすばやくアクセスできる構成とした。
各項目の冒頭には麻酔中に「してしてよいこと」
と「してはいけないこと（do or do not）」を
【注意事項】として掲載、リスクマネジメント教
育にも有用な構成となっている。

B5変型判・714頁
編者：高崎眞弓，河本昌志，木内恵子，白神豪太
郎，萩平哲
共著者：柴田政彦，神崎理英子，瀬戸口秀一，外
須美夫，重松研二，山浦健，小倉信，井手岳，又
吉宏昭，ほか360名

本人担当部分：
「ハンセン病」 P479を単著
ハンセン病患者の病態生理・臨床症状と、術中麻
酔時の留意事項について解説
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成27年5月 文光堂

共著 平成28年2月 総合医学社

共著 平成28年10月

7) 痛みScience&
    Practice臨床に役立
    つ神経障害性痛の理
    解

近年、神経障害性痛は多くの研究者や専門医によ
る様々な観点からの病態や治療法が探求されてい
る。本書では痛み診療に従事する医師が最良の治
療を行えるよう配慮。「痛みの機序に関する基礎
は，末梢から中枢まで連続性や統一性のある解
説」「神経障害性痛の正しい理解のため，その要
素を一部有している疾患やその周辺疾患も含めて
解説」「各疾患については，疫学，病態，治療法
などを詳細に解説」これらに重点を置きつつ、実
践的で分かりやすい構成で解説した。

A4判・285頁
編者：井関雅子
共著者：柴田政彦，佐々木美佳，河野達郎，大橋
宣子，渡部達範，南雅文，津田誠，内田仁司，植
田弘師，伊藤誠二，ほか102名

本人担当部分：
「線維筋痛症」 P238-241を単著
線維筋痛症の疫学・病態・症状と、その薬物治療
について解説。

8) 麻酔科学レビュー2016 研修医や若手麻酔科医に必要な麻酔科１４領域の
知識を総括し、さらに２０１３～２０１４年に発
表された文献の中で重要なもの１２０件を１頁１
文献で紹介、開設を加えた。

AB判・300頁
編者：澄川耕二，岩崎寛
共著者：柴田政彦，川前金幸，小出康弘，神山有
史，坂口嘉郎，貝沼関志，西川俊昭，原哲也，山
蔭道明，浅井隆，ほか40名

本人担当部分：
「38. ペインクリニック」 P221－225を単著
ペインクリニックにおける神経ブロックやイン
ターベンション、薬物治療に関するエビデンスに
ついて最新のレビューを交え解説。

日本疼痛学会、痛みの教育
コアカリキュラム編集委員
会 真興交易（株）医書出版
部

慢性痛の診療を行うにあたり、医師や看護師だけ
でなく、多職種が集まる“集学的な診療チーム”
により「生物心理社会モデル」として合理的に考
えようとする取り組みが本邦でも始まっている。
本書はそれらに携わる医療従事者への“教育”に
必要な教科書として作成された。生物心理社会社
会モデルの説明を中心に、慢性痛の分類をIASP
（世界疼痛学会）の新しい分類に準拠して行い、
特に重要と思われる言葉をキーワードとしてまと
めた。

編者：西江宏之，北原雅樹，柴田政彦，福井聖，
矢吹省司，山下敏彦
共著者：西江宏之，北原雅樹，柴田政彦，福井
聖，矢吹省司，山下敏彦，小山なつ，仙波恵美
子，高橋直人，笠原諭，井関雅子ほか25人

A4判・347頁
本人担当部分：
「一次性慢性痛」 P256－263を単著
１次性慢性痛の代表例として、線維筋痛症・過敏
性腸症候群・慢性骨盤内疼痛について解説。

9) 痛みの集学的診療：
　  痛みのコアカリキ
    ュラム
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成28年6月

共著 平成28年12月

（学術論文）
共著 平成23年3月1) The Animal Model

    of Spinal Cord
    Injury as an
    Experimental Pain
    Model.
（痛みの実験モデルとしての
脊髄損傷動物モデル）
（査読付）

Journal of Biomedicine
and Biotechnology2011:1-
11.

10) 慢性疼痛疾患
　  診断と治療のABC

最新医学社 慢性疼痛疾患は大きく「侵害受容性疼痛」と「神
経障害性疼痛」に分けられ，前者は末梢組織の障
害が正常の知覚神経経路を伝達することで感じる
痛み出るのに対し、後者は知覚神経伝達経路が障
害されることにより生じる痛みである。痛みの原
因が何であるかを診断することはその後の治療計
画を立てる上でも非常に重要となる。本書では痛
みの診断・評価法，薬物療法・理学療法・手術療
法をはじめ、各部位からみた慢性痛の診断と治療
を網羅した。さらに、また慢性疼痛に対する海外
と本邦との診療体制の差とそれらの実情・課題に
ついてもまとめた。

A4判・237頁
編者：田口敏彦
共著者：柴田政彦，井上雅之，細井昌子，二階堂
琢也，松平浩，松原貴子，寒竹司，今村佳樹，福
井聖，伊東勝也，ほか17名

本人担当部分：
「我が国における慢性疼痛に対する診療体制の実
情と課題」」 P232－237を単著
本邦の慢性痛に対する診療の実情や問題点、集学
的アプローチの可能性と課題・対策について解
説。

11) 慢性疼痛診療ハンド
    ブック

「痛み」は診療における中核的な症状であり患者
のQOLを著しく低下させる。なかでも特に慢性疼
痛について様々な見地から解説を行う。痛みに関
する科学的情報を発信するNPO法人「いたみ医学
研究情報センター」の医療者教育用資料を再編集
し、医師、理学・作業療法士、看護師、社会福祉
士など、慢性疼痛のケアに悩むすべての方にとっ
て役立つ内容を示した。

A5判・300頁
編者：池本竜則
共著者：柴田政彦，足立友紀，池本竜則，牛田享
弘，石川理恵，井関雅子，北原雅樹，住谷昌彦，
坂田尚子，西江宏行，内山徹ほか13名

本人担当部分：
「治療に難渋する慢性疼痛患者とは」 P14－26を
共著
治療に難渋する慢性痛患者の特徴について、身体
的要因・精神心理的要因・環境要因などの観点か
ら解説、さらに代表的な難治性疼痛症例との関係
性についても解説している。
共著者：柴田政彦，足立友紀

中外医学社

痛みは脊髄損傷患者にとって重要な問題の１つで
ある。運動・自律神経障害とともに感覚障害も脊
髄損傷研究を複雑にしている。さらに様々な要因
の痛みもこれに関連する。これまで多くの脊髄損
傷動物モデルがその病理学的な一般メカニズムの
解明に役立ってきた。しかしながら、その結果は
誤解して解釈されやすいものである。よってヒト
の脊髄損傷の兆候を完全に理解することは重要で
ある。本レビューでは、動物の脊髄損傷モデルに
ついて概説し、そのそれらの有効利用例について
紹介する。

本人担当部分：論文の執筆ととりまとめをおこ
なった。

共著者: Nakae A, Nakai K, Yano K, Hosokawa
K, Shibata M, Mashimo T.
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

痛みは脊髄損傷患者にとって重要な問題の１つで
ある。運動・自律神経障害とともに感覚障害も脊
髄損傷研究を複雑にしている。さらに様々な要因
の痛みもこれに関連する。これまで多くの脊髄損
傷動物モデルがその病理学的な一般メカニズムの
解明に役立ってきた。しかしながら、その結果は
誤解して解釈されやすいものである。よってヒト
の脊髄損傷の兆候を完全に理解することは重要で
ある。本レビューでは、動物の脊髄損傷モデルに
ついて概説し、そのそれらの有効利用例について
紹介する。

本人担当部分：論文の執筆ととりまとめをおこ
なった。

共著者: Nakae A, Nakai K, Yano K, Hosokawa
K, Shibata M, Mashimo T.
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成23年5月

共著 平成23年5月

共著 平成23年8月

3) Differential
efficacy of
electric motor
cortex stimulation
and lesioning of
the dorsal root
entry zone for
continuous vs
paroxysmal pain
after brachial
plexus avulsion

（腕神経叢引き抜き損傷後の
持続的な痛みと発作的な痛み
に対する大脳運動野電気刺激
療法・脊髄後根侵入部微小凝
固術の異なる効果）
（査読付）

Neurosurgery, vol. 68,
issue 5 (2011) pp. 1252-
1257

腕神経叢引き抜き損傷後の異なる二つの痛み（持
続的痛み・発作的痛み）に対し、大脳運動野電気
刺激療法（EMCS）および脊髄後根侵入部微小凝固
術（GREZotomy）が与える影響を検証した。15名
の対象に対して治療介入を行った結果、
DREZotomyの方が両方の痛みをより効果的に改善
できることが示唆された。

本人担当部分： 患者の担当と調査結果を麻酔科
医の立場から評価し、研究統括をおこなった。

共著者: Ali M, Saitoh Y, Oshino S, Hosomi K,
Kishima H, Morris S, Shibata M, Yoshimine T

4) Human brain
activity
associated with
painful mechanical
stimulation to
muscle and bone

（筋・骨組織に対する侵害圧
刺激に関連するヒトの脳活
動）
（査読付）

Journal of Anesthesia,
vol. 25, issue 4 (2011)
pp. 523-530

2) Brain imaging of
mechanically
induced muscle
versus cutaneous
pain.

（脳機能画像における痛覚認
知機構の解析 : 筋由来の痛
みと皮膚由来の痛みの比較検
討）
（査読付）

Neuroscience
Research70(1):78-84

筋のみへの機械的刺激に反応する脳活動を機能的
磁気共鳴画像法で評価し、皮膚と筋由来の痛みに
反応する脳活動部位の比較を行った。皮膚への局
所麻酔の有無により、「皮膚と筋への侵害圧刺
激」条件、「筋のみへの侵害圧刺激」条件を比較
した。皮膚由来の痛みによって第二次体性感覚野
が活動しやすいことが示された一方で、筋への侵
害圧刺激に特異的な脳領域はなく、代わりに特有
の活動パターンがあることが明らかになった。

本人担当部分：研究計画、結果の解析、論文の執
筆と研究総括をおこなった。

共著者: Uematsu H, Shibata M, Miyauchi S,
Mashimo T.

筋組織と骨に対する侵害圧刺激を受けている際の
ヒトの脳活動を、機能的核磁気共鳴画像（ｆ
MRI）を用いて検証した。結果、基底核のいくつ
かの領域は骨よりも筋に対する刺激の際に強く活
動がみられた。今回の結果は、筋の痛みの脳処理
過程に被殻・尾状核が関与する可能性を示唆して
いる。

本人担当部分：研究計画、結果の解析、論文の執
筆と研究総括をおこなった。

共著者: Maeda L, Ono M, Koyama T, Oshiro Y,
Sumitani M, Mashimo T, Shibata M
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成23年10月

共著 平成24年5月

共著 平成24年12月

6) 脳機能画像における
痛覚認知機構の解析
: 筋由来の痛みと皮
膚由来の痛みの比較
検討
（査読付）

Journal of
musculoskeletal pain
research : 日本運動器疼痛
学会誌vol.3（1）52-62

筋のみへの機械的刺激に反応する脳活動を機能的
磁気共鳴画像法で評価し、皮膚と筋由来の痛みに
反応する脳活動部位の比較を行った。皮膚への局
所麻酔の有無により、「皮膚と筋への侵害圧刺
激」条件、「筋のみへの侵害圧刺激」条件を比較
した。筋への侵害圧刺激に特異的な脳領域はな
かったが、特有の活動パターンがあることが明ら
かになった。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析、論文の執筆研究総括をおこなった。

共著者: 植松 弘進, 柴田 政彦, 大城 宜哲

7) A Case of
Hypogonadotropic
Hypogonadism
Caused by Opioid
Treatment for
Nonmalignant
Chronic Pain.

（非悪性慢性疼痛治療のため
オピオイド療法によって低ゴ
ナドトロピン性性機能低下を
きたした症例）
（査読付）

Case reports in medicine
2012:1-5.

本症例は、交通事故によって生じた慢性的な痛み
の治療に対して経皮的フェンタニル治療を施行さ
れたが、その後全般性の疲労と勃起障害を呈し
た。内分泌系の検査では低性腺刺激性性機能低下
が示唆され、またMRI検査でも異常所見は認めら
れなかった。このケースは、オピオイド治療にお
ける内分泌機能障害の可能性を考慮する必要性を
示唆している。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析、論文の執筆研究総括をおこなった。

共著者: Tabuchi Y, Yasuda T, Kaneto H,
Kitamura T, Kozawa J, Otsuki M, Imagawa A,
Nakae A, Matsuda Y, Uematsu H, Mashimo T,
Shibata M, Shimomura I.

5) 催眠による認知的評価と
痛みの変化に関する研究
（査読付）

催眠学研究 53(1), 14–22. 催眠が痛みの耐性と認知的評価に影響を及ぼすか
を検証した。被験者14名に痛み刺激として電気刺
激を提示し、覚醒条件と催眠条件において痛みの
耐性を比較した。結果、催眠条件では覚醒条件に
比べて痛みに対する「妨害性」が減少し(Z=-
2.94、p<.01)、「コントロール可能性」が増加す
る(t(13)=-2.71、p<.05)ことが示された。また、
条件による「妨害性」の変化と「コントロール可
能性」の変化の間に強い負の相関が見られた(r=-
.56、p<.05)。催眠による痛みの軽減は痛み刺激
の解釈の仕方の変化によって説明されうることが
示唆された。

本人担当部分：研究計画、結果の解析、論文の執
筆と研究総括をおこなった。

共著者: 安達友紀, 宮田敬一, 中江文, 柴田政彦
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成25年1月

共著 平成25年10月

共著 平成26年8月

本症例は、交通事故によって生じた慢性的な痛み
の治療に対して経皮的フェンタニル治療を施行さ
れたが、その後全般性の疲労と勃起障害を呈し
た。内分泌系の検査では低性腺刺激性性機能低下
が示唆され、またMRI検査でも異常所見は認めら
れなかった。このケースは、オピオイド治療にお
ける内分泌機能障害の可能性を考慮する必要性を
示唆している。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析、論文の執筆研究総括をおこなった。

共著者: Tabuchi Y, Yasuda T, Kaneto H,
Kitamura T, Kozawa J, Otsuki M, Imagawa A,
Nakae A, Matsuda Y, Uematsu H, Mashimo T,
Shibata M, Shimomura I.

9) Painful
Diabetic
Neuropathy in
Japanese
Diabetic Patients
Is Common but
Underrecognized.

（糖尿病性神経障害に伴う痛
みは一般的だが過小評価され
ている）
（査読付）

Pain Research and
Treatment;2013:1-3.

痛みを伴う糖尿病性神経障害（PDN）の日本にお
ける疫学およびQOL・心理面への影響を調査し
た。298名の糖尿病患者を対象とした。結果、
22.1％にPDNがみられ、QOLと精神状態に負の影響
をもつことがわかった。その一方で、医師は症状
のある者の36.4%しかPDNに気付いていなかった。
本研究の結果は、日常の診療で医師がPDNに気付
き、その進行を防ぐことの重要性を示している。

本人担当部分：結果に対して麻酔科医の立場から
評価をおこない、研究総括をおこなった。

共著者: Tsuji M, Yasuda T, Kaneto H,
Matsuoka T, Hirose T, Kawamori R, Iseki M,
Shimomura I, Shibata M.

8) 痛みの評価尺度・日本
語版 Short-Form
McGill Pain
Questionnaire 2
(SF-MPQ-2)の作成と
その信頼性と妥当性の
検討
（査読付）

Pain Research 28(1), 43–
53.

Short-Form McGill Pain Questionnaire 2
（SFMPQ-2）の日本語版を作成した。87名の患者
を対象にSFMPQ-2を回答させ、その妥当性評価の
ために探索的因子分析をおこなった。また信頼性
の評価のためにCronbachのα係数と級内相関係数
を算出した。結果、内的整合性・検査間信頼性と
もに高く、その他機能的評価との相関も高かっ
た。これらの結果は将来の臨床研究でこSFMPQ-2
を使用する上での基礎となる。

本人担当部分：データの取得と、結果について麻
酔科医の立場から評価をおこなった。

共著者: 圓尾知之, 中江文,前田倫,高橋香代子,
Morris Shayn, 横江勝, 松崎大河, 柴田政彦, 齋
藤洋一.

10) Validation of the
Japanese Version
of the Pain Self-
Efficacy
Questionnaire in
Japanese Patients
with Chronic Pain.

（慢性痛患者に対する日本語
版Pain Self Efficacy
Questionnarie <PSEQ>の妥当
性の検証）
（査読付）

Pain Med;15(8):1405-1417 PSEQ日本語版の開発と、その心理物理学的特性の
評価をおこなった。横断研究デザインで、複数の
病院およびクリニックの患者に対しPSEQとその他
痛みの心理学的評価指標を取得し、それらの関係
性を検証した。結果、PSEQは充分な信頼性と妥当
性を示した。階層的重回帰分析によって、PSEQで
取得された自己効力感は本研究で取得された指標
の変量で充分な説明が可能であることが示され
た。また、PSEQは社会的な活動と最も強く関連し
ていた。

本人担当部分：患者担当とデータ測定、麻酔科医
の立場から結果の評価をおこなった。

共著者: Adachi T, Nakae A, Maruo T, Shi K,
Shibata M, Maeda L, Saitoh Y, Sasaki J.
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成26年12月

共著 平成27年8月

共著 平成27年12月

11) Age-related
and sex-related
changes in
perfusion index
in response to
noxious electrical
stimulation in
healthy subjects.

（侵害電気刺激に対する灌流
指標の変化に対する年齢およ
び性別の影響）
（査読付）

Journal of Pain
Research2014;7:91.

痛みの客観的指標の開発にむけ、痛み刺激の灌流
指標の変化に年齢・性別がもたらす影響を検証し
た。70名のボランティアに対して侵害電気刺激を
与え、痛みの強度が耐性閾値に達するまで与え
た。刺激前後の灌流指標と脈拍数の差を年齢・性
別で比較した。結果、灌流指標は高齢の女性で刺
激前後の変化が小さかった。灌流指標は高齢女性
以外では痛みの客観的指標として使用できる可能
性が示唆された。

本人担当部分：論文の執筆ととりまとめをおこ
なった。

共著者: Nakae T, Nishimura T, Shibata M,
Mashimo T, Fujino Y.

12) Pain-Related
Brain Activity
Evoked by Active
and Dynamic Arm
Movement: Delayed-
Onset Muscle
Soreness as a
Promising Model
for Studying
Movement-Related Pain
in Humans.

（動的運動によって誘発され
る痛みの脳活動：ヒトの遅発
性筋痛モデルを用いて）
（査読付）

Pain Medicine;16(8):1528-
1539.

遅発性筋痛が「運動によって誘発される痛み」の
適切なモデルとなるかを検証するため、遅発性筋
痛の発生する状況下で動的な運動をおこなわせた
際の脳活動を明らかにする。12名の健常成人に対
して、肘のレジスタンストレーニングをおこなわ
せて遅発性筋痛を誘発する。運動後2日目（遅発
性筋痛あり）条件と30日目（遅発性筋痛なし）条
件とで機能的核磁気共鳴画像にて脳活動を比較し
た。結果、筋痛あり条件で対側の一次運動野、頭
頂弁蓋部、両側の補足運動野により強い活動がみ
られた。また、Pain Matrixと呼ばれる痛み知覚
時の代表的な脳領域に関しては、両条件間に差を
認めなかった。この結果は、遅発性筋痛モデルが
ヒトの運動誘発痛研究において有効な実験モデル
であることを示唆している。

本人担当部分：研究計画、結果の解析、論文の執
筆および研究総括をおこなった。

共著者: Matsuda Y, Kan S, Uematsu H, Shibata
M, Fujino Y.

13) 痛みの自己効力感と
その他の認知・感情
的要因が慢性痛患者
の健康関連Quality
of Lifeと生活障害
度に及ぼす影響
（査読付）

慢性疼痛 1(34), 1. 本研究では認知・感情的要因が健康関連QOLや生
活障害度といったアウトカムへ及ぼす影響を検討
した。大学附属病院集学的診療外来に受診した初
診患者60名に対し、健康関連QOL、生活障害度、
痛みの自己効力感、破局的思考、不安・抑うつ、
直近24時間の痛みの平均的な強さを測定する6つ
の尺度への回答を求めた。結果から、痛みの自己
効力感は健康関連QOLと正の相関を、生活障害度
と負の相関を示すこと、および痛みの自己効力感
が健康関連QOLに対して正の影響性を有すること
が明らかになった。これらのことから、慢性痛の
診療において適応的な認知・感情的要因を高めて
いくことの重要性が示唆された。

本人担当部分：研究の計画、データの取得、論文
のとりまとめと研究総括をおこなった。

共著者: 安達友紀, 山田恵子, 西上智彦, 佐々木
淳, 柴田政彦
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成28年1月

共著 平成28年2月

共著 平成28年5月

14) Go-sha-jinki-Gan
(GJG) ameliorates
allodynia in
chronic
constriction
injury model
mice via
suppression of
TNF-α expression in
the spinal cord.

（牛車腎気丸がマウスの慢性
絞扼性アロディニアモデルの
症状を、脊髄のTNF-α発現を
抑制して改善させる）
（査読付）

Molecular Pain 12:1-16 牛車腎気丸は日本の伝統的なハーブ療法で、異常
痛や麻痺の改善に用いられてきたが、その作用メ
カニズムは不明である。本研究では、慢性絞扼性
アロディニアモデルマウスを用いて牛車腎気丸の
もつ鎮痛効果の分子メカニズムを明らかにする。
結果、牛車腎気丸によってマウスの痛覚過敏は初
期の段階から有意に低下した。さらに、牛車腎気
丸は脊髄中のIba1とTNF－αの発現を抑制してい
ることがわかった。牛車腎気丸は、神経炎症に
よって誘発される痛みの治癒に有効であることが
示唆された。

本人担当部分：結果について麻酔科医の立場から
評価をおこない、論文のとりまとめをおこなっ
た。

共著者: Nakanishi M, Nakae A, Kishida Y,
Baba K, Sakashita N, Shibata M, Yoshikawa H,
Hagihara K.

15) 第三者行為をきっか
けとした神経障害性
疼痛の治療反応性
（査読付）

ペインクリニック 372(2),
221–228.

他害的な外傷をきっかけとする慢性疼痛には複雑
な心理が関与し、臨床において治療抵抗性である
ことを経験する。第三者行為をきっかけとする神
経障害性疼痛10症例と、第三者行為がきっかけで
ない神経障害性疼痛11症例を対象に、治療反応性
を、複数の評価尺度を用いて多面的に比較検討し
た。初診時、および3ヵ月後の再診時に実施した
自記式質問紙の集計と、診療録の内容を後ろ向き
に収集し、統計解析を行った。その結果、初診時
の尺度スコア平均は2群間で有意な差を認めな
かった。治療反応性については、第三者行為を
きっかけとする神経障害性疼痛は、簡易痛みの質
問票、不安抑うつ尺度、痛み破局化スケールの拡
大視、EuroQoLのスコア改善が乏しかった。

本人担当部分: 研究の計画、データの取得、論文
のとりまとめと研究総括をおこなった。

共著者:
山田恵子, 今野弘規, 磯博康, 柴田政彦

16) resting-state fMRI
による上肢CRPS患者
における感覚・運動
ネットワークの検討
（査読付）

日本運動器疼痛学会誌
vol.8(2)203-208

本研究では、複合性局所疼痛症候群(CRPS)患者に
おける運動機能障害の中枢機序の解明を目的とし
て、上肢CRPS患者の感覚・運動ネットワークを
resting-state fMRIにより検討した。健康成人と
比べ、CRPS患者では感覚・運動関連部位間の機能
的結合に変化が生じていた。本研究の結果は、感
覚・運動ネットワークの機能異常がCRPS患者にお
ける運動機能障害の発生に関与している可能性を
示唆するものである。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析、論文の執筆と研究総括をおこなった。

共著者: 寒重之, 大迫正一, 植松弘進, 渡邉嘉
之, 田中壽, 柴田政彦
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共著 平成28年8月 ペインクリニック外来患者を対象とした薬剤師外
来の現状について検討した。1年間に薬剤師外来
で対応した92例、実施回数347回を対象とした。
現在、1日あたり約8～10例程度の患者の面談を
行っている。新規患者の初回面談時に、お薬手帳
を用いて服用薬剤数を調査し、平均使用薬剤品目
数は7.3±4.4種類であった。薬剤師の介入内容
は、鎮痛薬の効果・副作用の確認、その他の併用
薬の副作用の確認、薬剤の減量(他科のものも含
む)、排便や睡眠状況など副作用や生活習慣に関
するアドバイス、精神的苦痛への対応など多岐に
わたった。

本人担当部分：結果を麻酔科医の立場から評価
し、研究総括をおこなった。

共著者: 中川左理, 岡本禎晃, 柴田政彦

17) Independent Risk
Factors for
Positive and
Negative Symptoms
in Patients with
Diabetic
Polyneuropathy.

（糖尿病性多発神経障害の陽
性および陰性症状に対する独
立危険因子）
（査読付）

Journal of Pain and
Palliative Care
Pharmacotherapy;30(3):178
-183.

糖尿病性神経障害（DPN）患者の麻痺・知覚障害
の危険因子を分析した。298名の糖尿病患者を対
象として、ロジスティック回帰モデルを用いて独
立因子を決定した。さらに統計モデルを痛みグ
ループ、知覚障害グループの二群に対して適用し
た。DPNの有無には抑うつ症状、アキレス腱反射
の異常、インシュリン治療の有無などが関連して
いた。また痛み群と知覚障害群の差には女性であ
ること、アキレス腱反射の異常、インシュリン治
療の有無が関連していた。

本人担当部分：結果の解析と論文のとりまとめを
おこなった。

共著者: Inoue R, Sumitani M, Yasuda T, Tsuji
M, Nakamura M, Shimomura I, Shibata M,
Yamada Y.

18) 言語的妥当性を担保
した日本語版
Injustice
Experience
Questionnaire:
IEQの作成
（査読付）

ペインクリニック
vol.37(8)1053-1057

他害的な外傷をきっかけとする慢性痛患者は、自
分に落ち度がないのに不当に慢性痛を被っている
という不条理・不公平感に囚われているため、医
療者が治療に難渋することを経験する。慢性痛患
者が抱えるこのような不条理・不公平な扱いを受
けているという感情を欧米では「perceived
injustice」と表現しており、Injustice
Experience Questionnaireという尺度で計量心理
学的に定量化している。われわれは、尺度の他言
語翻訳を行う際の推奨ガイドラインに則って日本
語版Injustice Experience Questionnaireを作成
した。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析、論文の執筆研究総括をおこなった。

共著者: 山田 恵子, 安達 友紀, 西上 智彦, 磯
博康, 柴田 政彦

19) ペインクリニック
外来患者を対象と
した薬剤師外来の
現状
（査読付）

医療薬学
vol.42(8)558-561
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20) Socioeconomic
value of
intervention
for chronic pain.

（慢性痛介入の社会経済学的
価値について）
（査読付）

Journal of Anesthesia
vol.30 Issue4
2016;30(4):553-561.

本研究の目的は、痛みに対する医療の費用対効果
を評価することである。91名の患者を薬物治療、
薬物＋ブロック治療、その他教育・リハビリテー
ション治療の3カテゴリに分類し、EQ-5D得点から
QALY 質調整生存年を算出した。結果、見積もら
れた年間治療コストとQALYに基づく費用対効果の
計算から、痛みに対する医療には充分な社会経済
学的価値があることが示された。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析、論文の執筆をおこなった。

共著者: Takura T, Shibata M, Inoue S,
Matsuda Y, Uematsu H, Yamada K, Ushida T.

21) Arthropathy-related
pain in a patient
with congenital
impairment of pain
sensation due to
hereditary sensory
and autonomic
neuropathy type II
with a rare
mutation in the
WNK1/HSN2 gene: a
case report.

（WNK1/HSN2遺伝子の変異を
伴う hereditary sensory
and autonomic neuropathy
type II による先天性感覚障
害をもつ患者の関節痛：ケー
スレポート）
（査読付）

BMC Neurology16(1):201 Hereditary sensory and autonomic neuropathy
（HSAN） type IIにより先天的な感覚障害を呈し
た症例を経験した。本症例は手袋・靴下型の感覚
脱失を呈していたが、月経や内蔵の痛みは感じる
ことができていたが、骨隨炎による中足骨切除を
施行された。腓骨神経は生研上無髄・有髄神経共
に著しい損失がみられていた。さらに多数の関節
で激しい痛みを訴えていたが、アセトアミノフェ
ンによって痛みが軽減されQOLの改善に至った。
本件は日本で2件目のHSAN typeⅡ症例の報告であ
り、アセトアミノフェンが先天性の痛覚障害を有
する患者の痛みのコントロールに有効であった。

本人担当部分：研究計画、結果の解析、論文の執
筆と研究総括をおこなった。

共著者: Yamada K, Yuan J, Mano T, Takashima
H, Shibata M.

22) Injustice
Experience
Questionnaire,
Japanese Version:
Cross-Cultural
Factor-Structure
Comparison and
Demographics
Associated with
Perceived Injustice.

（Injustice Experience
Questionnaire：IEQ日本語版
の作成: 「不公平感」に関連
する異文化間の因子構造の比
較と人口統計）
（査読付）

Plos One;11(8)e0160567 IEQは受傷に関連する不公平感を評価するバッテ
リーである。本研究ではIEQの日本語版作成のた
め、その因子構造と妥当性、信頼性、さらには
IEQスコアを予測する要因について検証した。71
名の患者を対象にとしてIEQと痛みの強さ・心理
的要因の評価、基本的情報の調査をおこなった。
因子分析の結果、日本語版は原典と異なり3因子
（Severity / irreparability, Blame /
unfairness, Perceived lack of empathy ）構造
においてデータへの適合が高く、信頼性も高かっ
た。また、「1年以上の痛みの持続」と「受傷の
原因が多者にある場合」の2つが、IEQスコアへの
寄与率が高かった。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析および研究総括をおこなった。

共著者: Yamada K, Adachi T, Mibu A,
Nishigami T, Motoyama Y, Uematsu H, Matsuda
Y, Sato H, Hayashi K, Cui R, Takao Y,
Shibata M, Iso H.
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共著 平成28年10月

23) The Effect of
    Guidance regarding
    Home Exercise and
    ADL on Adolescent
    Females Suffering
    from Adverse Effects
    after HPV Vaccination
    in Japanese
    Multidisciplinary
    Pain Centers.
（子宮頸がんワクチン
（HPV）接種後の副反応を呈
した思春期女性に対する運動
とADL指導の効果；学際的痛
みセンターでの取り組み）
（査読付）

Pain Research and
Management;2016:1-6.

HPV接種後の副反応を呈した若年女性は稀ながら
も230名を超えている。本研究の目的は、副反応
を呈した若年女性に対する認知行動療法的介入の
効果を調査することである。副反応を呈した145
名に対し、部分的に認知行動療法アプローチに基
づいて運動と日常生活の指導をおこない、それら
を後方視的に調査した。指標は痛みの強さのNRS
とHADS、PCSを用いた。結果、治療プログラムを
実施した80名のうち、10名は著しい改善、43名は
若干の改善を示した。認知行動療法的アプローチ
は、HPV接種後副反応の症状減弱に有効であるこ
とが示唆された。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析、論文のとりまとめをおこなった。

共著者: Ushida T, Shibata M, Kitahara M,
Yabuki S, Sumitani M, Murakami T, Iseki M,
Hosoi M, Shiokawa H, Tetsunaga T, Nishie H,
Fukui S, Kawasaki M, Inoue S, Nishihara M,
Aono S, Ikemoto T, Kawai T, Arai Y-C.

24) Resting state fMRI
    を用いた各脳部位の
    相互作用の解析
   （査読付）

IEQは受傷に関連する不公平感を評価するバッテ
リーである。本研究ではIEQの日本語版作成のた
め、その因子構造と妥当性、信頼性、さらには
IEQスコアを予測する要因について検証した。71
名の患者を対象にとしてIEQと痛みの強さ・心理
的要因の評価、基本的情報の調査をおこなった。
因子分析の結果、日本語版は原典と異なり3因子
（Severity / irreparability, Blame /
unfairness, Perceived lack of empathy ）構造
においてデータへの適合が高く、信頼性も高かっ
た。また、「1年以上の痛みの持続」と「受傷の
原因が多者にある場合」の2つが、IEQスコアへの
寄与率が高かった。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析および研究総括をおこなった。

共著者: Yamada K, Adachi T, Mibu A,
Nishigami T, Motoyama Y, Uematsu H, Matsuda
Y, Sato H, Hayashi K, Cui R, Takao Y,
Shibata M, Iso H.

Resting state fMRI(rs-fMRI)画像を用いて、各
脳部相互作用を解析する新しい方法を提案した。
約5分間のecho planer imaging(EPI)連続測定を
行い、脳機能画像を取得した。3名を対象として
脳機能画像を取得し、三つの推定パラメータを基
に各脳部位の関連を示す樹形図を形成し、関係性
の判別が可能となった。また、階層的クラスタリ
ングの解析で、脳部位番号26(被殻左側)と71(中
央帯状回右側)の関係性が近いことを示した。

本人担当部分：研究計画、結果の解析、論文の執
筆および研究総括をおこなった。

共著者: 丸居 航, Alam Saadia Binte, 寒 重之,
柴田 政彦, Koh Min-Sung, 小橋 昌司

バイオメディカル・ファ
ジィ・システム学会年次大
会講演論文集vol.29 161-
164

25) 慢性疼痛に対する漢
    方エキス剤の効果を、
    国際的な尺度を用い
    て多面的に評価し得
    た症例
   （査読付）

痛みと漢方 26, 33–39 本症例は交通事故により頸椎捻挫との診断で受傷
3年を経過しても痛みが改善せず、当院を受診し
た。降雨前に痛みが強くなる訴えを水毒と解釈
し、五苓散(TJ-17)7.5g/日を投与したところ著効
した。特に症状が著しく軽減した初診から3ヵ月
間において、痛みの強さ7/10→5/10、Pain
Disability Scale 21/60→7/60など著しい改善が
みられた。国際的に妥当性・信頼性の担保された
尺度を用い、医療用漢方エキス剤の効果を客観的
に評価できる可能性が示唆された。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析、論文の執筆と研究総括をおこなった。

共著者: 山田恵子, 蔭山充, 柴田政彦.
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26) 慢性痛患者への入院
集学的リハの取り組
み
(査読付)

Journal of
Musculoskeletal Pain
Research 8巻3号 Page S125

大阪大学医学部附属病院疼痛医療センターでは、
院内で実施困難な慢性痛に対する集学的入院治療
を近隣の医療機関と連携協力して実施可能とし
た。就業や日常生活に支障をきたしている慢性痛
患者を治療対象とし、運動療法、認知行動療法、
集学的リハビリテーションの三要素を含んだ入院
プログラムを作成した。結果、痛みの評価が改善
し、就労した症例を経験した。また、EQ-5Dを用
いて、このプログラムの費用対効果も検討した。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析、論文の執筆研究総括をおこなった。

共著者： 高橋紀代, 安達友紀, 丸山 伸廣, 西上
智彦, 柴田 政彦

27) Fear-avoidance
beliefs are
independently
associated with
the prevalence of
chronic pain in
Japanese workers.

（恐怖回避思考は日本におけ
る労働者の慢性痛の有無と独
立して関連している）
（査読付）

Journal of
Anesthesia;31(2):255-262.

恐怖回避思考と慢性痛の関係は、アジア圏では明
らかにされていない。本研究の目的は、日本のホ
ワイトカラー層における恐怖回避思考と慢性痛の
関係を明らかにすることである。433名の労働者
にアンケート調査を実施し、TSK、仕事関連心理
因子、うつ傾向等を調査した。結果、調整済み
オッズ比でも慢性痛患者は高いTSKスコアを有す
ることがわかった。本研究の結果は、日本のホワ
イトカラー層においてTSKスコアと慢性痛の有無
に密接な関連があることを示唆している。

本人担当部分：データ測定、結果の評価を麻酔科
医の立場からおこなった。

共著者: Wakaizumi K, Yamada K, Oka H, Kosugi
S, Morisaki H, Matsudaira K, Ushida T,
Shibata M, Kitahara M, Yabuki S, Sumitani M,
Murakami T, Iseki M, Hosoi M, Shiokawa H,
Tetsunaga T, Nishie H, Fukui S, Kawasaki M,
Inoue S, Nishihara M, Aono S, Ikemoto T,
Kawai T, Arai Y-C.

28) 非がん性慢性疼痛
のチーム医療
5.大阪大学医学部
附属病院の痛み診
療
（査読付）

ペインクリニックVol.38
No.8　P1063-1068

大阪大学疼痛医療センターで実施している集学的
診療外来、外来・入院リハビリテーション、認知
行動療法を紹介する。集学的診療外来やリハビリ
テーション、認知行動療法について、実施内容を
示し、疼痛医療センターの取り組みを支えている
研究や教育プログラムについて述べた。疼痛医療
センターでは、諸外国で行われている集学的な慢
性痛治療が、本邦でも広まることを期待してお
り、普及に向けた活動に取り組んでいる。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析、論文の執筆および研究総括をおこなった。

共著者: 榎本聖香，安達友紀, 井上大輔, 細越寛
樹, 西上智彦, 高橋紀代, 柴田政彦
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共著 平成30年31) Classification and
characterisation of brain
network changes in chronic
back pain: A multicenter
study.

Wellcome Open Res 3:19

共著者：Mano H, Kotecha G, Leibnitz K,
Matsubara T, Nakae A, Shenker N, Shibata M,
Voon V, Yoshida W, Lee M, Yanagida T, Kawato
M, Rosa MJ, Seymour B

PAIN RESEARCH
vol.32(1)52-59

29) 中枢機能障害性疼痛
    患者における脳部位
    間の機能的結合と背
    景因子との関連：安
    静時fMRIによる検討
   （査読付）

中枢機能障害性疼痛(FSS)患者を対象に、
resting-state functional MRI(rs-fMRI)を用い
て脳部位間の機能的結合と背景因子との関連につ
いて検討した。痛みの強さと左扁桃体-左島皮質
の機能的結合の間に有意な正の相関、痛みの期間
と左右前帯状回吻側部・左島皮質前部の機能的結
合の間で有意な負の相関がみられた。またHADSの
不安スコアは右扁桃体内の機能的結合と有意な負
の相関、PCSスコアは右扁桃体-右海馬傍回・前帯
状回吻側部-右視床の機能的結合と有意な正の相
関を認めた。FSS患者に対するrs-fMRIによる機能
的結合の評価は、慢性疼痛の病態解明に有用であ
ることが示唆された。

本人担当部分：研究計画、結果の解析、論文の執
筆および研究総括をおこなった。

共著者:寒重之, 大迫正一, 植松弘進, 渡邉嘉之,
田中壽, 柴田政彦

30) 就労環境における慢
    性痛の実態調査～仕
    事に影響する慢性痛
    のリスク因子の検討：
    QWLICスタディ
   （査読付）

産業衛生学会誌 vol.59 (5)
125-134

就労環境における慢性痛の実態，及び慢性痛が仕
事に影響する重症例でのリスク因子を明らかにす
ることを目的とした。計3社18施設の被雇用者を
対象に，「からだの痛みに関する調査研究アン
ケート」を施行した。対象者の生活習慣や心理社
会的因子と慢性痛有症との関連について，性年齢
調整ロジスティック回帰分析を用いて分析した。
結果、仕事に影響する慢性痛を有することは，肥
満，喫煙習慣，不眠症，ワーカホリック度の高
さ，上司・同僚からの支援の乏しさ，仕事の満足
度の低さ，仕事の要求度の高さ，仕事のコント
ロール度の低さ，心理的ストレスの高さ，抑うつ
状態と有意に関連があった。就労環境における慢
性痛とそのリスク因子の実態が一部明らかとなっ
た。

本人担当部分：データ測定、論文のとりまとめを
おこなった。

共著者： 山田恵子, 若泉謙太, 深井恭佑, 磯博
康, 祖父江友孝, 柴田政彦, 松平浩
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共著 平成30年5月 Pain Pract.

共著 平成30年

共著 平成30年

共著 平成30年

共著 平成30年

共著 平成30年

共著者：Maeda Y, Kan S, Fujino Y, Shibata M

35)Evaluating the
psychometric properties of
two-item and four-item
short forms of the
Japanese Pain Self-
Efficacy Questionnaire: a
cross-sectional study.

共著者：Adachi T, Enomoto K, Yamada K, Inoue
D, Nakanishi M, Takahashi N, Nishigami T,
Shibata M

36)Frequency of mental
disorders among chronic
pain patients with or
without fibromyalgia in
Japan.

共著者：Miki K, Nakae A, Shi K, Yasuda Y,
Yamamori H, Fujimoto M, Ikeda M, Shibata M,
Yukioka M, Hashimoto R

Neuropsychopharmacol Rep
38:167-174

37)Validation of the
Japanese version of the
life satisfaction
checklist (LiSat-11)  in
patients with low back
pain: A cross-sectional
study.

J Orthop Sci 23:895-901

共著者：Mibu A, Nishigami T, Tanaka K,
Manfuku M, Yono S, Kajiwara S, Tanabe A,
Shibata M

32)The relationships
between pain
catastrophizing
subcomponents and multiple
pain-related outcomes in
Japanese outpatients with
chronic pain: a cross-
sectional study.

共著者：Adachi T, Nakae A, Maruo T, Shi K,
Maeda L, Saitoh Y, Shibata M, Sasaki J

33)Reliability and
validity of the Athens
Insomnia Scale in chronic
pain patients.

J Pain Res 11:793-801

共著者：Enomoto K, Adachi T, Yamada K, Inoue
D, Nakanishi M, Nishigami T, Shibata M

34)Verbal Instruction Can
Induce Extinction of Fear
of Movement-Related Pain.

j.jpain.19:1063-1073
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共著 平成30年

共著 令和元年

共著 令和元年 Pain Rep 4:e711

共著 令和元年

40)Factors influencing
outcomes among patients
with whiplash-associated
disorder: A  population-
based study in Japan.

PLoS One 14:e0216857

共著者：Hayashi K, Miki K, Ikemoto T, Ushida
T, Shibata M

41)Japanese cross-cultural
validation study of the
Pain Stage of Change
Questionnaire.

共著者：Adachi T, Sunohara M, Enomoto K,
Sasaki K, Sakaue G, Fujita Y, Mizuno Y,
Okamoto Y, Miki K, Yukioka M, Nitta K,
Iwashita N, Kitagawa H, Shibata M, Sasaki J,
Jensen MP, Fukui S

42)Association of sleep
sufficiency and duration
with chronic pain
prevalence: A population-
based cross-sectional
study.

J Psychosom Res 120:74-80

共著者：Yamada K, Kubota Y, Shimizu Y,
Shibata M, Morotomi N

共著者：Mibu A, Nishigami T, Tanaka K,
Manfuku M, Yono S, Kajiwara S, Tanabe A,
Shibata M

38)慢性疼痛領域における治
療の費用対効果と社会経済的
な負担

日本運動器疼痛学会誌
10(1): 88-96

田倉智之1), 柴田政彦2), 牛田享宏3)
1)東京大学大学院医学系研究科 医療経済政策学,
2)奈良学園大学 保健医療学部, 3)愛知医科大学
学際的痛みセンター

39)慢性疼痛に対する認知行
動療法とリハビリテーション
の併用効果 : いきいきリハ
ビリノートの治療実績を含め
て

日本運動器疼痛学会誌
10(2): 205-216

大鶴直史1,2), 木村慎二2), 細井昌子3), 松原貴
子4), 柴田政彦5), 水野泰行6), 西原真理7), 村
上孝徳8), 大西秀明1)
1)新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所, 2)
新潟大学医歯学総合病院 リハビリテーション科,
3)九州大学病院 心療内科, 4)神戸学院大学 総合
リハビリテーション学部 理学療法学科, 5)大阪
大学大学院医学系研究科 疼痛医学寄附講座, 6)
関西医科大学 心療内科学講座, 7)愛知医科大学
医学部 学際的痛みセンター, 8)札幌医科大学 リ
ハビリテーション医学講座
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共著 令和元年

共著 令和元年

共著 令和元年

共著 令和2年

共著 令和2年

共著者：Hosogoshi H, Iwasa K, Fukumori T,
Takagishi Y, Takebayashi Y, Adachi T, Oe Y,
Tairako Y, Takao Y, Nishie H, Kanie A,
Kitahara M, Enomoto K, Ishii H, Shinmei I,
Horikoshi M, Shibata M

48)Associations between
the injustice experience
questionnaire and
treatment term in
patients with acute
Whiplash-associated
disorder in Japan

PLoS One 15:e0231077

共著者：Hayashi K, Miki K, Ikemoto T, Ushida
T, Shibata M

44)Smoking is associated
with greater pain
intensity and pain-related
occupational disability in
Japanese workers.

J Anesth 33:523-530

共著者：Yamada K, Wakaizumi K, Kubota Y,
Matsudaira K, Shibata M

45)Evaluating the
psychometric properties of
two-item and four-item
short forms of the
Japanese Pain Self-
Efficacy Questionnaire: a
cross-sectional study.

 J Anesth 33:58-66

共著者：Adachi T, Enomoto K, Yamada K, Inoue
D, Nakanishi M, Takahashi N, Nishigami T,
Shibata M

46)The Relationships
Between Pain-
Catastrophizing
Subcomponents and Multiple
Pain-Related Outcomes in
Japanese Outpatients with
Chronic Pain: A Cross-
Sectional Study.

Pain Pract 19:27-36

共著：Adachi T, Nakae A, Maruo T, Shi K,
Maeda L, Saitoh Y, Shibata M, Sasaki J

47)Pilot study of a basic
individualized cognitive
behavioral therapy program
for  chronic pain in
Japan.

Biopsychosoc Med 14:6

43)Towards prognostic
functional brain
biomarkers for cervical
myelopathy: A resting-
state fMRI study.

 Sci Rep 9:10456

共著者：Takenaka S, Kan S, Seymour B, Makino
T, Sakai Y, Kushioka J, Tanaka H, Watanabe
Y, Shibata M, Yoshikawa H, Kaito T
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共著 令和2年

（その他）

「総説」
共著 平成20年11月

共著 平成23年4月

共著 平成26年12月

単著 平成28年8月

単著 平成28年8月

1) Evaluation of
patients with
chronic pain

（慢性痛患者の評価）

Masui.57(11):1337-1342.

5) Functional Pain
Disorder 3. 複合性
局所疼痛症候群

最新医学71巻8号　P116-119

49)Resting-state Amplitude
of Low-frequency
Fluctuation is a
Potentially Useful
Prognostic Functional
Biomarker in Cervical
Myelopathy.

Clin Orthop Relat Res
478:1667-1680

共著者：Takenaka S, Kan S, Seymour B, Makino
T, Sakai Y, Kushioka J, Tanaka H, Watanabe
Y, Shibata M, Yoshikawa H, Kaito T

慢性痛患者の痛み行動は多くの要因によって変化
する。それらの要因を評価することは痛みのマネ
ジメント上重要なことである。多くの有効なアプ
ローチやこれらの示唆すること、患者の評価と治
療の選定など慢性痛患者のマネジメントに欠くこ
とができない事項について解説した。

本人担当部分：原稿の執筆をおこなった。
共著者: Shibata M, Inoue T, Sumitani M,
Matsumura Y, Mashimo T.

2) 複合性局所疼痛症候群
の診断と治療

日本医事新報4539：72-78 複合性局所疼痛症候群の診断、治療に関する歴史
的変遷を解説、近年用いられている判定指標や治
療手段について実例を交えながら解説した。

本人担当部分：原稿の執筆および全体の構成に携
わった。
共著者： 植松弘進, 柴田政彦

3) 慢性痛の問題点と今後
の取り組み

理学療法学vol.41(8)
699-705

疫学、認知行動療法、条件付け、運動療法、脳機
能画像研究、バイオフィードバックという幅広い
テーマから、リハビリテーションにおける慢性痛
の位置づけを詳細に解説した。

本人担当部分：原稿の執筆および全体の構成に携
わった。

共同著者：柴田政彦, 山田恵子, 前田吉樹, 安達
友紀, 西上智彦, 寒重之

4) 医学生教育の観点から
：医学生への痛みの教
育

ペインクリニックvol.37
No.8 P991-998

痛みは患者が訴える最も頻度の高い症状であり、
医療者が患者の訴える痛みに対して適切に対応で
きるためには、医療者教育の早期に適切な教育を
受けることが重要である。国際的にもこの問題が
指摘されており、改善への取り組みが始まってい
る。わが国でも医学部において痛みの教育は系統
的に実施されていないが、今後の取り組みによっ
て改善していくことが望ましい。

四肢の外傷後に痛みが遷延し,浮腫,皮膚温の変
化,発汗や発毛の異常,関節可動域制限や拘縮を伴
う場合,複合性局所疼痛症候群と呼ばれる.古くか
ら一部の患者に発症するこの病態の機序は謎に包
まれていたが,近年,脳機能の変化を伴うことが明
らかになってきており,末梢の炎症とともに本症
候群の原因や治療と関連する重要な現象として注
目されている.
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共著 平成28年8月

共著 平成28年11月

共著 平成28年12月

共著 平成28年12月

5) Functional Pain
   Disorder 3. 複合性
   局所疼痛症候群

最新医学71巻8号　P116-119

9) さまざまな慢性痛患
   者の安静時fMRI研究

Pain Research; vol.31
No.4 P189-196

四肢の外傷後に痛みが遷延し,浮腫,皮膚温の変
化,発汗や発毛の異常,関節可動域制限や拘縮を伴
う場合,複合性局所疼痛症候群と呼ばれる.古くか
ら一部の患者に発症するこの病態の機序は謎に包
まれていたが,近年,脳機能の変化を伴うことが明
らかになってきており,末梢の炎症とともに本症
候群の原因や治療と関連する重要な現象として注
目されている.

6) 疼痛および鎮痛の神経
   メカニズム

The Japanese Journal of
Rehabilitation Medicine第
53巻　8号　P591-595

痛覚の伝達経路には末梢から中枢へ向かう上行路
だけでなく，下行性に痛みを抑制あるいは増強さ
せる下行路もある．本稿では上行路（皮膚，脊
髄，体性感覚野および扁桃体）と下行路（state
dependent control）に分けて概説し，さらに，
それぞれの経路に働きかけるリハビリテーション
の臨床応用について言及する．

本人担当部分：原稿の執筆および全体の構成に携
わった。

共著者： 西上智彦, 柴田 政彦

7) オピオイド治療と内
   分泌機能異常

Locomotive Pain Frontier
vol.5 No.2  P44-46

オピオイドの長期使用により性腺機能異常をはじ
めとする内分泌機能障害を併発することがある。
疲労感、気分障害、体重減少など、オピオイドの
適応となる慢性痛の随伴症状との鑑別が困難なた
め注意が必要である。特に強オピオイドを長期間
若い男性に投与する場合には、投与前に内分泌機
能を確認するなど、細心の注意が求められる。内
分泌機能の評価の際には、内分泌専門医にコンサ
ルトすることが望ましい。

本人担当部分：原稿執筆をおこなった。

共著者： 柴田政彦，田渕優希子，安田哲行

8) “Katakori”: a Pain
     Syndrome Specific
     to the Japanese
（日本に特異的な症状"肩こ
り"）

Current Pain and Headache
Reports
20(12)64-65

日本特有の痛みの訴えである「肩こり」につい
て、その疫学と機序、評価と治療について概説し
た。

本人担当部分：原稿執筆をおこなった

共著者：Masaki Kitahara, Masahiko Shibata

fMRIは核磁気共鳴現象を利用して脳活動を画像化
する非侵襲脳活動計測法の一つで、痛みの研究に
応用されてきた。様々な慢性痛患者の脳活動を健
常人と比較することによってその脳内機序を探る
方法として、近年安静時fMRIが注目されている。
線維筋痛症、慢性腰痛、片頭痛、その他の疾患を
対象とした安静時fMRIの論文を取り上げ、主な知
見をまとめた。

本人担当部分：原稿執筆、資料の提供、全体の構
成の総括をおこなった

共著者： 柴田政彦, 寒重之, 大迫正一, 三木健
司, 栁澤琢史, 助永憲比古, 恒遠剛示, 新田一
仁, 岩下成人, 福井聖, 黒崎弘倫, 中野直樹, 若
泉謙太, 上嶋江利, 本山泰士, 高雄由美子, 溝渕
知司
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共著 平成30年

「特集」

単著 平成26年12月

共著 平成27年3月

共著 平成27年7月

共著 平成27年10月4) 我が国の痛みの集学
 （学際）的アプローチ
   はどうあるべきか？
   当院における慢性痛
   に対する集学的診療

Anet 19巻2号 Page6-10

fMRIは核磁気共鳴現象を利用して脳活動を画像化
する非侵襲脳活動計測法の一つで、痛みの研究に
応用されてきた。様々な慢性痛患者の脳活動を健
常人と比較することによってその脳内機序を探る
方法として、近年安静時fMRIが注目されている。
線維筋痛症、慢性腰痛、片頭痛、その他の疾患を
対象とした安静時fMRIの論文を取り上げ、主な知
見をまとめた。

本人担当部分：原稿執筆、資料の提供、全体の構
成の総括をおこなった

共著者： 柴田政彦, 寒重之, 大迫正一, 三木健
司, 栁澤琢史, 助永憲比古, 恒遠剛示, 新田一
仁, 岩下成人, 福井聖, 黒崎弘倫, 中野直樹, 若
泉謙太, 上嶋江利, 本山泰士, 高雄由美子, 溝渕
知司

Practice of pain
management 6巻1号 Page4-
11

2) 座談会 本邦における
   集学的痛みセンター
   の必要性について

認知行動療法など、心理的側面から意見交換をお
こなった。

北原雅樹, 柴田政彦, 牛田享宏

10) 痛みは脳をどう変え
    るか？-Neuroimaging
    からみえてきたもの

週刊　医学のあゆみ　別刷
vol.260 No.2 P155-160

1) 慢性痛の心理
   アセスメント 私の診
   療現場から 「施す医
   療」からの転換私の診
   療に影響を与えた慢性
   痛の3症例

ペインクリニック35巻2号
Page235-240

自分自身の診療経験から、患者に対して『施す医
療』から『支える医療』へ転換したいきさつにつ
いて解説した。

木村慎二*1, 細井昌子*2, 松原貴子*3, 柴田政彦
*4, 水野泰行*5, 西原真理*6, 村上孝徳*7, 大鶴
直史*8
*1新潟大学医歯学総合病院リハビリテーション
科, *2九州大学心療内科, *3日本福祉大学健康科
学部リハビリテーション学科, *4大阪大学大学院
医学系研究科疼痛医学寄附講座, *5関西医科大学
心療内科学講座, *6愛知医科大学医学部学際的痛
みセンター, *7札幌医科大学リハビリテーション
医学講座, *8新潟医療福祉大学医療技術学部理学
療法学科

The Japanese Journal of
Rehabilitation Medicine
55(3): 206-214

11)運動器慢性疼痛に対する
認知行動療法理論に基づいた
運動促進法

大阪大学医学部附属病院における集学的診療の内
容を各医療者毎の役割を明確にしながら解説し
た。

柴田政彦, 安達友紀, 西上智彦

3) 一歩進んだ痛みの治療 臨床雑誌『整形外科』 66巻
7号 Page671-675

整形外科疾患に伴う、痛みの薬物療法について解
説した。

柴田政彦, 松田陽一, 植松弘進, 安達友紀, 西上
智彦

従来の痛みの研究には大きく分けて2つの方法が
あった。動物を対象とした痛覚の研究と、ヒトの
痛みの訴えや感情・行動を対象とした痛みの研究
である。これら2つの研究の橋渡しを期待できる
のが脳機能画像研究である。患者が"痛み"を医療
者に伝え、医療者が患者の痛みを察知して何らか
の役割を果たそうとする。ありふれた状況である
が、この状況には、無数のメカニズム、因子が寄
与している。因果関係はともかく、これらの複雑
な仕組みの一端が脳に刻まれていることが推察さ
れ、その情報をもとに治療に応用しようという試
みがはじまっている。

本人担当部分：全体の構成の総括をおこなった

共著者： 寒重之, 柴田政彦
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成28年3月

単著 平成28年6月

共著 平成28年10月

共著 平成28年11月

単著 平成29年4月

共著 平成29年4月

共著 平成31年

共著 平成31年

13）痛みの病態・機序 単著 令和2年4月

「新聞」

単著 平成23年6月 夕刊フジ

単著 平成23年6月 夕刊フジ

単著 平成23年10月 読売新聞

大阪大学医学部附属病院における集学的診療の内
容を各医療者毎の役割を明確にしながら解説し
た。

柴田政彦, 安達友紀, 西上智彦

6) コラム・ペインコンソ
ーシアムの設立の経緯
と取り組み

5) 痛みのClinical
Neuroscience(9)座談会 本邦
における慢性痛対策 : 見え
てきた課題

1) 今日のストレス明日の
病気：上肢の痛み

ストレスと痛みについて解説

9) 特集「ＣＲＰＳの最新
事情」によせて

ペインクリニックvol.38
no.4 P437-438

日本臨床麻酔学会誌 37(7):
838-843

10）痛みの責任は誰にある?

11）【神経障害】 高齢者の
脊椎由来の慢性疼痛へのアプ
ローチと薬物療法

Pharma Medica 37(1): 27-
30

12）慢性疼痛の最新治療~集
学的診療~

難病と在宅ケア 25(5): 34-
38

2) 名医はこの人ブラック
ジャックを探せ

原因が特定できない痛みへの対策について

慢性痛に対する集学的診療の重要性を解説3) 慢性の痛み目指す総合
   治療

最新医学 71巻3号
Page426-439

本邦における慢性痛の診療体制の構築について現
状と今後の取り組みについて意見交換した。

田口敏彦, 柴田政彦, 北原雅樹

Journal of
Musculoskeletal Pain
Research　Vol.8 No.1 P5-6

痛み関連学会の情報共有の目的で、痛み関連の7
学会が参加できるペインコンソーシアムという組
織を設立し、運営してきた。

7)【慢性腰痛の診断と
治療update】
(Part1)基礎　神経
障害性疼痛その機序
と慢性腰痛との関連

Bone Joint Nerve
6巻4号 Page679-685

神経障害性疼痛と、慢性腰痛の関連について解説
した

牧野 孝洋, 三木 健司, 柴田 政彦

8) 特集 慢性腰痛の診断
と治療update 座談会

Bone Joint Nerve 6巻4号
Page811-824

整形外科領域の神経障害性疼痛についてその機序
と慢性腰痛との関連を解説した 慢性腰痛の治療
の一つとして、生物・社会・心理モデルに基づい
たリハビリテーションや、心理的アプローチにつ
いて解説した。

紺野愼一, 中村雅也, 牛田享宏, 柴田政彦

CRPSに関連する最新の知見について解説した。

日本医師会雑誌 (0021-
4493)149巻1号 Page21-24
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発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称 慢性痛に対する集学的診療の重要性を解説3) 慢性の痛み目指す総合
   治療
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

単著

「報道」

－ 平成30年5月

「国際学会発表」

－ 平成26年10月

－ 平成28年9月

－ 平成28年9月 16tｈ　World　congress on
pain, Yokohama,
2016.9.26-30

本邦における集学的痛み診療の社会経済的価値を
試算した。集学的診療をうけた患者91名における
各疼痛バッテリーの改善値を、QUALY解析によっ
て価値化した。結果、１QUALyあたり平均45.879
＄の価値があることがわかった。
ポスター発表
共同発表者：Masahiko Shibata, Keiko Yamada,
Youichi Matsuda, Hironobu Uematsu, Shinsuke
Inoue, Takahiro Ushida, Tomoyuki Takura
担当部分: 抄録執筆、研究計画、データ測定、解
析

4) 痛みよもやま話連載 ・京都新聞
・下野新聞
・福島新聞
・信濃毎日新聞
・日本海新聞
・山陽新聞
・北國新聞
・宮崎日日新聞
・神戸新聞
・愛媛新聞
・岐阜新聞
・千葉日報

①痛みの不思議
②痛みと錯覚
③トウガラシなどの刺激物
④痛がり遺伝子
⑤プラセボ効果
⑥プラセボ効果
⑦やはり問診が大事
⑧痛みと医療（前編）
⑨痛みと医療（後編）
⑩国で異なる鎮痛薬の処方
⑪三叉神経痛
⑫幻肢痛
⑬養成ギブス
⑭腰痛
⑮進歩する研究
⑯慢性痛と深く関連
⑰リハビリで元気に
⑱幻肢痛に大きな効果
⑲かかとの痛みとれず
⑳手術後に長く続く痛み

1)ガッテン！ NHK教育テレビ
2018年5月9日（水）午後7時
30分放送

痛みを“脳”で克服！“慢性痛”治療革命

1) Fear Conditioning
and Extinction
Associating
Voluntary
Movement with
Painful Stimulus:
Experimental
Verification of
Fear Avoidance
Model Using Skin
Potential Response

（運動と痛みの恐怖条件づ
け：恐怖回避モデルの実験的
検証）

運動と痛みの恐怖が結びつくという現象の証明か
ら、その消去、さらには教示が与える影響までを
検証した。
ポスター発表
共同発表者：Yoshiki Maeda, Shigeyuki Kan,
Yoshitetsu Oshiro, Satoru Miyauchi, Aya
Nakae, Ben Seymour, Hideki Kashioka,
Masahiko Shibata
担当部分: 研究計画、研究総括

15th
World Congress of
International
Assicuation
for the Study of Pain,
Buenos Aires.
2014.10.6-11

平成24年8月～
平成25年4月

2) Psychologigal
characteristics
related to the
acquisition and
extention of pain-

   related fear
(痛みに関連する恐怖の獲得
と消去に影響する心理的特性
の検証)

16tｈ　World　congress on
pain, Yokohama,
2016.9.26-30

運動への恐怖条件づけの獲得、消去における個人
差に着目し、各個人の心理特性との関連性を探索
的に検討した。消去期におけるSPR振幅値と各心
理指標との相関がみられた。本研究の結果は、疼
痛の慢性化に性格傾向等の心理要因が関与する可
能性を示唆している。
ポスター発表
共同発表者：Takatoshi Masaki, Yoshiki Maeda,
Shigeyuki Kan, Masahiko Shibata
担当部分: 研究計画、データ測定

3) Socioeconimic
Value of
Intervention for
chronic Pain

(慢性痛治療の社会経済的価
値の検証)
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成28年9月

－ 平成28年12月

－ 平成28年12月

本邦における集学的痛み診療の社会経済的価値を
試算した。集学的診療をうけた患者91名における
各疼痛バッテリーの改善値を、QUALY解析によっ
て価値化した。結果、１QUALyあたり平均45.879
＄の価値があることがわかった。
ポスター発表
共同発表者：Masahiko Shibata, Keiko Yamada,
Youichi Matsuda, Hironobu Uematsu, Shinsuke
Inoue, Takahiro Ushida, Tomoyuki Takura
担当部分: 抄録執筆、研究計画、データ測定、解
析

4) Effects of
exercise therapy
for outpatients
with chronic pain

（慢性疼痛患者に対するリハ
ビリテーション入院プログラ
ム）

16tｈ　World　congress on
pain, Yokohama,
2016.9.26-30

大阪大学医学部附属病院疼痛医療センターでは、
院内で実施困難な慢性痛に対する集学的入院治療
を近隣の医療機関と連携協力して実施可能とし
た。就業や日常生活に支障をきたしている慢性痛
患者を治療対象とし、運動療法、認知行動療法、
集学的リハビリテーションの三要素を含んだ入院
プログラムを作成した。結果、痛みの評価が改善
し、就労した症例を経験した。また、EQ-5Dを用
いて、このプログラムの費用対効果も検討した。

本人担当部分：研究計画、データ測定、結果の解
析、研究総括をおこなった。
ポスター発表
共同発表者： N. Takahashi, M. Shibata, T.
Adachi, Y. Maeda, K. Yamada, T. Nishigami

5) Disabilities on
work and fear
avoidance beliefs
in Japanese
workers with
chronic pain.

（慢性痛患者の恐怖回避思考
と就労困難との関係）

International Congress of
Behavioral Medicine 2016,
Melbourne, Australia.
2016 Dec 7-10.

就労環境における慢性痛の実態，及び慢性痛が仕
事に影響する重症例でのリスク因子を明らかにす
ることを目的とした。計3社18施設の被雇用者を
対象に，「からだの痛みに関する調査研究アン
ケート」を施行した。対象者の生活習慣や心理社
会的因子と慢性痛有症との関連について，性年齢
調整ロジスティック回帰分析を用いて分析した。
結果、仕事に影響する慢性痛を有することは，肥
満，喫煙習慣，不眠症，ワーカホリック度の高
さ，上司・同僚からの支援の乏しさ，仕事の満足
度の低さ，仕事の要求度の高さ，仕事のコント
ロール度の低さ，心理的ストレスの高さ，抑うつ
状態と有意に関連があった。就労環境における慢
性痛とそのリスク因子の実態が一部明らかとなっ
た。
ポスター発表
本人担当部分：データ測定、抄録のとりまとめを
おこなった。

共同発表者：Kenta Wakaizumi, Keiko Yamada,
Masahiko Shibata, Shizuko Kosugi, Hiroshi
Morisaki, and Ko Matsudaira

6) An Epidemiological
Study on the
Association Between
Job Satisfaction
and Reduced
Performance/
sickness Absence
among Workers with
Chronic Pain

（慢性痛患者の職務満足度と
機能低下・病欠の疫学調査）

International Congress of
Behavioral Medicine 2016,
Melbourne, Australia.
2016 Dec 7-10.

就労環境における慢性痛の実態，及び慢性痛が仕
事に影響する重症例でのリスク因子を明らかにす
ることを目的とした。計3社18施設の被雇用者を
対象に，「からだの痛みに関する調査研究アン
ケート」を施行した。対象者の生活習慣や心理社
会的因子と慢性痛有症との関連について，性年齢
調整ロジスティック回帰分析を用いて分析した。
結果、仕事に影響する慢性痛を有することは，肥
満，喫煙習慣，不眠症，ワーカホリック度の高
さ，上司・同僚からの支援の乏しさ，仕事の満足
度の低さ，仕事の要求度の高さ，仕事のコント
ロール度の低さ，心理的ストレスの高さ，抑うつ
状態と有意に関連があった。就労環境における慢
性痛とそのリスク因子の実態が一部明らかとなっ
た。

本人担当部分：データ測定，研究総括をおこなっ
た。
ポスター発表
共同発表者： Keiko Yamada, Kenta Wakaizumi,
Ko Matsudaira, Masahiko Shibata, and
Hiroyasu Iso

3) Socioeconimic
   Value of
   Intervention for
   chronic Pain
(慢性痛治療の社会経済的価
値の検証)
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発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

「国内学会発表」

－ 平成28年6月

－ 平成28年11月

－ 平成28年11月月

平成29年6月 会長講演

2) 慢性痛患者への入院
   集学的リハの取り組み

第9回日本運動器疼痛学会、
東京、2016.11.26～27

慢性痛患者に対して短期入院による集学的リハを
実施したので報告する。集学的リハとして医師
（講義：1h／w），臨床心理士（講義：2h／w），
理学療法士（講義：1h／w），理学・作業療法士
（運動療法：6日／w）がそれぞれ介入。また，上
記以外の時間で自主トレの時間を午前・午後に各
1時間ずつ定。アウトカムを日常生活における移
動能力・ADL・情動面の改善とし，主な評価尺度
として3分間歩行，5m歩行，PDAS，HADS，PCS，
PSEQを入院時と退院時で比較した。結果、運動面
と情動面の改善が見られた。

本人担当部分： 研究計画、データ測定、結果の
解析、研究総括をおこなった。
ポスター発表
共同発表者：丸山伸廣，高橋紀代，柴田政彦

1) 慢性疼痛患者に対する
   リハビリテーション入
   院プログラムの効果

第53回日本リハビリテー
ション医学会学術集会

大阪大学医学部附属病院疼痛医療センターでは、
院内で実施困難な慢性痛に対する集学的入院治療
を近隣の医療機関と連携協力して実施可能とし
た。就業や日常生活に支障をきたしている慢性痛
患者を治療対象とし、運動療法、認知行動療法、
集学的リハビリテーションの三要素を含んだ入院
プログラムを作成した。結果、痛みの評価が改善
し、就労した症例を経験した。また、EQ-5Dを用
いて、このプログラムの費用対効果も検討した。

本人担当部分： 研究計画、データ測定、結果の
解析、研究総括をおこなった。
口述発表
共同発表者：高橋紀代，柴田政彦

第39回日本疼痛学会、神
戸、2017.6.16～17

大阪大学附属病院疹痛医療センター（痛みセン
ター）と連携した3ヵ月間の外来運動療法には、
プログラム途中で来院しなくなった患者も認めら
れる。今回ドロップアウトした患者に対して後方
視的に調査を行い，運動療法完遂者と比較した結
果を報告する。当院外来を受診した29名のうち、
計12回のプログラム参加したものを完遂群それ以
前に中断したものをドロップアウト群（DO群）と
した。結果、29名中20名が完遂し，9名が脱落し
ていた。
DO群と完遂群の比較では介入前の痛みNRS，EQ－
5D，PSEQに有意差を認めた。慢性痛に対する運動
療法を試行する際ドロップアウトの危険性の予測
に多面的評価の結果が有用となる可能性が示唆さ
れた。

本人担当部分： 研究計画、データ測定、結果の
解析、研究総括をおこなった。
ポスター発表
共同発表者： 鳴尾彰人，西上智彦，高橋紀代，
柴田政彦

4)飛翔 - 日本疼痛学会の新
しい門出を迎えて

3) 慢性疼痛患者に対する
   外来運動療法完遂者と
   ドロップアウトした者
   との比較

第9回日本運動器疼痛学会、
東京、2016.11.26～27
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平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成29年11月

 

第39回日本疼痛学会、神
戸、2017.6.16～17

5)青少年における「疼痛又は
運動障害を中心とする多様な
症状」の受療状況に関する全
国疫学調査

福島若葉1, 原めぐみ2, 柴田政彦3, 喜多村祐里
4, 祖父江友孝4
1大阪市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学, 2
佐賀大学医学部 社会医学講座 予防医学分野, 3
大阪大学大学院医学系研究科 疼痛医学寄附講座,
4大阪大学大学院医学系研究科 社会医学講座 環
境医学

第39回日本疼痛学会、神
戸、2017.6.16～17

6)慢性痛患者に対する集学的
入院治療の長期効果と費用対
効果

第39回日本疼痛学会、神
戸、2017.6.16～17

高橋紀代1,2,3, 安達友紀4,5,6, 柴田政彦3,4
1篤友会リハビリテーションクリニック, 2医療法
人篤友会 千里山病院, 3大阪大学大学院医学系研
究科 疼痛医学寄附講座, 4大阪大学医学部附属病
院 疼痛医療センター, 5滋賀医科大学医学部附属
病院 ペインクリニック科, 6日本学術振興会

串岡純一1, 海渡貴司1, 武中章太1, 牧野孝洋1,
坂井勇介1, 田中壽2, 渡邉嘉之2, 寒重之3, 柴田
政彦3
1大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学
(整形外科), 2大阪大学大学院医学系研究科 放射
線統合医学講座 放射線医学教室, 3大阪大学大学
院医学系研究科 疼痛医学寄附講座

7)頸椎症性脊髄症における安
静時fMRIを用いた自発脳活動
および機能的結合の変化の検
討

第39回日本疼痛学会、神
戸、2017.6.16～17

8)安静時fMRIを用いた変形性
膝関節症の痛みに関わる脳機
能異常の予備的研究

第39回日本疼痛学会、神
戸、2017.6.16～17

大迫正一1, 寒重之2, 植松弘進1, 松田陽一1,4,
二井数馬4, 田中壽3, 渡邉嘉之3, 冨田哲也4, 柴
田政彦2, 藤野裕士1
1大阪大学大学院医学系研究科 生体統御医学講座
麻酔・集中治療医学教室, 2大阪大学大学院医学
系研究科 疼痛医学寄附講座, 3大阪大学大学院医
学系研究科 放射線統合医学講座 放射線医学教
室, 4大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科
学

榎本聖香1, 安達友紀2,3,4, 山田恵子2,5, 井上
大輔2,6, 中西美保2,7, 西上智彦2,8, 柴田政彦
1,2
1大阪大学大学院医学系研究科 疼痛医学寄附講
座, 2大阪大学医学部附属病院 疼痛医療セン
ター, 3滋賀医科大学医学部附属病院 学際的痛み
治療センター, 4日本学術振興会, 5大阪大学大学
院医学系研究科 社会医学講座 公衆衛生学, 6大
阪リハビリテーション専門学校 作業療法学科, 7
大阪大学大学院医学系研究科 漢方医学寄附講座,
8甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 理
学療法学科

9)慢性痛患者における短縮版
アテネ不眠尺度 (AIS-5) の
信頼性・妥当性の検討

第10回日本運動器疼痛学
会、福島、2017.11.18～19

10)大阪大学医学部附属病院
疼痛医療センターでの集学的
痛み治療の現況と課題

柴田政彦1,3), 井上大輔1,2), 西上智彦1,3,4),
安達友紀1,6), 榎本聖香1,3,6), 高橋紀代1,3,7)
1)大阪大学医学部附属病院疼痛医療センター, 2)
大阪リハビリテーション専門学校作業療法学科,
3)大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学寄附講
座, 4)甲南女子大学看護リハビリテーション学部
理学療法学科, 5)大阪大学大学院医学系研究科社
会医学講座公衆衛生学, 6)滋賀医科大学附属病院
学際的痛み治療センター, 7)篤友会千里山病院
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平成30年12月

平成30年12月

平成30年12月

寒重之1), 串岡純一2), 武中章太2), 牧野孝洋
2), 坂井勇介2), 海渡貴司2), 田中壽3), 渡邉嘉
之4), 柴田政彦5)
1)大阪大学大学院医学系研究科生体統御医学講
座, 2)大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科
学講座, 3)大阪大学大学院医学系研究科放射線統
合医学講座, 4)大阪大学大学院医学系研究科次世
代画像診断学共同研究講座, 5)奈良学園大学保健
医療学部看護学科

15)頚髄症患者における安静
時自発脳活動のALFFおよび
ReHoによる検討

第11回日本運動器疼痛学
会、大津、2018.12.1～2

13)ICD-11への改訂に向けて
の慢性痛分類について

柴田政彦1, 山田恵子2, 北原雅樹3, 井関雅子4,
福井聖5, 牛田享宏6
1大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学寄附講座,
2大阪大学大学院医学系研究科社会医学講座公衆
衛生学, 3東京慈恵医科大学麻酔科, 4順天堂大学
医学部 麻酔科学・ペインクリニック講座, 5滋賀
医科大学医学部附属病院ペインクリニック科, 6
愛知医科大学 学際的痛みセンター

中西美保1, 山田恵子3, 柴田政彦4
1大阪大学大学院医学系研究科漢方医学寄附講座,
2大阪大学医学部附属病院 疼痛医療センター, 3
大阪大学大学院 医学系研究科 社会医学講座 公
衆衛生学, 4大阪大学大学院医学系研究科 疼痛医
学寄附講座

14)慢性側腹部痛に集学的診
療と漢方薬治療 (柴芍六君子
湯) が有効であった1例

日本ペインクリニック学会
第51回大会、岐阜、
2017.7.20～22

日本ペインクリニック学会
第51回大会、岐阜、
2017.7.20～22

11)頸髄症における術前・術
前後の脳機能的結合の変化 :
安静時fMRIによる検討

第10回日本運動器疼痛学
会、福島、2017.11.18～19

12)入院集学的リハビリテー
ションの適応と入院期間の検
討

第10回日本運動器疼痛学
会、福島、2017.11.18～19

串岡純一1), 海渡貴司1), 武中章太1), 牧野孝洋
1), 坂井勇介1), 田中壽2), 渡邉嘉之2), 寒重之
3), 吉川秀樹1), 柴田政彦3)
1)大阪大学整形外科, 2)大阪大学放射線統合医学
講座, 3)大阪大学疼痛医学寄附講座

高橋紀代1,2,3), 柴田政彦2,4)
1)千里山病院, 2)大阪大学医学部付属病院疼痛医
療センター, 3)篤友会リハビリテーションクリ
ニック, 4)大阪大学大学院医学系研究科疼痛医学
寄附講座

鈴木秀典1), 坂井孝司1), 柴田政彦2), 牛田享宏
3), 福井聖4), 池田亮5), 田口敏彦6)
1)山口大学大学院医学系研究科整形外科学, 2)奈
良学園大学保健医療学部, 3)愛知医科大学医学部
学際的痛みセンター, 4)滋賀医科大学医学部附属
病院 ペインクリニック科, 5)東京慈恵会医科大
学整形外科学, 6)山口労災病院

16)慢性の痛みに関する教育
プログラムの構築 - 課題解
決型高度医療人材養成プログ
ラム : 慢性の痛みに関する
領域

17)入院前の集学的診療が入
院集学的リハビリテーション
に与えた効果~入院中に関わ
る治療者が適応判断に加わる
意義について~

丸山伸廣1), 中原理1), 高橋紀代1), 榎本聖香
1), 柴田政彦2)
1)千里山病院, 2)奈良学園大学保健医療学部

第11回日本運動器疼痛学
会、大津、2018.12.1～2

第11回日本運動器疼痛学
会、大津、2018.12.1～2

18)医療制度・診療報酬の国
際比較

三木健司1,2,3), 柴田政彦4)
1)大阪行岡医療大学医療学部, 2)早石病院疼痛医
療センター, 3)認定NPOいたみ医学研究情報セン
ター, 4)奈良学園大学保健医療学部

第11回日本運動器疼痛学
会、大津、2018.12.1～2
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19)慢性痛に対する入院集学
的リハビリテーションの費用
対効果の検討

高橋紀代1), 中原理1), 榎本聖香2), 田倉智之
3), 柴田政彦2,4)
1)千里山病院, 2)大阪大学医学部附属病院疼痛医
療センター, 3)東京大学大学院医学系研究科医療
経済政策学講座, 4)奈良学園大学保健医療学部

23)痛みの多面性が訪問リハ
ビリテーション利用者の生活
に及ぼす影響

鳴尾彰人1), 赤尾祥吾1), 西上智彦2), 高橋紀代
1), 柴田政彦3)
1)篤友会リハビリテーションクリニック, 2)甲南
女子大学看護リハビリテーション学部, 3)奈良学
園大学保健医療学部

24)入院集学的リハビリテー
ションによる介入が, 疼痛生
活障害尺度 (PDAS) の下位因
子に与える影響について

中原理1), 高橋紀代1,2), 榎本聖香2), 柴田政彦
2,3)
1)千里山病院, 2)大阪大学医学部附属病院疼痛医
療センター, 3)奈良学園大学保健医療学部

西山菜々子1,2), 田村宏1), 清水憲政3), 石井良
平2), 岡本禎晃2), 金井菜穂子2), 柴田政彦2,4)
1)市立芦屋病院リハビリテーション科, 2)市立芦
屋病院サポーティブケアチーム, 3)市立芦屋病院
整形外科, 4)奈良学園大学保健医療学部

25)いたみどめ調整入院によ
るフェンタニルクエン酸塩貼
付剤の一時的な使用が効果的
であった腰椎変形性側弯症の
一例

26)線維筋痛症・広範囲慢性
疼痛の集学的診療の取り組み
精神科診断について

三木健司1,2,4), 史賢林3), 柴田政彦5), 行岡正
雄4), 橋本亮太6)
1)大阪行岡医療大学医療学部, 2)早石病院整形外
科・疼痛医療センター, 3)てんじん整形外科リウ
マチ科, 4)行岡病院リウマチ科, 5)奈良学園大学
保健医療学部, 6)国立精神・神経医療研究セン
ター精神保健研究所精神疾患病態研究部

第11回日本運動器疼痛学
会、大津、2018.12.1～2

第11回日本運動器疼痛学
会、大津、2018.12.1～2

第11回日本運動器疼痛学
会、大津、2018.12.1～2

第11回日本運動器疼痛学
会、大津、2018.12.1～2

20)厚生労働省慢性疼痛診療
体制構築モデル事業 (近畿地
区) 報告

第11回日本運動器疼痛学
会、大津、2018.12.1～2

第11回日本運動器疼痛学
会、大津、2018.12.1～2

柴田政彦1,4), 福井聖2), 水野泰行3), 榎本聖香
1,2), 西上智彦1), 高橋紀代1)
1)大阪大学医学部附属病院疼痛医療センター, 2)
滋賀医科大学医学部附属病院学際的痛みセン
ター, 3)関西医科大学心療内科学講座, 4)奈良学
園大学保健医療学部

榎本聖香1), 安達友紀1), 西上智彦1), 高橋紀代
1), 柴田政彦1,2)
1)大阪大学医学部附属病院疼痛医療センター, 2)
奈良学園大学保健医療学部

第11回日本運動器疼痛学
会、大津、2018.12.1～2

21)慢性痛発症の契機に他者
の落ち度を感じているか否か
が, 痛み信念に及ぼす影響

22)認知行動療法で過剰行動
と回避行動を順に扱い改善が
みられた一次性慢性痛の一症
例

細越寛樹1,2), 榎本聖香2), 安達友紀2), 高橋紀
代2), 西上智彦2), 柴田政彦2)
1)関西大学社会学部社会学科心理学専攻, 2)大阪
大学医学部附属病院疼痛医療センター

第11回日本運動器疼痛学
会、大津、2018.12.1～2
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29)痛みの行動科学 平成30年6月

平成30年6月

平成30年6月

平成31年8月

平成31年4月

平成31年7月

平成31年7月

第48回日本臨床神経生理学
会学術大会、東京、
2018.11.9～

27)中枢性脳卒中後疼痛の機
能結合の変化

細見晃一1,2, 清水豪士1-3, 森信彦4, 眞野智生
1,2, 渡邉嘉之5, 柴田政彦6, 寒重之7, Khoo Hui
Ming2, 谷直樹2, 押野悟2, 貴島晴彦2, 齋藤洋一
1,2
1大阪大学大学院医学系研究科脳神経機能再生学,
2大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学, 3大
手前病院脳神経外科, 4和歌山県立医科大学附属
病院紀北分院リハビリテーション科, 5大阪大学
大学院医学系研究科次世代画像診断学, 6奈良学
園大学保健医療学部, 7大阪大学大学院医学系研
究科麻酔科学

32)過活動の慢性痛患者への
認知行動療法　入院治療にお
ける多職種連携の一事例

第19回日本認知療法・認知
行動療法学会、東京、
2019.8.31～9.1

榎本 聖香(大阪大学 大学院人間科学研究科), 安
達 友紀, 佐々木 樹, 津田 清香, 中原 理, 高橋
紀代, 佐々木 淳, 柴田 政彦

第48回日本脊椎脊髄病学会
学術集会、横浜、2019.4.18
～20

33)安静時functional MRIを
用いた頚髄症患者の脳局所活
動評価における可塑性, 予後
予測

武中章太1, 海渡貴司1, 寒重之2, 牧野孝洋1, 坂
井勇介1, 串岡純一1, 田中壽3, 渡邉嘉之3, 柴田
政彦4, 吉川秀樹1
1阪大大学院整形, 2阪大大学院麻酔集中医療医
学, 3阪大大学院放射線医学, 4奈良学園大保健医
療学部看護学科

第41回日本疼痛学会、名古
屋、2019.7.12～13

34)中枢性脳卒中後疼痛のア
ウトカム評価

細見晃一1,2, 森信彦1,2, 眞野智生1,2, 柴田政
彦3, 貴島晴彦2, 齋藤洋一1,2
1大阪大学大学院医学系研究科 脳神経機能再生
学, 2大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科
学, 3奈良学園大学

第47回日本脊椎脊髄病学会
学術集会、神戸、2018.4.12
～14

28)安静時fMRIを用いた脳機
能的結合解析による頚髄症の
新規予後予測法の開発

海渡貴司1, 寒重之2, 武中章太1, 牧野孝洋1, 坂
井勇介1, 串岡純一1, 田中壽3, 渡邉嘉之3, 柴田
政彦2, 吉川秀樹1
1大阪大学整形外科, 2大阪大学医学部疼痛医学講
座, 3大阪大学医学部放射線統合医学講座

第40回日本疼痛学会、
長崎、2018.6.15～16

30)中枢性脳卒中後疼痛の神
経画像研究と非侵襲脳刺激療
法

細見晃一1,2, 清水豪士1,2,3, 眞野智生1,2, 森
信彦4, 渡邉嘉之5, 柴田政彦6, 貴島晴彦2, 齋藤
洋一1,2
1大阪大学大学院医学系研究科 脳神経機能再生
学, 2大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科
学, 3大手前病院 脳神経外科, 4和歌山県立医科
大学附属病院紀北分院 リハビリテーション科, 5
大阪大学大学院医学系研究科 放射線医学, 6大阪
大学大学院医学系研究科 疼痛医学

31)中枢機能障害性疼痛患者
を特徴づける脳部位間機能的
結合の機械学習による検討

第40回日本疼痛学会、
長崎、2018.6.15～16

第40回日本疼痛学会、
長崎、2018.6.15～16

寒重之1, 大迫正一2, 植松弘進2, 田中壽3, 渡邉
嘉之4, 柴田政彦1
1大阪大学大学院医学系研究科 疼痛医学寄附講
座, 2大阪大学大学院医学系研究科 麻酔・集中治
療医学教室, 3大阪大学大学院医学系研究科 放射
線部, 4大阪大学大学院医学系研究科 放射線統合
医学講座

細見晃一1, 森信彦1, 渡邉嘉之2, 柴田政彦3, 貴
島晴彦4, 齋藤洋一1
1大阪大学大学院医学系研究科 脳神経機能再生
学・脳神経外科学, 2大阪大学大学院医学系研究
科 次世代画像診断学, 3奈良学園大学 保健医療
学部, 4大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科
学

第41回日本疼痛学会、名古
屋、2019.7.12～13

35)中枢性脳卒中後疼痛にお
ける中枢神経感作
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平成31年11月

平成31年11月
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平成31年7月

平成31年7月

細見晃一1, 森信彦1, 渡邉嘉之2, 柴田政彦3, 貴
島晴彦4, 齋藤洋一1
1大阪大学大学院医学系研究科 脳神経機能再生
学・脳神経外科学, 2大阪大学大学院医学系研究
科 次世代画像診断学, 3奈良学園大学 保健医療
学部, 4大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科
学

第41回日本疼痛学会、名古
屋、2019.7.12～13

第12回日本運動器疼痛学
会、東京、2019.11.30～
12.1

36)中強度負荷を目的とした
自転車エルゴメーターによる
有酸素運動のプロトコル作成
の検討

37)当院の集学的痛みセン
ター外来における中断者の特
徴について

丸山伸廣1), 浦澤純一1), 中原理1), 高橋紀代
1), 柴田政彦2)
1)千里山病院, 2)奈良学園大学保健医療学部

中原理1), 高橋紀代1), 柴田政彦2)
1)千里山病院, 2)奈良学園大学保健医療学部

第12回日本運動器疼痛学
会、東京、2019.11.30～
12.1

38)訪問リハビリテーション
利用者の転倒と疼痛の心理的
側面との関連

赤尾祥吾1), 鳴尾彰人1), 西上智彦2), 高橋紀代
1), 柴田政彦3)
1)篤友会リハビリテーションクリニック, 2)甲南
女子大学看護リハビリテーション学部, 3)奈良学
園大学保健医療学部

39)慢性痛を有する訪問リハ
ビリテーション利用者の疼痛
や生活機能の縦断的変化

鳴尾彰人1), 赤尾祥吾1), 西上智彦2), 高橋紀代
1), 柴田政彦3)
1)篤友会リハビリテーションクリニック, 2)甲南
女子大学看護リハビリテーション学部, 3)奈良学
園大学保健医療学部

第12回日本運動器疼痛学
会、東京、2019.11.30～
12.1

第12回日本運動器疼痛学
会、東京、2019.11.30～
12.1

日本ペインクリニック学会
第53回大会、熊本、
2019.7.18～20

40)脳機能画像解析による手
術6か月後の満足度の予測 -
圧迫性脊髄症患者での検証

柴田政彦1), 寒重之2)
1)奈良学園大学 保健医療学部 リハビリテーショ
ン学科, 2)大阪大学大学院医学系研究科 生体統
御医学講座 麻酔集中治療医学教室

41)帯状疱疹後神経痛患者に
おける脳の可塑的変化に対す
る安静時機能的MRIによる検
討

恒遠剛示1,2), 寒重之3), 柴田政彦4)
1)牧整形外科病院 麻酔科・ペインクリニック科,
2)兵庫医科大学病院 ペインクリニック部, 3)大
阪大学大学院医学系研究科 生体統御医学講座,
4)奈良学園大学保健医療学部

日本ペインクリニック学会
第53回大会、熊本、
2019.7.18～20
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2年 3 月 31 日 

氏名  辻下 守弘 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

外科⣔臨床医学 理学療法学、運動ჾリハビリテーション学 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

２ 作成した教科書，教材 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

学生による授業評価 平成 21 年 9

月 

⏥༡女子大学において、全教員を対象に授業科目ごと

に学生による授業評価を行った。 

質問内容「あなたはこの授業を受講して総合的に満足し

ていますか?」 

[理学療法概論] 5 点満点で 4.3 点 

[内部障害⣔運動療法学]  5 点満点で 4.8 点 

[⬻⾑管障害理学療法学]  5 点満点で 4.3 点 

[理学療法行動科学]  5 点満点で 4.1 点 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 

５ その他 

奈良学園大学社会連携センター長 平成 28 年 4

月 

ࠥ 

現在に⮳る 

奈良学園大学社会連携センター長として、大学と地域

社会との連携をスムーズにするためのコーディネーター

としての役割を果たした。具体的には、大学が立地する

市町村との連携事業である公開講ᗙの企画運営、大学シ

ーズと地域ニーズとのマッチング、⏘ᐁ学連携による共

同研究の推進と実施などに関して実施責任者としての活

動を行った。 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 

(1) 理学療法士免許（厚生労働省） 昭和 60 年 5

月 

国家資格免許である理学療法士免許を取得(第 13729

号) 

(2) 認定健康心理士資格取得（日本健康心理

学会） 

平成 13 年 

4 月 24 日 

日本健康心理学会が認定する認定健康心理士資格を取

得 (第 246 号) 

(3) 専門健康心理士資格取得（日本健康心理

学会） 

平成 18 年 

2 月 2 日 

日本健康心理学会が認定する認定健康心理士資格の習

得から 5 年間が経過し、᪼格審査に合格して専門健康心

理士資格を取得 (第 246 号) 
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(4)  専門理学療法士資格取得（日本理学療法

士協会） 

 

平成 18 年 

2 月 2 日 

 

公益社団法人日本理学療法士協会から⬻卒中(第 3-102

号)、運動ჾ(第 3-562 号）、内部障害理学療法(第 4-323

号)の 3分野に対する専門理学療法士の資格を取得 

 

(5)  認定理学療法士資格取得（日本理学療法

士協会） 

 

平成 18 年 

2 月 2 日 

 

公益社団法人日本理学療法士協会から神経(第 2-481

号)、運動ჾ(第 7-79 号)、代謝(第 13-25 号)の 3 領域に

対する認定理学療法士の資格を取得 

 

（6）専門理学療法士資格更新 平成 29 年 

4 月 1 日 

公益社団法人日本理学療法士協会から神経（2017S－02－

000033）と運動ჾ（2017S－03－000043）の 2分野に対す

る専門理学療法士資格を更新認定を取得 

２ 特許等   

(1)  特許⏦ㄳ中 

「リハビリテーション用用具」 

 

平成 12 年 3

月 

 

本発明は、身体の動作機能を正常に発揮し得ない障害

者や高齢者等に当該機能の回復と発現を容᫆にならしめ

るためのリハビリテーションに用いられるჾ具およびそ

の利用プログラムに関するものである。この発明用具は、

リハビリテーション医療や健康増進の場面において、音

楽を利用した運動療法に使用する目的で開発された。内

容としては、」数本のᲬを結合させ枠を形成した構造物

と片➃にᅛ着用部を持つ可ᧉ性アームを備えた」数個の

楽ჾからなり、該楽ჾを前記構造物の任意の位置、方向

に取付けてなるリハビリテーション用用具である。 

出㢪␒号 特㢪 2000-114436 

３ 実務の経験を有する者についての特記事項   

(1) 平成 16 年度福山市運動ᬑ及推進事業調

査研究および「健康ふくやま 21」さわやか運動

教室事業への参加 

 

平成 16 年 4

月 

ࠥ 

現在に⮳る 

 

福山市では、「健康ふくやま 21」の具体的活動として、

福山市Ẹの運動習慣を増進することを目的とした運動ᬑ

及推進事業を展開している。平成 16 年度からは、「さわ

やか運動教室」を福山市内の小学校区単位で開ദしてい

る。事業内容としては、小学校体育㤋を使用して、運動

の必要性についての啓発と具体的な運動方法としてウォ

ーキングの基本と実技指導を行っている。また、各小学

校区から 10 名の希望者を集め、より具体的な運動習慣の

形成とそれによる効果を検証する学研究も同時進行さ

せている。福山市内の成人では、その 77㸣が運動不足を

感じており、本事業によりその割合を 50㸣までにᢚえる

ことを目ᶆにしている。事前にアンケート調査を実施し、

その結果に基づいて健康心理学の知識と各種技法を用い

た介入により、目ᶆを効果的に達成するよう取り組んで

いる。 
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(2) 厚生労働省理学療法士・作業療法士国家

試験委員会委員としての活動 

 

平成 18 年 4

月 

ࠥ 

厚生労働省の理学療法士作業療法士国家試験委員会の

委員として国家試験作成に従事した。 

 

(3) 重度認知症高齢者の感情反応と行動を手

がかりにした基本的生活支援技術の開発 

 

平成18年度 

ࠥ 

平成20年度 

科学研究㈝

補助金研究

成果報告書

（基┙研究

B） 

 

重度認知症高齢者の基本的な日常生活支援技術の開発

を行い、その教育・研修プログラム開発により重度認知

症高齢者の QOL の向上を図ることが研究の目的である。

研究の結果、ձ認知症高齢者へのケア場面のビデオテー

プ分析からᅛ有の感情反応・行動のレベルの存在を明ら

かにし、その尺度を用いてケアの質が測定可能である。

②重度認知症高齢者に対する小集団回想法の有効性を明

らかにした。ճ手織りプログラムの生活活性化にえる

効果を明らかにした。մ重度認知症高齢者とのコミュニ

ケーションの具体的方法を明らかにした。以上の成果か

らコミュニケーションの⣒口を探索する方法、重度認知

症高齢者のサインを読解する方法等の具体的な援助技術

研修プログラムを作成し、研修を実施し、概ね良好との

評価を得た。 

研究代表者：⮻井キミカ 

共同研究者：上西洋子、辻下守弘、佐瀬美恵子、白井み

どり、佐々木八千代、兼田美代、津村智恵子、後藤由美

子、山本美㍯、山本裕子、川井太加子、㮚居樹八子、ᰘ

田幸子 

担当部分：主にճの手織りプログラムの生活活性化に

える効果について、近㉥外線分光法による⬻イメージン

グを用いた高齢者の⬻機能に及ࡰす影響に関する研究を

担当した。 

(4) 性ᕪと加齢を考慮した労働者の╧╀の質

改善のためのセルフケア・プログラムの開発 

 

平成24年度 

ࠥ 

平成26年度 

科学研究㈝

補助金研究

成果報告書

（基┙研究

C） 

 

本研究の目的は、労働者の╧╀の質における性ᕪと加

齢の影響を明確にし、性別と加齢に応じた╧╀の質改善

のプログラムを開発することである。研究対象者は中規

模事業場で働く 35 ṓ以上の男女であった。研究期間中の

健康診断時期に調査を実施した。1年目の調査結果では、

男性の╧╀の質には運動習慣、女性の╧╀の質には教育

歴や喫煙状況が関連していた。2 年目には、23 項目の╧

╀チェックリストを作成した。3年目には、╧╀の質改善

のためのセルフケア・プログラムの効果評価を行った結

果、介入群において 3 項目に改善が認められた。今後は

⏘業保健スタッフが╧╀改善指導にどのように活用する

かを検討する必要がある。 

研究代表者：廣川空美 

共同研究者：藤井保人、谷口敏代、辻下守弘 

担当部分：男女の╧╀の質に関する╧╀チェックリスト

の作成と╧╀改善指導ビデオの作成および運動習慣が╧

╀に及ࡰす影響に関する研究を担当した。 
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(5) 介護老人保健施設でのパソコンを用いた

介護職員指導に関する研究－行動分析学の枠組

みによる移乗介助指導－ 

 

平成26年度 

ࠥ 

平成28年度 

科学研究㈝

補助金研究

成果中間報

告書（ᣮᡓ

的 ⴌ ⱆ 研

究） 

 

介護老人保健施設において良質なサービスを提供する

ことは入所高齢者の生活の質を高めるだけでなく、早期

の在宅復帰を促す重要な事項である。本研究では、パソ

コンを用いた e ラーニングシステムを構築し、職場や家

庭で場所を選ばずに介護職員の移乗介助指導を可能とす

ることとその効果について検証することである。1年目で

は、介護老人施設おける介護指導の実態を調査し、移乗

介助指導において職員間の達成度が異なることを明らか

にした。現在 2 年目の研究では、この結果に基づき行動

分析学の枠組みを用いた e ラーニング教材の作成を行っ

ており、現場における検証を準備している。3年目ではこ

のシステムの効果を検証する。 

研究代表者：小林和彦 

共同研究者：辻下守弘 

担当部分：介護老人保健施設での介護状況を調査すると

ともに移乗介助指導における e ラーニングシステムの開

発を担当した。3年目では、開発したシステムの検証も担

当する予定である。 

 

４ その他   

(1) 京都市立ⱁ術大学大学院美術研究科美術

専攻博士（後期）課程の博士論文審査委員 

 

平成 27 年

12 月 

ࠥ 

現在に⮳る 

 

京都市立美術大学大学院美術研究科美術専攻博士（後

期）課程において、美術作ရをリハビリテーション医療

に活かす研究を博士論文の課題としている学生に対し

て、リハビリテーション医療に携わる研究者として博士

論文の審査を行っている。平成 28 年 2月には第 1回の博

士論文報告会があり、発表論文への試問を実施し、博士

論文審査委員会において論文への評価と今後の課題につ

いて報告を行った。 
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研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の

名称 

概        要 

（著書）     

⭜痛の理学療法 

 

共著 

 

平成 20 年 5

月 

 

三㍯書ᗑ 

 

近年、医療のみならず⏘業面にも多大な

経῭負担をえ、また高齢社会฿来でます

ます増加傾向中の⭜痛は、国の財政や⏘業

基┙をも⬣かす問題となっている。このよ

うな現状を㋃まえ、本書ではいまだ解決策

が見出されたとはいえない「⭜痛」につい

て、その最前線で活躍する研究者および臨

床家が近年明らかになった知見を中心に科

学的根拠に基づいて解説した。 

(編者：伊藤ಇ一、鶴見隆正 分担執筆者：

関口美穂、内田賢一、白土修、▮྿省司、

辻下守弘、⏥田宗Ⴙ、岡崎大資、他 18 名） 

担当部分：第 3 章第 7 ⠇「労働従事者に

おける⭜痛とその指導」 

労働従事者に生じる職業性⭜痛を定義し、

その実態ついて職業別、作業ጼໃ別に整理

した。職業性⭜痛の発症リスク因子をこれ

まで報告されている文献をレビューしなが

らまとめた。リスク因子は身体・人間工学

的因子と心理・社会的因子に分け、自験例

も含めて解説を行った。特に、心理・社会

的因子についてはタイプ A 行動という行動

特性や日常苛立ち事というストレス※が⭜

痛発症リスク因子として重要なことを指摘

した。さらに、職業性⭜痛に対する理学療

法として応用行動分析学と行動指向型段階

的活動プログラムを紹介した。 

(pp.168～178、単著） 

担当部分：第 4 章第 4 ⠇「慢性⭜痛に対す

る認知行動療法」⭜痛における痛みの認知

と痛みの行動について解説し、認知行動療

法の重要性と意義について論述した。また、

認知行動療法の基礎理論である応用行動分

析学に基づいて慢性⭜痛患者の⭜痛発症メ

カニズムを解明した。さらに、慢性⭜痛に

対する認知行動療法を導入する上での評価

と技法について詳細に解説し、その実際に

ついては症例を供ぴした。 

(pp.234～244、共著） 

リハ－187



著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の
概        要 

筋㟁図バイオフィードバッ

ク療法 

 

共著 

 

平成 22 年 6

月 

 

金芳堂 

 

リハビリテーション医療における筋㟁図

バイオフィードバック療法について基礎か

ら臨床までを解説した。本全体の編集を担

当した。 

(監修：エリック・ペパー、編者：辻下守弘、

中川 朋 分担執筆者：エリック・ペパー、

中川 朋、⏥田宗Ⴙ、平山秀和、工藤弘行、

井川英明、鳥谷部太、辻下守弘、他 10 名） 

 

担当部分：第 1 章「バイオフィードバック

とは何か」 

バイオフィードバック療法の歴史からリハ

ビリテーション医療における位置づけを解

説した上で、筋㟁図バイオフィードバック

療法の応用例やᬑ及の状況、そしてリハビ

リテーション医療に導入する利点などを解

説した。 

(pp.1～4、単著） 

バイオフィードバック入門 

 

単著 

 

平成23年12

月 

 

秀和システム 

 

⭜痛、㢌痛などの痛み、失⚗・౽⛎から

老い、ADD、うつなどといったきわめて広い

範囲の病を、薬を使わずに自己コントロー

ルでなおす「バイオフィードバック」治療

法について解説した。バイオフィードバッ

クとは、心ᢿ計などの医療ჾ具を使って心

ᢿ数、⾑圧、྾数、⓶温、筋⥭張、⬻

Ἴなどをモニタリングし、病状や症状を初

期段階で発見し、྾法や▂想など適切な

対応をする治療法である。本書では、バイ

オフィードバックの理論とその実践を基礎

から解説し、㢌痛や⭜痛、ἥトラブル、

パニック障害、うつ状態、さらには集中力

向上やメンタルトレーニングの方法などを

解説しています。 

医療福祉学の㐨ᶆ 

 

共著 

 

平成 24 年 3

月 

 

金芳堂 

 

本書は、「健康と病気」という問題に社会

科学の側面からアプローチした。健康は医

学だけでは守ることができないため、学際

科学的，統合的，総合的視野から，「医療福

祉学」という新しい学問が必要となること 
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    を言及した。 

(編者：ᫍ野政明、高内克彦、土田耕司 分

担執筆者：秋山智久、天野博之、安藤詳子、

石村由利子、辻下守弘、他 43 名） 

担当部分：第 8 章 B「身体障害者への医療福

祉の実践と課題」 

身体障害者の定義と法的根拠、その実態な

どを概説した上で、身体障害者および身体

障害児に対する医療福祉サービスの現状と

課題について論説した。 

(pp.100～104、単著） 

 

日常生活活動学・生活環境

学 

 

共著 

 

平成 24 年 9

月 

 

医学書院 

 

本書は、「日常生活活動学」と「生活環境

学」の二部構成である。「日常生活活動学」

は、総論で ADL の歴史、概念、評価などの

基本事項を解説し、各論で疾患別の評価方

法と ADL 指導を具体的に提示し、「生活環境

学」では、概念や法的ㅖ制度、住宅改修や

生活支援機ჾについて解説した。 

(編者：鶴見隆正、隆島研吾 分担執筆者：

秋若山佐一、林 克郎、辻下守弘、他 25 名） 

担当部分：第 1 章第 4⠇「ADL の運動学的分

析」 

運動学の基本事項を整理した上で、日常生

活動作を運動学的に分析するための基礎を

詳細に解説した。また、起き上がりや立ち

上がりなどの動作に対する運動学的分析を

具体例も上げながら論述した。 

(pp.36～51、単著） 

 

⬻卒中理学療法の理論と技

術 

 

共著 

 

平成 25 年 6

月 

 

メジカルビュー

社 

 

本書は、臨床の場で用いられる実践的な

理学療法と、その基礎となる解๗学・生理

学の知識をはじめ、病態生理の知識、理学

療法評価の技術、運動処方および生活指導

のための理論的背景と技術を解説した。 

(編者：原 寛美、吉尾雅春 分担執筆者：

渡辺雅彦、中村 元、辻下守弘、他 22 名） 

担当部分：第Ⅴ章「理論と理学療法」の中

の「バイオフィードバック療法」を担当し

た。 

学
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   バイオフィードバック理論の基礎となる

学習理論を解説した上で、バイオフィード

バックが使う各種モダリティーや国内の代

表的な機ჾについて紹介した。また、⬻卒

中片麻⑷患者に対するバイオフィードバッ

クとニューロフィードバックについても論

述した。 

(pp.445～456、単著） 

 

生活支援の基礎理論 

 

共著 

 

平成 27 年 4

月 

 

光生㤋 

 

本書は、地域での生活を支援する介護福

祉士として必要な基礎知識を，保健，心理，

栄㣴，居住環境，家族支援などの関連分野

から体⣔的に学習できるように解説してい

る。 

(編者：上之園佳子、谷口敏代、鈴木聖子、 

分担執筆者：本名靖、太田貞司、土室修、

辻下守弘、他 16 名） 

担当部分：第５章「介護福祉の基礎となる

心理学」の中の「学習」を担当した。 

学習の定義と介護福祉領域で必要となる重

要事項を解説した上で、認知心理学的な考

え方と行動分析学的な考え方に分けて各理

論を具体例を入れながら解説した。 

(pp.98～102、単著） 

 

痛みのケア 

 
共著 

 

平成 29 年 3

月 

 

ピラールプレス 

 

本書は、看護現場で求められる痛みのケ

アについて、哲学・倫理学的理解と痛みの

理論からはじまり、痛みの治療と看護ケア

について解説した上で、看護実践事例につ

いて検討されている。 

(編者：守本とも子 分担執筆者：池辺 

寧、Ἀ本克子、梶村郁子、辻下守弘、他 15

名） 

担当部分：第Ⅱ部「痛みの理論」第５章「痛

みの行動科学的理解」を担当した。 

看護現場における痛みの生物医学的アプロ

ーチの問題点を指摘した上で、慢性的な痛

みを行動科学的にアプローチすることの重

要性について解説している。また、痛みの

社会的強化により出現する痛み行動に対す

る理解と看護現場での具体的なケアの方法 
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    論について提案している。 

(pp.34～41、単著） 

 

（学術論文）     

⑊痛を有する対象者の包括

的理学療法 

[筆㢌論文] 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 20 年 2

月 

 

理学療法ジャー

ナル第 42 巻 

平成 20 年 2月 

pp.113～121 

 

⑊痛を有する対象に対して身体的アプロ

ーチだけでなく心理・社会的アプローチも

含めた包括的理学療法を行うことの意義を

論述した。まず、慢性痛の多面的理解につ

いて解説し、⑊痛とパーソナル・コントロ

ール、痛み行動と㝶伴性といった㘽概念を

解説した上で、理学療法士が果たす役割を

論述した。この中では特に応用行動分析学

を用いた慢性⑊痛のアプローチを紹介し

た。また、応用行動分析学に基づいた包括

的理学療法の方法論を解説した上で、具体

的なアプローチについては事例を供ぴしな

がら説明を加えた。(9 頁) 

(分担執筆者：辻下守弘、永田昌美、⏥田宗

Ⴙ、鶴見隆正、川村博文) 

担当部分：症例への介入および論文の構成

と論文の大部分の執筆を担当した。 

運動行動変容段階および運

動態度が女性の更年期症状に

及ࡰす影響 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 20 年 3

月 

 

⏥༡女子大学研

究紀要 

第 1号 

平成 20 年 3月 

pp.53ࠥ60 

 

㛢経前後女性事務員335名(平ᆒ年齢51.0

s8.2 ṓ)に対してアンケート調査を行い、

運動行動変容段階(運動段階)および運動態

度が更年期障害に及ࡰす影響を検討した。

年齢、体格、月経状態、更年期症状、運動

段階、運動態度、うつ傾向の調査結果より、

運動段階と運動態度が良好であれば更年期

症状は軽症であり、運動の習慣化は更年期

症状の発症をᢚ制する可能性が示၀され

た。また、㛢経前ではうつ傾向が、㛢経後

では運動態度が更年期症状を強めることが

判明し、多重ロジスティック回帰分析でも

更年期症状を発症させる有意なリスク要因

として運動態度の不良とうつ傾向ありがᣲ

げられた。更年期症状の発症と重症化の予

防には、運動段階を維持期にステップアッ

プさせる介入や、うつ傾向の緩和と運動態

度の改善を促すアプローチが必要と考えら

れた。(8 頁) 

(分担執筆者 永 昌美 青 絵 守
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    (分担執筆者：永田昌美、青田絵里、辻下守

弘) 

担当部分：調査⚊の作成と配布及び回収と

データの多変量解析を担当した。 

 

高コレステロール⾑症の運

動療法の効果とその阻害因子

に関する検討 

（査読付） 

運動行動変容段階および運

動態度が女性の更年期症状に

及ࡰす影響 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 20 年 3

月 

 

理学療法の臨床

と研究 

第 17 号 

平成 20 年 3月 

pp.25ࠥ28 

 

空⭡時⾑清総コレステロール値が

200mg/dl以上の運動習慣のない中年者40例

を対象として、運動強度 90�AT、運動頻度を

週 2回で、3ࣧ月間、有㓟素運動、ᰂ㌾性運

動、筋力運動を組み合わせた運動を実施し、

高コレステロール⾑症に対する運動療法の

効果を検証した。また同時に、運動療法の

阻害因子についても検討した。⾑清総コレ

ステロール値は、初診時に比較して 3 ࣧ月

後には有意な減少が認められた。運動療法

の阻害因子としては、高⾑⢾のみに有意な

関連性が認められた。以上の結果により、

高コレステロール⾑症に対する運動療法の

有効性が認められたが、高⾑⢾を合併して

いる場合は運動療法の効果を得がたい可能

性が考えられた。(4 頁) 

(分担執筆者：仁田靖彦、辻下守弘、藤村宜

史、沼田義弘、丸橋ᬦ) 

担当部分：運動負Ⲵ試験の実施と統計処理

及び論文執筆の一部を担当した。 

理学療法を取り巻く「認知」

の最前線 

 

単著 

 

平成20年10

月 

 

理学療法ジャー

ナル 

第 42 巻第 9号 

平成 20 年 10 月 

pp.791ࠥ798 

（査読あり） 

 

⬻科学が進歩し、理学療法士も「認知」

という言葉をよく使うようになったが、「認

知」という言葉の定義があいまいなまま使

われていることも多くなっている。本論文

では、認知とは何かを理学療法学の立場か

ら定義した上で、認知領域、認知障害、認

知症、認知リハビリテーション、認知療法

と認知行動療法、そして認知運動療法など

リハビリテーション領域で認知とつく用語

を論説した。最後には、理学療法学におい

て認知および認知的アプローチが抱える課

題や方向性について論述した。(8 頁) 
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㦵関⠇疾患の理学療法とバ

イオメカニク日常生活動作、

応用動作を中心に 

 

共著 

 

平成20年11

月 

 

理学療法ジャー

ナル 

第 42 巻第 9号 

平成 20 年 10 月 

pp.821ࠥ827 

（査読あり） 

 

本研究の目的は、バイオメカニクス研究

に基づいて㦵関⠇疾患に対する理学療法を

検討することである。日常生活動作や応用

動作におけるバイオメカニクスについて、2

例の健常者を対象として⅕事動作中の⭸関

⠇ゅ度をホルター㟁気ゅ度計を持ちて測定

した。その結果、2例であっても動作中の⭸

関⠇ゅ度は異なり、動作のバイオメカニク

スには個人ᕪのあることがわかった。また、

高齢者を対象として、᳔子からの立ち上が

り動作を三次元動作解析置で分析した結

果、㌿ಽ経験によって身体重心の移動に有

意な違いのあることを明らかにした。(7 頁) 

(分担執筆者：⏥田宗Ⴙ、辻下守弘、川村博

文、鶴見隆正、新小田幸一、山田直樹) 

担当部分：高齢者を対象とした三次元動作

解析置での解析を担当した。 

 

理学療法士のための行動分

析学入門 

 

単著 

 

平成20年12

月 

 

理学療法兵庫 

第 14 号 

平成 20 年 12 月 

pp.1ࠥ7 

 

本論文では、理学療法士に必要な行動分

析学の知識と技法について論述した。まず、

行動分析学の理論について、スキナーが提

ၐした㝶伴性という考え方を中心に解説

し、理学療法における応用可能性を言及し

た。さらに、臨床場面で㐼㐝する様々な問

題を呈した患者に対する具体的な行動分析

学的アプローチの有効性について、事例報

告を通して検証した。最後に、行動分析学

に基づく人間観についてエコロジカルな視

点から論述した。(7 頁) 

ᗙ位作業を主体とした女性

従事員の職業性⭜痛と心理・

社会的要因および生活習慣と

の関連性について 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 21 年 3

月 

 

⏥༡女子大学研

究紀要(看護学・

リハビリテーシ

ョン学編) 

第 2号 

平成 21 年 3月 

pp.89ࠥ97 

 

本研究の目的は、ᗙ位作業を主体とする

女性従事員の職業性⭜痛と生活習慣および

心理・社会的なストレスとの関連を明らか

にすることである。対象は、᯾公共㐟技場

にてᗙ位作業を主体とした労務に従事する

女性 1326 名であり、最終的には 1324 名(採

択率 99.8�)のデータを分析に用いた。多変

量解析の結果、オッズ比が有意であった項

目は、BMI の「⫧満体重」がオッズ比 1.43、

㢕⫪⭎症状の「陽性」がオッズ比 6.46、日

常苛立ち事の「陽性」がオッズ比 1.63、そ
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    して不健康な生活習慣の「(1)不規則な生

活」がオッズ比 1.51、「(5)㣧酒習慣」がオ

ッズ比 1.34 であり、これらの項目が⭜痛と

有意に関連していることがわかった。(9 頁) 

(分担執筆者：辻下守弘、永田昌美、⏥田宗

Ⴙ、 田辺暁人） 

担当部分：調査⚊の作成から統計処理と論

文作成の全般を担当した。 

 

特別㣴護老人ホーム入所者

における㌴いすᗙ位の問題点

に関する検討 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 21 年 3

月 

 

⏥༡女子大学研

究紀要(看護学・

リハビリテーシ

ョン学編) 

第 2号 

平成 21 年 3月 

pp.99ࠥ106 

 

高齢者が長時間ᛌ適にᗙるために必要な

㌴いすの機能を検討する目的で、㌴いすᗙ

位に問題のある特別㣴護老人ホーム入所者

と 30 代女性を対象に、㌴いす着ᗙ中のᗙ面

および背もたれの圧力分布測定を行った。

高齢者ではᗙ面においてᆘ㦵と尾㦵に高

圧力部が観察され、背もたれにおいては接

触面✚が⊃く、⬚᳝、⫪⏥㦵、⭜᳝、㦵┙

のいずれかに限ᒁして高圧力部が観察さ

れ、高齢者特有の背、㦵┙後傾が圧力分

布に大きく影響していることが分かった。

これらの結果から、高齢者の㌴いすを検討

する際には、ᗙ面における圧力分布をᆒ等

にすること、および背もたれの接触面✚を

広くして体ᖿをサポートすることに配慮す

る必要性が示၀された。(8 頁) 

(分担執筆者：永田昌美、辻下守弘、 ⏥田

宗Ⴙ、 吉田正樹) 

担当部分：高齢者の背部ᗙ圧分布の計測と

データ処理、論文作成の一部を担当した。 

リハビリテーション医療現

場における BF の応用可能性

について 

（査読付） 

 

単著 

 

平成21年10

月 

 

バイオフィード

バック研究 

第 36 巻第 2号 

平成 21 年 10 月 

pp.173ࠥ177 

 

リハビリテーション医療におけるバイオ

フィードバック療法の意義や位置づけを論

じた上で、バイオフィードバック療法の使

用実態について検討した。また、一般的に

使われている筋㟁図バイオフィードバック

療法の神経疾患や整形外科疾患に対する適

用と問題点、そして最近注目されている平

⾮機能障害に対するバイオフィードバック

療法の方法論と効果について検討した。最

後に、センサーとアンプの技術㠉新により

可能となったマルチチャンネルバイオフィ 
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ードバック療法についての可能性を論じ

た。(5 頁) 

 

モチベーションを高める行

動分析学的アプローチについ

て 

 

単著 

 

平成21年12

月 

 

理学療法兵庫 

第 15 号 

平成 21 年 12 月 

pp.18ࠥ24 

 

本論文では、理学療法士の臨床において

避けることのできない患者のモチベーショ

ンに関して考察した。まず、行動分析学の

立場から理学療法臨床におけるモチベーシ

ョンの機能を検討した上で、患者のモチベ

ーションを高めるためる具体的な行動分析

学的アプローチを提示し、実際に介入した

事例の分析を通して、行動分析学的アプロ

ーチの有効性についても論述した。最後に、

理学療法臨床における行動分析学的アプロ

ーチは、エコロジカル（生態学的）アプロ

ーチつまり環境調整による行動変容介入で

あることに言及して、今後の理学療法臨床

への応用可能性を考察した。(7 頁) 

 

女性公共㐟技場従事員の⭜

痛発症における心理・社会的

要因および生活習慣に関する

⦪断的研究 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 22 年 3

月 

 

⏥༡女子大学研

究紀要(看護学・

リハビリテーシ

ョン学編) 

第 4号 

平成 22 年 3月 

pp.59ࠥ67 

 

本研究は、女性従事員の⭜痛発症におけ

る心理社会的要因および生活習慣に関する

⦪断研究である。対象は、᯾公共㐟技場に

勤務する女性従事員を対象として、1997 年

（n 1326名、以下基本調査）と2001年（n 910

名、以下追㊧調査）に⭜痛と㢕⫪痛および

生活習慣に関する質問紙調査を実施した。

研究の結果、㢕⫪痛の⢒オッズ比が 1.94

（95㸣CI 1.24-3.04）、調整オッズ比が 1.82

（95㸣CI 1.21-3.83）、日常いらだち事の⢒

オッズ比が 2.39（95㸣CI 1.22-4.67）、調整

オッズ比が 2.13（95㸣CI 1.13-4.32）、コー

ヒー等の摂取習慣の⢒オッズ比が 0.59

（95㸣CI 0.36-0.94）、調整オッズ比が 0.64

（95㸣CI 0.42-0.96）であった。以上の結

果から㢕⫪⭎痛や日常いらだち事の存在お

よびコーヒー等の摂取習慣が⭜痛発症のリ

スク要因となることがわかった。(9 頁) 

(分担執筆者：辻下守弘、永田昌美、⏥田宗

Ⴙ） 

担当部分：調査⚊の作成から統計処理およ

び論文作成の全般を担当した。 
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Relationship between life 

satisfaction and 

sympathovagal balance in 

healthy elderly males at 

home at night 

（ኪ間在宅における健常老年

者の生活満足度と交感神経バ

ランスとの関連性） 

（査読付） 

 

共著 

 

平成24年10

月 

 

Health  

Vol.4 No.11  

pp.1068-1072 

 

本研究の目的は、老年者におけるኪ間在

宅での生活満足度が交感神経バランスと関

連するかを検討することであった。健常老

年者 39 名を対象として、アクティブトレー

サーにより72時間の心ᢿ変動と身体活動量

を計測した。測定の結果、生活満足度と交

感神経バランスとの間には-0.47 の有意な

相関関係を認めた。(5 頁) 

(分担執筆者：吉野公三、守本とも子、ᯈᇉ

Ꮥ弘、池谷茂隆、永田昌美、辻下守弘） 

担当部分：データ収集から統計処理および

論文の結果部分を担当した。 

Effects of a hardness 

discrimination task in 

failed back surgery 

syndrome with severe low 

back pain and disturbed body 

image: case study 

（身体ീの認知課題作業が背

部の術後症候群による重度な

⭜痛症に対する影響：事例研

究） 

（査読付） 

 

共著 

 

平成24年10

月 

 

Journal of Novel 

Physiotherapies 

2012 

Open Access 

 

本研究では背部の術後に重度な⭜痛を発

症した20ṓの女性に対して認知課題による

⑊痛緩和のアプローチを行った。初期の⑊

痛は NRS で 10 と最大の痛みをッえていた。

また、身体ീの認知に障害を持っていた。

介入として 1 日 20 分、週 6 日の認知課題の

トレーニングを 4 週間にわたり行ったとこ

ろ、痛みが NRS で 5 と半分に緩和され、歩

行や日常生活動作能力も改善していた。(6

頁) 

(分担執筆者：西上智彦、ዠᇣ裕之、中野英

樹、大村裕、清水ミッシェルアイズマン、

辻下守弘、生ᙲ、∵田Ꮥ博） 

担当部分：症例の理学的評価と訓練および

論文の結果部分を担当した。 

 

運動ჾ疾患を有する高齢者

の生活機能に対する理学療法

の取り通所リハビリテーショ

ン利用者の心理・社会的側面

に着目して 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 26 年 4

月 

 

理学療法 

第 31 巻第 4号 

平成 26 年 4月 

pp.376ࠥ382 

 

1.運動ჾ疾患を有する高齢者の生活機能

の改善には、高齢者の身体活動の開始と継

続に関する要因を理解する必要があり、心

理・社会的要因が大きく関連している。2.

どのような治療を選択するにしても、高齢

者個々の心理・社会的要因を認識し、オー

ダーメイドの治療を実施することが必要で

ある。3.高齢者の心理・社会的要因を認識

するための第一歩は、対象者とのコミュニ

ケーションである。単なるコミュニケーシ

ョン技法を用いるのではなく、対象者を支

えている信念や認識に触れる関わり方がオ 
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ーダーメイドの治療を実施できた。(7 頁） 

(分担執筆者：大門恭平、米田大人、辻下守

弘、川村博文） 

担当部分：高齢者の運動機能に関する要因

の分析と論文の一部執筆を担当した。 

 

Central neural mechanisms 

of interindividual 

difference in discomfort 

during sensorimotor 

incongruence in healthy 

volunteers: an experimental 

study 

（健康対象者における感覚運

動不一⮴による不ᛌ感が個人

ᕪに関する中ᯡ神経メカニズ

ムについて：実験的研究） 

（査読付） 

 

共著 

 

平成26年10

月 

 

Rheumatology 

2014 

Open Access 

 

本研究の目的は、感覚運動認知の不一⮴

に関する個人ᕪに関して、その中ᯡ神経メ

カニズムを明らかにすることである。対象

は、18 名の健常若年女性であり、感覚運動

認知の不一⮴課題を独自に作成し、その認

知課題中における⬻Ἴを分析し、⬻内メカ

ニズムを LORETA 法によって解析した。その

結果、不一⮴の個人ᕪは前部ᖏ状回および

後部ᖏ状回の活動状況の違いと一⮴してい

ることがわかった。 (8 頁) 

(分担執筆者：分担執筆者：西上智彦、中野

英樹、大住㐨弘、辻下守弘、生ᙲ、∵田

Ꮥ博） 

担当部分：データ収集から統計処理および

論文の結果部分を担当した。 

バイオフィードバックの発

展に向けての日本バイオフィ

ードバック学会企画委員会か

らのアンケート結果報告 

（査読付） 

 

共著 

 

平成26年10

月 

 

バイオフィード

バック研究 

第 41 巻第 2号 

平成 26 年 10 月 

pp.95ࠥ102 

 

2012年の第40回学術総合においてアンケ

ート調査を実施した。学術総会に参加した

25 人の学会員から回答を得た。その結果、

1.医学・工学・心理学の研究面の連携に関

して学会の存在意義を認める回答が多かっ

た。2.学会に望むことについては、次世代

を担う若い研究者・学生が✚ᴟ的に参加で

きる環境づくりを指摘する意見が目立っ

た。3.会員以外には、バイオフィードバッ

クについて正しく分かりやすく理解しても

らう情報提供の必要性をッえる意見が多か

った。以上の結果に基づいて今後学会の方

向性に関する提案を行った。(8 頁) 

(分担執筆者：中尾睦宏、大須賀美恵子、廣

田昭久、佐久間春夫、志和資ᮁ、竹林直紀、

辻下守弘） 

担当部分：アンケート調査の作成からデー

タ整理と統計分析および考察の一部の執筆

を担当した。 
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高齢者に対する視覚ㄏ導性

฿達課題を用いた音楽運動療

法の開発とその効果に関する

研[筆㢌論文] 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 27 年 3

月 

 

医療福祉情報行

動科学研究 

第 3号 

平成 27 年 3月 

pp.27ࠥ32 

 

本研究では、視覚ㄏ導性฿達運動課題を

用いた音楽運動療法を開発することとこれ

が高齢者のバランス能力に及ࡰす影響を明

らかにすることであった。対象は 70 ṓ以上

の健常高齢者 16 名であり、実施群 8名と対

↷群 8 名の 2 群に割り付けた。評価は機能

的バランス尺度（BBS)、TUG、FRT および静

的重心動ᦂ計と動的ጼໃ制ᚚ検査とした。5

回の練習後、BBS、FRT そして動的ጼໃ制ᚚ

検査の有意な改善を認めた。(6 頁) 

(分担執筆者：辻下守弘、川村博文、永田昌

美、前田吉樹） 

担当部分：研究全般を実施し論文全体の執

筆を担当した。 

Kinectセンサーを使った௬

想環境が高齢者の運動機能に

及ࡰす影響について 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 27 年 4

月 

 

バイオフィード

バック研究 

第 42 巻第 1号 

平成 27 年 4月 

pp.57ࠥ62 

 

Microsoft 社により開発された Kinect セ

ンサーを使った㢼⯪割りゲーム「キネリハ

システム」を使って高齢者にゲームを定期

的に行ってもらい、௬想環境が高齢者の運

動機能にどのように影響を及ࡰすかを検討

した。デイケアに週 2 回以上通う高齢者 23

名に対しキネリハシステムを週 2 回以上 4

週間実施した。この前後に(1)10m 歩行

(2)TUG(3)5StepTest を測定し 4 週間㐙し

た者について結果を比較した。その結果、

継続してゲームを行い施行期間の最後まで

継続してやり㐙げ(1)～(3)を測定できた者

は 7 名だった。ゲーム後の結果が(2)と(3)

において有意に向上していた(p<0.05)。(6

頁) 

(分担執筆者：小貫睦巳、有田元英、井上悦

治、辻下守弘） 

担当部分：データ収集から統計処理および

論文の結果と考察の一部の執筆を担当し

た。 

介助者による介助の経時的

変化に基づいた介助評価方法

の検討－認知症を有する高齢

障者への介護職員による移乗

介助場面の行動論的分析－ 

（査読付） 

共著 

 

平成27年12

月 

 

理学療法科学 

第 30 巻第 6号 

平成 27 年 12 月 

pp.933-937 

 

㌴᳔子からベッドへの移乗課題を用い、

介助を基準に被介助者の㐙行レベルを査定

する評価法の妥当性を行動論の視点から検

討した。対象は施設介護職員および入所中

の認知症を有する高齢障害者とした。介助

者の 4段階の介助⣔ิをもとに 6段階の㐙 
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    行レベルを設定し、各単位行動が㐙行され

たときの介助を㐙行機会ごとに図示し、介

助の経時的変化を被介助者の㐙行レベルの

推移の視点から分析した。その結果、被介

助者による㐙行過程は単位行動ごとに異な

った㐙行レベルを推移しており，従来 ADL

評価法とは視点の異なる情報が得られた。 

(分担執筆者：小林和彦、辻下守弘） 

担当部分：症例の評価と介入指導および論

文の結果と考察の一部の執筆を担当した。 

 

生体センシング技術を使っ

た௬想現実によるゲームが高

齢者の運動機能に及ࡰす影響

について 

（査読付） 

 

共著 

 

平成27年12

月 

 

理学療法科学 

第 30 巻第 6号 

平成 27 年 10 月 

pp.811-815 

 

生体センシング技術を使ったゲームを高

齢者に行わせ௬想現実を利用したゲームが

高齢者の運動機能にどう影響を及ࡰすかを

予備的調査した。高齢者 23 名に対しゲーム

システムを週 2回以上 4週間実施した。4週

間実施前後のձ10m 歩行②TUGճ5StepTest

の 3 つのパフォーマンステストの結果及び

ゲームの測定機能を利用したゲームに対す

る平ᆒ反応㏿度とゲームの成功率について

比較した。その結果、②とճ及び平ᆒ反応

㏿度・成功率にいて施行後が施行前に比

べ有意に向上していた。またゲーム㐙者

に運動習慣があるものが有意に多かった。 

(分担執筆者：小貫睦巳、有田元英、井上悦

治、辻下守弘） 

担当部分：データ収集から統計処理および

論文の結果の一部の執筆を担当した。 

 

中年女性に出現する⫪こり

と⭜痛の重」症状の実態とそ

の関連要因に関する研究 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 3

月 

 

⏥༡女子大学研

究紀要(看護学・

リハビリテーシ

ョン学編) 第 10

号 

平成 28 年 3月 

pp.1-10 

 

本研究では、パソコン操作を主体とした

作業に従事する中年女性従業員 335 名を対

象として、⫪こりと⭜痛の重」症状が出現

する実態を明らかにするとともに、その身

体的、心理的、社会的な要因との関連性に

ついて検討した。症状なし群、⫪こり単独

群、⭜痛単独群、そして両者重」群という 4

群間において各要因を比較したところ、分

ᩓ分析により有意な主効果を認めたのは、

年齢、運動態度、食行動、K6、そしてクッ

パーマン指数であった。多重ロジスティッ

ク回帰分析の結果、⫪こりと⭜痛の両者重 
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    」と関連する要因は、低い BMI、高い K6

スコア、そして高いクッパーマン指数であ

った。 

(分担執筆者：辻下 守弘、永田 昌美、Ⱚ 寿

実子、前田 吉樹、川村 博文、小貫 睦巳） 

担当部分：データ収集から統計処理および

論文執筆を担当した。 

心身のストレスおよび作業

量からみた体圧移動でᗙ面が

変化する ER チェアの健常成

人女性および高齢者を対象と

したプレテストの結果から 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 3

月 

 

⏥༡女子大学研

究紀要(看護学・

リハビリテーシ

ョン学編) 第 10

号 

平成 28 年 3月 

pp.19-28 

 

本研究は、高齢者用に開発した ER チェア

と通常の᳔子を比較し、対象者の心身のス

トレスにどのような影響をもたらすかを検

証することとした。被験者は、参加᮲௳を

満たした健常成人女性 6 名と高齢者 8 名の

計 14 名である。研究デࢨインはクロスオー

バー・デࢨインとし、被験者には ER チェア

と通常の᳔子の 2 種類の᳔子にᗙった際に

５つの課題を課した。分析の結果、主観的

⑂労感の全身ᛰ感において、被験者全体

の操作実施前後の平ᆒ値はERチェアが減少

したが、通常の᳔子は増加し、平ᆒ値のᕪ

の比較で統計的に有意なᕪが認められた

(p .04)。また、ၚᾮアミラーࢮ量において、

高齢者の操作実施前後の平ᆒ値はERチェア

がやや減少し、通常の᳔子が増加して統計

的に有意なᕪが認められたが(p .04)、交互

作用が認められた。 

(分担執筆者：丸尾 智実、兼田 美代、⮻井 

キミカ、辻下 守弘、㏿水 裕子） 

担当部分：データ収集から統計処理および

論文の結果の執筆を担当した。 

㦵┙⮚ჾ⬺術後の౽失⚗症

状に㦵┙ᗏ筋の筋㟁図バイオ

フィードバック療法がዌ効し

た症例 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 4

月 

 

バイオフィード

バック研究 

第 43 巻第 1号 

平成 28 年 4月 

pp.19-26 

 

今回、㦵┙ᗏ筋の選択的筋収縮が困難で

あった౽失⚗を有する症例に対して、㦵┙

ᗏ筋の筋放㟁を確認しながら筋収縮を確認

し、筋収縮を調整する筋㟁図バイオフィー

ドバック療法が症状の改善に有効であった

ので報告した。症例は、⭤⬔⒗により㦵┙

⮚ჾ⬺術を受けた 70 ṓの女性である。㦵┙

⮚ჾ⬺の症状は手術により改善したが、運

動時にガス程度の౽失⚗が4～5回以上認め

られた。評価および介入は、Thought  
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    Technology 社〇の Myotrac3 を用い、㦵┙ᗏ

筋と⭡筋を分離して筋収縮させることを目

的として実施した。10 セッション実施の結

果、持続的収縮においては 8 セッションか

ら㦵┙ᗏ筋のみを収縮させることが可能と

なった。運動時の失⚗頻度は 6 セッション

時から減少した。 

(分担執筆者：松谷 綾子、青田 絵里、西上 

智彦、辻下 守弘、服部 耕治、木村 ಇ夫） 

担当部分：症例の評価と治療および論文の

症例報告と考察の一部の執筆を担当した。 

行動分析学の枠組みを用い

たコンピューターシミュレー

ション教材による介護老人保

健施設介護職員への介助- 高

齢障害者に対するベッドから

㌴᳔子への移乗介助指導効果

の-  

（査読付） 

 

共著 

 

平成 28 年 8

月 

 

行動療法研究 

第 42 巻第 2号 

平成 28 年 8月 

pp.201-213 

 

本研究においては、行動分析学の視点か

ら理論および介助の方法論を解説したパソ

コン上で作動する教材を開発し、介護職員 3

名に自己学習とセルフチェックを行っても

らい、介護老人保健施設入所者に対するベ

ッドから㌴᳔子への移乗介助技能への効果

を、単一事例実験計画法を用いて検証した。

その結果、3名とも適切な介助の頻度が増加

(平ᆒ 46.2�)し、ᙼらが日頃介助している入

所者も、より少ない介助で移乗が行えるよ

うになった。また、移乗介助指導の効果が

同じ入所者の⬺⾰介助に反ᫎされることも

確認された。さらに、指導プログラムの内

容や意義に関しても比較的良好な受け入れ

や評価が得られた。以上から、従来の指導

方法によるデメリットを補する役割を果

たすことができ、本教材が介護職員指導に

おける効果的な方法論として位置づけられ

る可能性が示၀された。 

(分担執筆者：小林和彦、辻下守弘） 

担当部分：共同研究につき本人担当部分抽

出不可能。 

 

⑊痛に対する物理療法・運

動療法 

 

共著 

 

平成 28 年 8

月 

 

The  Japan 

Journal of 

Rehabilitation 

Medicine 

第 53 巻第 8号 

平成 28 年 8月 

本論文では、⑊痛に対する治療としての

物理療法、運動療法について、有効性に関

わる理論的な付けから臨床のエビデンス

を交えて検討した。その結果、急性痛と慢

性痛とでは、対応が異なり、急性痛には過

度な不活動を避け、原因となる組織ᦆ傷の 
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pp.604-609 

 

治療を下級的早期に進めることと、可能な

限り⑊痛をᢚ制し長期化を阻Ṇすることが

重要であることが分かった。また、慢性痛

では、感覚面に着目する以外に、情動面や

認知面などの多面的、」合的な側面での特

性の認識理解が不可欠であり、ADL や QOL 向

上を目的として、TENS などの物理療法、運

動療法、学際的集学的治療を導入すること

が重要であることがわかった。 

(分担執筆者：川村博文、西上智彦、伊藤健

一、大▮ᬸ久、辻下守弘） 

担当部分：文献収集と整理および論文の慢

性⑊痛に関する部分の執筆を担当した。 

 

インタラクティブ・メトロ

ノーム法の紹介とリハビリテ

ーションへの応用可能性 

 

単著 

 

平成 28 年 9

月 

 

奈良学園大学紀

要 

第 5集 

平成 28 年 9月 

pp.1-9 

 

本論文では、運動・認知機能のリハビリ

テーションに欠けていた⬻内時計と時間情

報処理能力を高めるというコンセプトを導

入した新しいトレーニング方法であるイン

タ ラ ク テ ィ ブ ・ メ ト ロ ノ ー ム 法

（Interactive Metronome®：以下 IM と␎す）

について、その歴史、原理と方法、トレー

ニングの手㡰、そして科学的根拠を概説し

た上で、リハビリテーションへの応用可能

性について解説した。IM の利点は、リズム

音に手と足の動きを同調させてタイミング

をとるといった非常にシンプルなトレーニ

ングであり、2 ṓ程度のᗂ児から高齢者まで

適用範囲が広く、生体への侵くも全くない

ため、従来のリハビリテーションへ併用し

て使用可能なことである ただし、現在の

問題点は、科学的根拠を付ける IM の臨床

研究が国際的にも不足していることやIMシ

ステムが日本における医療機ჾの薬事承認

を得てないことであった。 

 バーチャルリアリティ（VR）

技術を用いた高齢者のリハビ

リテーションに関する文献的

研究 

 

単著 

 

平成 29 年 9

月 

 

奈良学園大学紀

要 第 7 集

pp.75-81 

 

コンピュータサイエンスの発展によってバ

ーチャルリアリティ（VirtualReality：VR）

技術が身近になった。一方で、わが国は急

㏿なスピードで㉸高齢社会が進行し、要介

護状態の高齢者が急増する中で、高齢者の

リハビリテ-ションが注目されている。そこ

本論 定義 特徴 解説リハ－202
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で、本論文では、VR の定義と特徴を解説し

た上で、主に Wii と Kinect センサーを用い

た高齢者リハビリテーションへの応用に関

する国内外の現状と課題を文献的に考察し

た。その結果、Wii と Kinect センサーを用

いたトレーニングが高齢者の心身機能に及

す影響を明らかにした良質の無作為化比ࡰ

較対↷試験（RCT）は少ないものの、高齢者

の機能的なバランス能力を改善させる効果

のあることが多くの論文で示၀されてい

た。VR を用いた高齢者のリハビリテーショ

ンには課題もあるが、よりἐ入感の強いヘ

ッドマウントディスプレイがᬑ及すること

で、今後は高齢者リハビリテーションへの

応用可能性が拡大すると考えられた。 

 

 タイ王国の周⏘期－チェン

マイ大学看護学部の視察を通

して－ 

 

共著 

 

平成 29 年 9

月 

 

奈良学園大学紀

要 第 7 集

pp.179-185 

 

タイ王国北部にあるチェンマイ大学を視察

し、タイ王国における周⏘期看護の現状に

ついての現状把握を行った。共働きの家庭

が多いタイ王国では、仕事を持つ母親たち

の多くが授ஙのための環境が整っていない

ために母ஙで育児を行うことは困難であ

り、母ங育児率の低下が問題視されていた。

こういった社会的背景から、母ங育児の重

要性についての啓発活動と環境を改善する

ための王室によるプロジェクトが発足し、

企業の事業所内の授ஙコーナー設置や無料

での母ங㍺送サービスの提供などが現在で

は行われていた。日本においても母ங育児

の利点については知られてはいるが、タイ

王国のようなサービスの整備までには⮳っ

ていない状況なため、タイ王国の周⏘期看

護についての現状を把握することは、日本

の周⏘期看護の質改善のための示၀を得る

ことにつながると考えられた。 

（分担執筆者:田中和奈、守本とも子、辻下

守弘） 
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 リハビリテーション医療に

おけるバイオフィードバック

―⬻卒中片麻⑷に対する応用

可能性について 

 

単著 

 

平成 29 年 9

月 

 

バイオフィード

バック研究 

第 44 巻第 2号 

pp.70-75 

 

本研究の目的は、各種の生体情報を音や光

などの人間にわかりやすい情報へ変し、

その情報に基づいて自己の状態を調整する

バイオフィードバック（以下 BF）に対する

リハビリテーション医療（以下リハ医療）

への応用可能性を検討することであった。

リハ医療の特徴は、一般的な医療が手術や

ᢞ薬など医療者に依存した受動的治療であ

るのに対して、ṧ存機能の回復や健常機能

への代ൾなど患者自身による能動的治療が

主体となることであり、患者の学習過程へ

の介入が重要なアプローチとなる。本論文

では、その効果的な介入方法としての BF に

関して、その治療メカニズムについて学習

理論を用いた解説を行った。また、⬻卒中

片麻⑷に対す表面筋㟁図 BF について、コン

パクトなBF機ჾであるMyoTracの操作方法

と治療手続きとその効果および臨床応用上

の課題について論説した。最後に、EEG（⬻

Ἴ計）や HEG（近㉥外線方式⬻⾑流計）を用

いたニューロフィードバックトレーニング

が⬻卒中だけでなく他の神経⣔障害および

運動ჾ障害へのリハビリテーションに応用

されていく可能性を検証し、多様なモダリ

ティを使ったBFがリハ医療に応用されてい

く必要性について論説した。 

Comparison of the 

pain-relieving effects of 

transcutaneous electrical 

nerve stimulation applied 

at the same dermatome levels 

as the site of pain in the 

wrist joint 

（手関⠇部の⑊痛に対する㢕

部と対側手関⠇および両者の

同一⓶分⠇知覚ᖏへの経⓶

的㟁気่⃭が⑊痛軽減に及

 （す影響の比較ࡰ

共著 

 

平成29年11

月 

 

Journal of 

Physical Therapy 

Science 

Vol.29 No.11  

pp.1996-1999 

 

本研究の目的は、手関⠇部の⑊痛に対する

対側同一⓶分⠇知覚ᖏへの経⓶的㟁気่

⃭(Transcutaneous Electrical Nerve 

Stimulation:以下 TENS)が⑊痛緩和にどの

ような影響を及ࡰすかを検討することであ

った。対象は 15 名の健康な成人女性（21.9

s0.3 ṓ[21-22 ṓ]）であった。実験手続き

は、まず 30 ⛊間の安静後にᕥ手関⠇背側部

へ47Υで60⛊間の温⇕่⃭にて⑊痛を生じ

させ、その後に㢕部（N）と対側手関⠇部（CW）

および両者（CWN）への TENS（周Ἴ数:15Hz・

Ἴ長:200 ਫ਼）を実施した。その結果、TENS
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を行わない対↷群を含んだ 4᮲௳の分ᩓ分

析では視覚的アナログ尺度（VAS）の違いに

有意な主効果を認めたが、N᮲௳、CW ᮲௳、

CWN ᮲௳間には有意ᕪを認めなかった。本研

究の結果、⑊痛部位と同一の⓶分⠇知覚

ᖏへの TENS には有意な効果があるものの、

TENS 部位間での有意ᕪは認められなかっ

た。 

（分担執筆者：川村博文、西上智彦、山本

綾子、辻下守弘、伊藤健一、大▮ᬸ久、高

木ᓠ子） 

担当部分：被験者への⑊痛評価と TENS の実

施および統計処理と論文の結果に関する部

分の執筆を担当した。 

（その他）     

手織りプログラムへの参加

が認知機能の活性化にえる

影響 

[口㢌発表] 

 

 

― 

 

平成 22 年 1

月 

 

第 14 回日本在宅

ケア学会学術集

会（東京） 

p.94 

 

S シルバー人材センターに登録中の 58 ṓ

から 77 ṓの女性で、手織り機を用いて作ရ

を作成するプログラム参加者 43 人を対象

に、週 1 回 1 クール 3 ࣨ月間のコースを 2

回実施した結果、事象関連㟁位 P300 と近㉥

外線分光法を用いた⬻イメージングによる

測定で、前㢌前野のᕥ側部が有意に活性化

していることが明らかとなった。 

(共同研究者：⮻井キミカ、中川知音、丸山

麻⾰、佐瀬美恵子、兼田美代、辻下守弘、

山口㐨弘、佐々木八千代、白井みどり、上

西洋子、津村智恵子） 

担当部分：事象関連㟁位 P300 と近㉥外線分

光法による⬻イメージング測定を担当し

た。 
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⭸大⭣関⠇機能不全に対

する筋㟁図バイオフィードバ

ック療法の一経験 

[口㢌発表] 

 

― 

 

平成 25 年 4

月 

 

第 41 回日本バイ

オフィードバッ

ク学会学術集会

（神奈川） 

バイオフィード

バック研究第 40

巻第 1号 2013 年 

p.88 

 

交通事ᨾにより⭸⭝ᦆ傷を受傷し，再

建術後に⭸大⭣㦵⭈機能不全となった症

例に対して筋㟁図バイオフィードバック療

法（以下 BF と␎す）を実施し、歩行障害の

改善に著効を認めたので、その実施方法と

経過について報告した。退院時には、不安

定性や⑈痛もなく、階段᪼㝆やスクワット

動作も問題なくスムーズ 

に可能となっていた。 

(共同研究者：辻下守弘、西上智彦、➲田朋

香、 山本᪼吾、Ꮮ 康基、梶原沙央里、田

辺暁人） 

担当部分：症例の評価から治療および論文

の執筆まで研究の全般を担当した。 

 

高齢者に対するキネクトセ

ンサーを用いたインタラクテ

ィブ・リハビリテーションの

効果 

[口㢌発表] 

 

― 

 

平成 26 年 4

月 

 

第 42 回日本バイ

オフィードバッ

ク学会学術集会

（東京） 

バイオフィード

バック研究第 41

巻第 1号 2014 年 

p.50 

 

本研究の目的は、高齢者を 対象としてキ

ネリハを用いた運動トレーニングを実施

し、全身の機能的身体運動能力やバランス

能力に及ࡰす 影響および認知⬻機能に対

する効果について検討することであった。

対象は、認知症や中ᯡ神経⣔疾患のないこ

とが確認された健常高齢者 3 名であった。

キネリハの所要時間は休ᜥも入れて⣙15分

とし，週 3 回の頻度で 2 週間継続した。キ

ネリハの結果 3 名ともに FRT はリーチ㊥離

が改善し、TUG は所要時間が▷縮していた。

ファイブ・ コグテストは手先の運動スピー

ドと注意分割機能が3名とも向上していた。 

(共同研究者：辻下守弘、川村博文、西上智

彦、松谷綾子、井上悦治） 

担当部分：症例の評価から治療および論文

の執筆まで研究の全般を担当した。 

 

認知症患者に対するインタ

ラクティブ・メトロノームの

症例報告 

[口㢌発表] 

 

― 

 

平成 27 年 3

月 

 

第1回認知症の早

期発見、予防・治

療研究会 

（東京） 

ᢒ録集 

p.14 

 

本研究では、認知機能の改善を目的とし

た IM トレーニングが、高齢者の認知症に対

しても同様の効果が期待できると考え応用

を試みたので報告する。対象は、IM トレー

ニングを3ࣨ月間継続できた認知症高齢者2

名とし、認知症の評価には、改訂長谷川式

⡆᫆知能評価スケール（HDS-R）と IM の専
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用ソフトに内ⶶされているミリ⛊単位でタ

イミング誤ᕪを測定する評価ツールを使用

した。IM は、1セッション⣙ 20 分とし、提

示される1分間 54のテンポに対して正確に

タイミングを合わせて両手、ᕥྑ片手とい

った 3種類のリズム運動を週 3回、3ࣨ月間

実施した。被験者 2名は、IM に対する意ḧ

が 3か月間維持され、トレーニング開始時

に比較して、タイミング誤ᕪが大ᖜに▷縮

し、それに伴って HDS-R の改善も認められ

た。IM は、認知症の認知機能の改善にも効

果が期待できる。 

 

タイミング誤ᕪのフィード

バックトレーニングが時間認

知に及ࡰす影響 

[口㢌発表] 

 

― 

 

平成 27 年 4

月 

 

第 43 回日本バイ

オフィードバッ

ク学会学術集会

（つくば） 

バイオフィード

バック研究第 42

巻第 1号 2015 年 

p.85-86 

 

本研究では、注意欠㝗多動性障害（ADHD）

と認 知症といった代表的な認知機能障害

に対してタイミング誤ᕪのフィードバック

トレーニングを継続的に実施する機会を得

た。対象は、ADHD の中学生 1 名とアルッハ

イマー型認知症の高齢者 1 名であった。ト

レーニングには、インタラクティブ・メト

ロノー ム法（IM）を用いた。IM は、1セッ

ション⣙ 30 分とし、提示されるテンポに対

して正確にタイミングを合わせてリズム運

動を行う課題を8週間で合計56セッション

実施した。その結果、ADHD ではセッション

中期以㝆でタイミング誤ᕪが小さくなり、

認知症ではセッション中期で急⃭にタイミ

ング誤ᕪが小さくなっていた。 

(共同研究者：辻下守弘、西上智彦、松谷綾

子、青田絵里） 

担当部分：症例の評価から治療および論文

の執筆まで研究の全般を担当した。 

 

 

リハ－207



教  育  研  究  業  績  書 

令和 2 年 3 月 31 日 

氏名 西川 㶾 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

内科⣔臨床医学，神経科学 精神神経科学，神経科学一般，神経心理学 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

1) 作業療法学専攻における精神医学の授業に

参加型演習を導入

平成 22 年 4月 

～ 

平成 30 年 3月 

大阪府立大学総合リハビリテーション学部作業療法学

専攻学生 2 年次授業科目「精神障害論」（後に「精神

医学Ⅱ」）において，毎回，前週に検討課題をえて

グループによる事前学習を行わせ，授業ではプレࢮン

テーション・討論・総括を行い，⩣週までに総括のレ

ポートを提出させるという今日のいわゆるアクティ

ブ・ラーニングを実践し，課題検討能力の向上をはか

った。

2) 作業療法学専攻における高次⬻機能障害学

の授業に参加型演習を導入

平成 22 年 4月 

～ 

平成 30 年 3月 

大阪府立大学総合リハビリテーション学部作業療法学

専攻学生 3 年次授業科目「認知心理障害論Ⅱ」（後に

「高次⬻機能障害学Ⅱ」）において，毎回，前週に検

討課題をえてグループによる事前学習を行わせ，授

業ではプレࢮンテーション・討論・総括を行うという

今日のいわゆるアクティブ・ラーニングを実践し，課

題検討能力の向上をはかった。 

3) 大学院生に対する職域横断的学術活動の支

援

平成 22 年 4月 

～ 

平成 30 年 3月 

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究科

大学院生に対し，各自の研究テーマに応じて，作業療

法士・言語聴覚士・理学療法士などの職域を㉸えた医

学分野の学会（老年精神医学会，高次⬻機能障害学会，

統合失調症学会等）への加入を促し，学会報告・論文

発表を指導して，職域横断的な学術活動の能力向上を

はかった。 

現在，医療専門職として就業している社会人大学院生

が多いという事情を考慮し，週 1 回，大阪市中心部に

あるサテライト教室でኪ間に研究指導を行った。 

２ 作成した教科書，教材 

精神医学マイテキスト 平成 23 年 4月 

～ 

平成 30 年 3月 

大阪府立大学総合リハビリテーション学部における

「精神医学」（後に「精神医学Ⅰ」）の講義に用い，

理学療法学専攻および作業療法学専攻の学生に，精神

医学のㅖ理念と歴史，症候学，精神疾患の各論的知識

を習得するために活用した。 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

大学設置・学校法人審議会の教員組織審査 平成 18 年 7月 公立大学法人大阪府立大学大学院総合リハビリテーシ

ョン学研究科臨床支援領域修士課程（職名：教授，講

義科目：高次⬻機能障害学特論 Ｍ可，研究指導：臨床

支援特別演習 Ｍ○合，特別研究 Ｍ○合）の資格あり

と判定 

大学設置・学校法人審議会の教員組織審査 平成 20 年 8月 公立大学法人大阪府立大学大学院総合リハビリテーシ

ョン学研究科博士後期課程（職名：教授，講義科目：

高次⬻機能障害学特別講義 㹂可，研究指導：臨床支

援特別演習Ⅱ 㹂○合，臨床支援特別演習Ⅲ 㹂○合，

特別研究Ⅱ 㹂○合，特別研究Ⅲ 㹂○合）の資格あり

と判定 

４ 実務の経験を有する者についての特記事
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５ その他 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 

1) 医師免許 昭和 54 年 5月 医師免許（第 244771 号） 

2) 博士（医学） 平成13年11月 大阪大学 16585 

3) 日本精神神経学会精神科専門医 平成 18 年 4月 会員␒号 04466 

4) 老年精神医学会専門医 平成 16 年 6月 第 001676 号 

２ 特許等 

３ 実務の経験を有する者についての特記事

４ その他 

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月  

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

（著書） 

1 疾病と治療Ⅲ 

（看護学テキスト NICE） 

共著 平成 22 年 11

月 

༡江堂 看護師㣴成の基礎教育および臨床実習用

のテキストシリーズのうち⭈・Ἢᒀჾ⣔，

⬻・神経⣔，精神，女性生殖ჾ⣔，小児の

各疾患の概念と診断・治療の知識を解説し

た書。 

B5 版 全 438 頁 

編者：松田ᬦ，荻原ಇ男，難Ἴ光義，鈴木

久美，林直子。 

本人担当部分「失行」「失認」「㐙行機能

障害」の各⠇（227-232）。 

症候の概念と病態，診断・評価法を解説し

た。 

2 精神医学マイテキスト 共著 平成23年4月 金芳堂 精神科治療に関わるコメディカル・スタッ

フおよび㣴成課程学生の教育に資するこ

とを目的に作成された教科書 

B5 版 全 214 頁 

監修者：武田雅ಇ 

編者：西川隆，中尾和久，三上章良 

共著者：⁽葉成彦，加藤佳也，手島愛雄，

中川賀Ⴙ，中広全延，福永知子，松浦玲子，

丸山総一郎，山本，横井公一 

本人担当部分「序論」「精神症候学」「⬻

ᒁ在症候」「画ീ検査」の項（1-38, 59-62） 

精神医学の重要性を健康寿・入院者数・

自殺者数の観点から説明し，精神医学の理

念と方法がヒューマニズムにもとづくも

のであることを解説した。 
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3 高次⬻機能障害 Q	A 

 症候編 

共著 平成 23 年 10

月 

新興医学出版社 高次⬻機能障害を学ぶ上で生じる問を

項目別に詳しく解説した書 

B5 版 全 209 頁 

編者：河村満 

本人担当部分「ᾘ去現象と空間無視の関

連」の項（74-76） 

ᾘ去現象と空間無視はしばしば合併する

が，両者は症候学的にも原因病ᕢの面でも

独立した症候であることを過去の知見に

もとづいて説明した。 

4 意識と╧ 

（⬻とこころのプライ 

マリケア 5）

共著 平成24年6月 シナジー ⬻とこころに関する病態を体⣔的に解説

した全書のうち，意識と╧╀に関する分野

における最近の研究知見を基礎から臨床

まで詳述した書 

B5 版 全 840 頁 

監修：日野原重明，宮岡等 

巻編者：千葉茂 

本人担当部分「特Ṧな意識障害 解離性障

害」の項（264-271） 

解離性障害は防衛機制として意識の一部

を自己から分離あるいは変容させること

により生じる病態である。てんかんや᫃╧

との㚷別を中心にその症状と病態を解説

した。 

5 ⬻⾑管障害と神経心理

学   第 2 版 

共著 平成25年9月 医学書院 ⬻⾑管障害によるᒁ在病変と各神経心理

学的症候の関連を⬻解๗生理学的病態理

論を㋃まえて総合的に解説した書 

B5 版 全 550 頁 

編者：平山恵造，田川ⓡ一 

本人担当部分「情動障害」の項（67-76） 

⬻⾑管障害によって現れる各種の気分・感

情の障害につい知見を総説し，そ神経基┙

と病態機序について解説した。 

6 認知症ハンドブック 共著 平成 25 年 11

月 

医学書院 認知症診療に必要な知識を全項目にわた

って詳しく解説した書 

A5 版 全 907 頁 

編者：中島健二，天野直二，下濱ಇ，冨本

秀和，三村ᑘ 

本人担当部分「認知症の診断―問診」の項

（109-115） 

認知症の問診手㡰と技法，留意事項につい

て解説した。 

7 症例で学ぶ高次⬻機能

障害-病ᕢ部位からの

アプローチ-

共著 平成26年9月 中外医学社 高次⬻機能障害に関する種々の実例をも

とに，各症候の病ᕢ部位と病態を解説した

書 

B5 版 全 274 頁 

編者：鈴木子 

本人担当部分「⬻ᱱ前部」の項（236-245） 

⬻ᱱ前部症候群を呈した症例を提示しそ

の病態と診断上の留意点および⬻ᱱの機

能解๗学的知識を解説した。 
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8 注意と意ḧの神経機構 共著 平成 26 年 10

月 

新興医学出版社 従来の認知科学では捉え難かった人間の

注意と意ḧの神経基┙とメカニズムにつ

いて種々の病態を通じて検討した書 

A5 版 全 280 頁 

編者：日本高次⬻機能障害学会教育・研修

委員会 

本人担当部分「ᾘ去現象の病態と注意機

構」の項(97－118) 

ᾘ去現象とは一側่⃭では感知可能な่

⃭が両側่⃭ではその一方を感知し得な

いという現象である。その病態に関する研

究の知見を総括し解説した。 

9 精神・心理機能評価ハ

ン 

   ドブック 

共著 平成27年6月 中山書ᗑ 精神疾患や神経疾患でみられる精神・心理

的障害および症状の評価尺度と検査法を

解説した書 

B5 版 全 528 頁 

編者：山内ಇ雄，㮵島晴雄 

本人担当部分「重度認知症における認知機

能検査」 

重度認知症の認知機能を評価しうる検査

として著者らが新たに開発した評価尺度

を解説した。 

10 情動とトラウマ 共著 平成29年4月 朝倉書ᗑ 心的トラウマがえる精神発達への影響

と精神障害発生の病態機制および治療ᡓ

␎を生物学的・心理学的・社会学的側面か

ら多面的に解説した書 

A5 版 全 230 頁 

編者：三村ᑘ 奥山眞紀子 

本人担当部分「ストレス関連障害に対する

他の精神療法」の項（216-223） 

ストレス関連性精神障害の精神療法のう

ち認知行動療法を除く他の精神療法につ

いて効果のエビデンスにもとづく推奨度

を国際外傷性ストレス研究学会のガイド

ラインにἢって解説し，理論的背景を解説

した。 

21 女性のメンタルヘル

ス 

共著 平成 29 年 11

月 

༡山堂 平成 26 年の女性活躍推進法の制定を受

け，働く女性のメンタルヘルスの向上と不

調の予防および治療について総合的に解

説した書 

B5 版 全 274 頁 

編者：丸山総一郎 

本人担当部分「女性のメンタル不調の診

察」の項（71-78） 

女性がメンタルヘルスの不調を呈した際

の診察手㡰とその際に考慮すべき女性特

有の生活史背景と心理的要因について解

説した。 

（学術論文） 
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1 島根県内の老健施設に  

おける認知症の周辺症  

状と介護負担の実態調  

査 

（査読付） 

共著 平成22年9月 島根医学 

30(3)184-191 

施設利用者の周辺症状と介護負担の実態

を調査し, その発生頻度と種類, 原疾患, 

認知症の重症度, 認知機能, 介護負担度

を調査した㹿入所者の多くが認知症を有

し, 周辺症状は多い㡰に, 無為・無関心, 

うつ・不ᛌ, 不安, ╧╀障害, 興奮, ᫆ᛣ

性, 異常行動, 妄想, 幻覚, ⬺ᢚ制, 食

行動異常, 多幸であり，そのうち, 不安, 

無為・無関心の 項目は全般的なの介護負

担に有意な影響をえていた㹿 

本人担当部分：研究計画，調査，データ分

析，結果の考察，論文執筆を担当した。 

共著者：中山博識, 大西久男, 西川隆 

2 重度認知症者のための  

認知機能検査 Ѹ  

͂Severe Cognitive   

Impairment Rating   

Scale 日̓本語版の臨床  

的有用性の検討 ̽  

（査読付） 

共著 平成 25 年 10

月 

老年精神医学雑誌 

24(10):1037-1046 

重度認知症患者にとって᪤存の認知機能

検査は難᫆度が高く，ṧ存する認知機能を

詳細に把握することが困難である．海外で

は，重度認知症患者の認知機能検査とし

て，Severe Cognitive Impairment Rating 

Scale (SCIRS)が開発されている．本研究

では，SCIRS の日本語版を作成し，臨床的

有用性を検討した．その結果，᪤存の検査

では床効果を示した患者に対しても，

SCIRS を用いてより詳細に認知機能を判

別できた．以上より，日本語版 SCIRS は重

度認知症者のṧ存する認知機能を詳細に

ᖜ広く測定可能な検査であると考えられ

た． 

本人担当部分：研究計画，調査，データ分

析，結果の考察，論文執筆を担当した。 

共著者：田中寛之，植松正保，永田優馬，

福原啓太，内藤泰男，大西久男，西川隆 

3 認知症患者における認  

知機能，ADL，BPSD の

関連性 重度認知症患

者に着目して 

（査読付） 

共著 平成26年3月 老年精神医学雑誌 

25(3):316-323 

94 人の認知症入院患者を対象に，認知機

能，日常生活活動（ADL），周辺症状（BPSD）

の関連性を検討した。その結果，ADL が高

ければ認知機能障害が軽度で，移動能力が

高いど BPSD が増悪することが明らかに

なった。また，重度認知症患者では，認知

機能検査，ADL 検査においていくつかの検

査項目で床効果を示した。そのため，重度

認知症患者向けの各検査が必要であると

考えられた。 

本人担当部分：研究計画，結果の考察，論

文執筆を担当した。 

共著者：田中寛之，植松正保，小城㑈太，

永田優馬，福原啓太，内藤泰男，大西久男，

西川隆 

4 利き手・非利き手での  

฿達把持動作での予測  

的なᡓ␎の検討 

共著 平成26年3月 ᅄ條␝学園大学リハ

ビリテーション学部

紀要 平成 26 年度 

高齢者の巧⦓動作能力の低下における特

徴を検討するために，฿達運動時に見られ

る Pre-shaping において最大切線㏿度出

現時点と母指・示指間最大㊥離出現時点を

指ᶆとして若年者と比較を行った。その結

果，高齢者では Pre-shaping が若年者に比

べてより早期に出現することが示された。 

本人担当部分：研究計画，結果の考察に関

わった。 

共著者：田丸佳希，内藤泰男，西川隆，松

下太，杉原勝美，西田ᩧ二，川上永子，北

山淳，㖟山章代，上田任克 
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5 ライフヒストリーカル  

テの作成 生活史を多

職種で共有する意義

（査読付）

共著 平成26年7月 老年精神医学雑誌 

25(7)801-808 

医療・介護療㣴型病床および介護老人保健

施設に入院・入所している患者のケアに資

することを目的に対象者の生活史を多職

種が▷時間で把握できる共有ツールの作

成を試みた。ケアスタッフへの意識調査に

より，記載すべき情報として，出身地，家

族関係， 家族や友だち，㐟び，仕事，結

፧，人柄，༳象にṧっているጼ，生活習慣，

りなどがᣲげられた。 

本人担当部分：研究計画，結果の考察，論

文執筆を担当した。 

共著者：田中寛之，山本祐子，小城㑈太，

永田優馬，日ᇉ一男，西川隆，植松正保 

6 非失語性失書を合併し  

たタイピング障害の一

例 ؐ 失書との関連 

ؐ 

  （査読付） 

共著 平成27年6月 高次⬻機能研究 

35(2)233-241 

非失語性の失書を伴うタイピング障害例

の病態を検討した。失書は運動覚性失書で

あり，タイピングの障害はᡴ㘽位置の空間

的誤りによるものであった。ᕥ中心前回，

ゅ回に病ᕢを有し，音㡩選択や配ิに関わ

るᕥ中前㢌回後部には及んでいなかった。

タイピングは書Ꮠと神経基┙の一部を共

有していることが示၀された。 

本人担当部分：症例の診断，神経学的所見，

画ീ所見，検査結果の分析と考察，論文執

筆に関わった。 

共著者：坂井麻里子, ᯽木敏宏, 江口香

織, 西川 隆 

7 Development of the 

Cognitive Test for 

Severe Dementia 

（重度認知症のための認

知機能テストの開発） 

（査読付） 

共著 平成27年6月 Dement Geriatr Cogn 

Disord  

40(1-2): 94-106 

中等度から重度の認知症患者に対して᪤

存の認知機能検査は床効果を示し，特に重

度認知症者に対してはṧ存する認知機能

を測定することができない。著者らは認知

機能 7領域 13 項目からなる重度認知症患

者向けの認知機能テスト(the Cognitive 

Test for Severe Dementia; CTSD）を開発

し，信頼性と妥当性を検討した。CTSD は

床効果を示さず，信頼性・妥当性も確認さ

れた。CTSD は他の認知機能検査と比較し

て重度認知症患者のṧ存する認知機能を

㗦敏に測定することができる。 

本人担当分：研究計画，結果の考察，論文

執筆を担当した。 

共著者：Tanaka H, Nagata Y, Uematsu M, 

Takebayashi T, Hanada K, Inokawa M, 

Fukuhara K, Ogawa Y, Haga D, Kakegawa Y, 

Nishikawa T 
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8 ྑ前㢌葉内側面ᦆ傷に 

より₎Ꮠの純⢋失書を 

呈した一例 

 （査読付） 

共著 平成27年6月 神経心理学 

31(3)204-212 

ྑ前㢌葉内側面ᦆ傷により₎Ꮠの純⢋失

書を呈した 1 症例について失書の発現機

序を検討した．₎Ꮠの誤り方の特徴とし

て，無反応に次いで形態性の誤りが多か

った．₎Ꮠの書Ꮠの成否は画数ではなく，

構成要素数の多さと関係し，㘒書の場合

は構成要素が他の₎Ꮠの構成要素に置

されることが多く，そのとんどが実在

する構成要素を組み合わせていた．他の

言語機能に問題がなかったことから，本

例の₎Ꮠの失書は，音㡩の配ิや意味か

ら文Ꮠ形態を想起する過程は終┙近くま

で保たれているが，最終段階における構

成要素の選択と配置の誤りによって生じ

ているものと考えられた． 

本人担当部分：症例の診断，神経学的所見，

画ീ所見，検査結果の分析と考察，論文執

筆に関わった。 

共著者：坂井麻里子，鈴木則夫，᯽木敏宏，

西川隆 

9 Decline of gustatory  

sensitivity with the 

progression of    

Alzheimer̓s disease 

（アルツハイマー病の進

行とともに低下する味

覚感度）

（査読付） 

共著 平成28年3月 International 

Psychogeriatrics 

28(3)511-517 

アルツハイマー病患者 32 名の甘味・塩

味・㓟味・苦味に関する味覚㜈値をテース

トディスクを用いて測定するとともに，味

覚ᘚ別，味覚同定能力を評価した。健常対

↷群と比較した。患者の味覚㜈値は初期か

ら低下し認知症の重症度とともに進行し

た。㓟味・苦味はᘚ別はできるが同定は困

難であったが，甘味だけは同定能力が保た

れていたことから，アルツハイマー病患者

にみられる甘味への強いႴ好性の基┙に

基礎的な味覚障害が関している可能性

が示၀された。 

本人担当分：研究計画，結果の考察，論文

執筆を担当した。 

共著者：Sakai M, Ikeda M, Kazui H, 

Shigenobu K, Nishikawa T 

10 重度認知症に対する

従   来の QOL 尺度の

限界 

（査読付） 

共著 平成28年4月 老年精神医学雑誌 

27(4): 429-437 

を対象に開発された QOL 尺度が用いられ

てきたが，近年，その QOL 概念の枠組みは

異なると示၀されている。36 人の重度認

知症者を対象に，自己評点式尺度と代理評

点式尺度をそれࡒれ2種類従来のQOL尺度

を用いて，重度認知症者に対する適応性を

検討した。適応性の検定の結果，4尺度の

内の1尺度内における2項目が適合基準を

満たしただけであった。重度認知症者に対

する従来の QOL 尺度の適応性には限界が

あると考えられた． 

本人担当分：研究計画，結果の考察，論文

執筆を担当した。 

共著者：永田優馬，田中寛之，石丸大貴，

植松正保，福原啓太，小川泰弘，内藤泰男，

西川隆 
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11 ྑ前㢌葉の発話・書Ꮠ  

への関― 一過性の

発話開始困難と持続的

な₎Ꮠの純⢋失書を呈

した症例からの考察 

共著 平成28年6月 高次⬻機能研究 

36(2)236-243 

前補足運動野を含むྑ前㢌葉内側面ᦆ傷

により一過性の発話開始困難と持続性の

₎Ꮠの失書を呈た症例を報告した。ྑ 前㢌

葉内側面ᦆ傷による失書は過去に報告さ

れていない。本例の書Ꮠの成否は, ₎Ꮠの

画数や使用頻度に依存せず, 構成要素 

(೫やなど₎Ꮠを構成する要素的単位) 

の数が増すど書Ꮠが困難であり, その

誤りの特徴は構成要素の置であった。ྑ

前㢌葉内側面は₎Ꮠ書Ꮠを実現する過程

の終┙の段階で, 構成要素の選択・配ิに

関している可能性が示၀される。 

本人担当部分：結果の考察，論文執筆を担

当した 

共著者：坂井麻里子，鈴木則夫，西川隆 

12 線画に比べ実物や写

真でより㢧著な障害を

認めた視覚失認の一例 

 （査読付） 

共著 平成28年6月 高次⬻機能研究 

36(2)304-311 

特異な視覚失認と大⬻性Ⰽ覚障害, 失語

症, 前向性健ᛀを呈する症例を報告した。

ᕥ側の⯉状回・⣳㗽状回を含む後㢌葉から

側㢌葉内側下部に病変を有し，一般的に視

覚対象の認知は実物や写真より線画の

うが難しいと考えられているのに反して, 

症例では線画に比べ実物や写真の認知が

不良であった。症例の視覚認知機能をさら

に検討した結果, ㍯㒌情報にもとづく対

象の認知は比較的保たれていたが, 陰影

や奥行きの情報を統合し, 立体感のある

対象として認知することが困難であると

考えられた。 

本人担当部分：結果の考察，論文執筆を担

当した。 

共著者：竹田奈央子, 渋谷静英, 塚本能

三, 西川隆, ᯽木敏宏 

13 ⬻⾑管障害によりフ

レ ゴリの㘒覚と身

体パラ   フレニアを

合併した 2   症例

（査読付）

共著 平成28年6月 高次⬻機能研究 

36(2)312-319 

⬻⾑管障害によるྑ半⌫病変に伴って身

体パラフレニアとフレゴリの㘒覚を合併

した 2 症例を報告した。Feinberg らは, 

身体パラフレニアを, カプグラ症候群と

同型の病態構造を有していると指摘して

いるが, 身体パラフレニアとカプグラ症

候群の合併の報告はみられない。一方, 身

体パラフレニアにフレゴリの㘒覚の合併

をうかがわせる記述は少数見出された。身

体パラフレニアと人物誤認症候はྑ半⌫

とりわけ前㢌葉病変に共通した責任病ᕢ

があるものと考えられており, これまで

注目されてこなかったが, フレゴリの㘒

覚と身体パラフレニアはより高率に合併

している可能性がある。 

本人担当分：画ീ所見，結果の考察，文献

的検討，論文執筆を担当した。 

共著者：掛川泰ᮁ，☾野理，西川隆 
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14 家族からのビデオレ

タ ーによる

simulated

Presence Therapy が言

語的ΰ行動を軽減さ

せた認知症高齢者の一

症例

（査読付）

共著 平成29年4月 作 業 療 法 36(2): 

223-229

家族からの語りをオーディオ・ビデオテー

プに録音・録画・再生する擬ఝ的再現療法

とはことで感情を่⃭し,ᛌ適さをもたら

す療法を認知症高齢者の一症例に実施し

た結果，介入前と比較して介入後に言語的

ΰ行動の回数に有意な軽減を認めたが，

音楽่⃭では効果がみられなかった。家族

からのビデオレターによる擬ఝ的再現は

症例のḧ求不満を軽減する作用があると

考えられた。 

本人担当分：結果の考察，論文執筆を担当

した。 

共著者：田中寛之，永田優馬，石丸大貴，

小城㑈太，西川隆 

15 Impaired    

Interpretation of    

Others' Behavior is   

Associated with    

Difficulties in    

Recognizing    

Pragmatic Language    

in Patients with    

Schizophrenia 

（統合失調症において

他者の行動の理解障害

は語用論的言語理解障

害と関連している） 

（査読付） 

共著 平成 29 年 10

月 

Journal of 

Psycholinguistic 

Research 46(5): 

1309-1318 

統合失調症患者34人と健常者34人に対し

て，心の理論課題，比႘⓶⫗文課題，社会

常識テストを実施した，全ての課題におい

て，患者群は健常群よりも有意に障害され

ていた。また患者群内において比႘理解能

力と正常行動理解能力，⓶⫗理解能力と異

常行動理解能力の間に有意な相関がみら

れた。統合失調症患者の社会的認知機能障

害はこれら 2 つの語用論的要因を含んで

いることが示၀された。 

本人担当分：研究計画，結果の考察，論文

執筆を担当した。 

共著者：Fukuhara K, Ogawa Y, Tanaka H, 

Nagata Y, Nishida S, Haga D, Nishikawa 

T 

16 Earlier and greater 

hand pre-shaping in 

the    elderly: a 

study based on 

kinetic analysis of 

reaching movements to 

grasp objects 

（高齢者にみられる早

期のより大きな手

pre-shaping:物体把握

฿達運の運動学的分析

に基づく研究） 

（査読付） 

共著 平成 29 年 11

月 

Psychogeriatrics 

17(6): 382-388 

物体把握の準備動作として฿達運動期間

にみられる手の形態変化を Pre-shaping

という。高齢者の巧⦓動作の評価ととも

に，高齢者群と若年対象者群の

Pre-shaping を運動解析置を用いて比

較したところ，Pre-shaping の最大切線㏿

度出現時点と母指・示指間最大㊥離出現時

点高齢者の方が若年者に比べてより早期

に出現することが示された。この結果は高

齢者においては巧⦓動作能力の低下を代

ൾする方策として Pre-shaping を変化さ

せていることを示၀している。 

本人担当部分：研究計画，結果の考察，論

文執筆に関わった。 

共著者：Tamaru Y, Naito Y, Nishikawa T 
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17 Gustatory 

dysfunction as an 

early symptom of    

semantic dementia 

（意味性認知症の初期

症状としての味覚障

害） 

（査読付） 

共著 平成 29 年 11

月 

Dement Geriatr Cogn 

Dis Extra 7(3): 

395-405

意味性認知症(SD)患者 18 名とアルツハイ

マー病(AD)患者 18 名，健常対↷者に対し

て，味覚㜈値および味覚ᘚ別・味覚同定の

能力を測定し比較した。SD と AD ではとも

に早期より健常者に比べて味覚㜈値が低

下しており，その傾向は SD でより目立っ

た。この研究は SD の味覚㜈値を測定した

初めての研究である。SD では AD と比較し

てより甘味へのႴ好性の強いことが知ら

れているが，その背景には基本的な味覚機

能低下が関していると考えられる。 

本人担当分：研究計画，結果の考察，論文

執筆を担当した。 

共著者：Sakai M, Ikeda M, Kazui H, 

Shigenobu K,Komori K, Ikeda M, 

Nishikawa T 

18 Development of the   

Japanese version of 

the Quality of Life in 

late-stage Dementia 

Scale 

（Quality of Life in 

late-stage Dementia 

Scale 日本版の作成） 

（査読付） 

共著 平成30年3月 Psychogeriatrics 

18(2): 106-112 

重度認知症者の QOL 尺度は海外でも少数

しか開発されておらず，日本ではまだ臨床

に導入されていない。本研究は海外で開発

され広く使用されている Quality of Life 

in late-stage Dementia Scale(QUALID)

を原著者の許可を得て翻訳して日本版

(QUALID-J)を作成し，その信頼性と妥当性

を検討したものである。70 人の重度認知

症者に評価を施行し，十分な信頼性・妥当

性を有する検査であることが確認された。

今後重度認知症患者の治療や介護の効果

判定に役立つことが期待される。 

本人担当分：研究計画，結果の考察，論文

執筆を担当した。 

共著者：Nagata Y, Tanaka H, Ishimaru D, 

Uematsu M, Naito Y, Nishikawa T 

19 Clinical Utility of 

the Cognitive Test 

for Severe Dementia: 

Factor Analysis, 

Minimal Detectable 

Change, and 

Longitudinal Changes 

  (Cognitive Test for 

Severe Dementia の臨

床的有用性：因子分析，

最小検出可能変化値，

長期変化) 

（査読付） 

共著 平成30年6月 Dement Geriatr Cogn 

Dis Extra 8(2): 

214-225

著者らが開発した重度認知症患者向けの

認知機能テスト CTSD (the Cognitive Test 

for Severe Dementia）の臨床的有用性を

COSMIN checklist によって検討した。232

人の認知症患者における認知機能の変化

を追㊧し，そのデータにもとづいて 1)因

子分析による構成妥当性，2)ᶆ準誤ᕪと最

小検出可能変化値による信頼性と解釈可

能性，3)長期変化による反応性，を検討し

た。結果は CTSD が信頼しうる評価指ᶆで

あることを示した。 

本人担当分：研究計画，結果の考察，論文

執筆を担当した。 

共著者：Tanaka H, Nagata Y, Ishimaru D, 

Ogawa Y, Fukuhara K, Nishikawa T 
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20 Physical Activity in 

Severe Dementia is 

Associated with 

Agitation Rather than 

Cognitive Function 

（重度認知症の身体活動

は認知機能でなく焦⇱

と関連している） 

（査読付） 

共著 令和 1年 9月 Am J Alzheimers Dis 

Other Demen 

doi: 

10.1177/15333175198

71397.

重度認知症者における身体活動と認知機

能・日常生活活動(ADL)・心理行動症状

(BPSD)の関連を検討した。認知症患者 63

名の 1 日身体活動量をアクティウォッチ

で定量的に計測し，認知機能・日常生活活

動・心理行動症状の各評価尺度の結果との

関連を分析した。重度認知症者の身体活動

は認知機能ではなく BPSD の焦⇱と相関し

ていた。 

本人担当分：研究計画，結果の考察，論文

執筆を担当した。 

共著者：Ishimaru D, Tanaka H, Nagata Y, 

Nishikawa T 

21 Insight Into Illness 

and Defense Styles in 

Schizophrenia 

（統合失調症における

病識と防衛様式） 

（査読付） 

共著 令和 1年 9月 J Nerv Ment Dis 

207(10):815-819 

統合失調症者における病識と防衛機制，認

知機能の関連を検討した.38 名の統合失

調症患者に SAI-J（病識尺度），DSQ(防衛

様式)，BACS-J（神経認知機能），BPRS（精

神症状)を施行した結果，認知機能と精神

症状を統制した重回帰分析によって，病識

は未熟な防衛機制に関連していることが

示された。 

本人担当分：研究計画，結果の考察，論文

執筆を担当した。 

共著者：Ogawa Y, Fukuhara K, Tanaka H, 

Nagata Y, Ishimaru D, Nishikawa T 

22 Clinical factors 

associated with 

Activities of Daily 

Living and their 

decline in patients 

with severe and 

profound dementia 

（重度および最重度認

知症患者の日常生活活

動とその低下に関連す

る臨床要因） 

（査読付） 

共著 令和 2年 3月 Psychogeriatrics 

20(3):327-336 

認知症患者の ADL に影響を及ࡰす因子を

検討した。131 人の患者に Personal 

Self-Maintenance Scale (PSMS)（ADL 尺

度）と CTSD(認知機能尺度)，NPI-NH と

CSDD(PPSD 尺度)，MNA-FS（栄㣴状態），CCI

（合併疾患）等による評価の 6か月間の変

化を測定し，重回帰分析を行った結果，最

重度の段階の認知症においても ADL 機能

の低下を最もよく予測する因子は認知機

能であることが示された。 

本人担当分：研究計画，結果の考察，論文

執筆を担当した。 

共著者：Tanaka H, Nagata Y, Ishimaru D, 

Ogawa Y, Fukuhara K, Nishikawa T 

23 認知症における

engagement 評価尺度; 

日本語版 Menorah Park 

Engagement Scale の臨

床的有用性の検討  

（査読付） 

共著 令和 2年 3月 老年精神医学雑誌 

31(3):304-310 

engagement とは活動に取り組む主体の態

度のことであり，認知症者のリハビリテー

ションにおいては重要な要因と考えられ

るが，本邦ではいまだこれに関する評価尺

度は導入されていない。海外で使用されて

いる Menorah Park Engagement Scale を原

著者の許可を得て日本語に翻訳し，その信

頼性と妥当性を検討した。日本語版

Menorah Park Engagement Scale は認知症

者の engagement を評価する上で有用性な

尺である。 

本人担当分：研究計画，結果の考察，論文

執筆を担当した。 

共著者：石丸大貴, 田中寛之, 永田優馬, 

西川隆 
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（その他） 

「総説」 

1 意図と⬻のᕥྑ：⬻の

中のᘚ証法 
単著 平成23年6月 Brain Medical 23(2): 

163-170

⬻ᱱ離断例で出現するᣕᢠ失行や意図の

ᢠதという症候においてはᕥྑの半⌫に

異なる意図が存在することが明らかにな

る。健常者の場合，ᕥྑの半⌫は相互に▩

┪する意図が生じた場合に両者を統合し

てより合理的な行動を創造することによ

り進化と個体発達が実現してきたと考え

られることを論じた。 

2 神経心理学からみた高

齢者の認知機能低下 
共著 平成24年4月 老年精神医学雑誌

23(4): 441-454 

高齢者において減⾶する認知機能低下に

関して神経心理学的機能の各領域につい

てこれまでの内外の研究知見をレビュー

し解説を加えた。近年のこの分野の研究は

社会学的認知機能に及んでおり，加齢の影

響を受ける程度には多様なᕪがあること

を指摘した。 

本人担当部分：資料収集，執筆 

共著者：小川泰弘，西川隆 

3 現象学に対する神経心

理学的見地からの若ᖸ  

のコメント 

単著 平成25年3月 神経心理学 29(1): 

44-53

現象学は近代の科学的ᐈ観主義が動態的

な現実を抽象的に捉えていることをᢈ判

し，主体的体験を根拠として現実をとらえ

ようとする思想であった。このような視点

は，ともすればᐈ観主義的な人間観を抱き

がちな今日の⬻科学や神経心理学に対し

ても重要なᢈ判的観点であることを指摘

した。 

4 外来で早期に認知症を  

うコツ 
単著 平成27年3月 治療 97(3): 313-316 一般的な診療において外来患者が認知症

であることを治療者がうのはどのよう

な所見を見出したときであるか，いくつか

の経験上の要点を解説した。 

5 ⬻ᱱと精神疾患 単著 平成27年3月 神経内科 

82(3):297-304 

⬻ᱱ離断症状は自己の単一性や同一性の

障害を招くことがら，離断学説が提起され

て以来，統合失調症や心因性の解離症状の

モデルとされてきた。⬻ᱱの解๗生理学的

知識と症候学および精神疾患と関連する

研究史の流れを解説し，今後の展望を述べ

た。 

6 DSM-5 からみた」合性

注意の領域 
共著 平成 28 年 12

月 

神経内科

85(2):182-187 

アメリカ精神医学会の精神疾患診断マニ

ュアルDSM-ⅣからDSM-5への改訂に伴い，

認知症の診断基準に含まれる認知機能が

5領域から 6領域に増えるとともに，領域

間をまたいだ再編成が行われた。新たに設

けられた「」合性注意」の概念を改訂の背

景とともに開設した。 

本人担当分：執筆 

共著者：永田優馬, 田中寛之, 石丸大貴, 

西川隆 
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7 統合失調症患者におけ  

る語用論的言語（比

႘・⓶⫗）の理解能力

に   ついて 

  （査読付） 

共著 平成 28 年 12

月 

Journal of 

Rehabilitation and 

Health Sciences 

1415-25  

語用論の定義や統合失調症患者の言語使

用に関する学術的背景，統合失調症患者の

比႘・⓶⫗理解における障害についての知

見を総説し，言語的観点からの統合失調症

者に対する支援方法と今後の展望につい

て指摘した。 

本人担当分：執筆 

共著者：福原啓太，田中寛之，小川泰弘，

永田優馬，田中宏明，大西久男，西川隆 

8 グローバリࢮーション  

の負മ－㈋困・高齢の  

都市生活者に見える㢼 

景－ 

単著 平成30年2月 臨床精神医学 47(2): 

169-175, 2018

グローバリࢮーションやボーダーレスが

進行する社会的影響について，都市の㈋

困・単身の高齢者の視点から最近の社会変

化がどのように見えるかをᩆ護施設での

医療経験を㋃まえ，素ᥥした。 

9 重度認知症者のための

認知機能検査 : 

Cognitive Test for 

Severe Dementia, 

Severe Cognitive 

Impairment Rating 

Scale 

共著 平成 30 年 11

月 

老年精神医学雑誌 

29(11):1175-1181 

重度認知症者の認知機能の変化を検出す

るためにはṧ存する限られた機能を検出

し，それをさらに段階づけることができる

だけの感度を備えていることが必要であ

る。現在日本で使用しうる検査のうち，著

者らが開発した CTSD と同じく著者らが翻

訳導入したSCIRSの2つの認知機能検査に

ついて，それࡒれの内容と特徴を解説し

た。 

本人担当分：執筆 

共著者：田中寛之, 永田優馬, 石丸大貴, 

西川隆 

「㎡典」 

1 現代精神医学事典 共著 平成23年1月 弘文堂 精神医学に関する㎡典 

A5 版 全 1391 頁 

編者：加藤敏，神庭重信，中谷陽二，武田

雅ಇ，㮵島晴雄，狩野力八郎，市川宏伸 

執筆者：570 名 

本人担当部分 意識・神経心理学に関する

ㅖ項目 
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年月日

平成25年4月

平成25年4月

平成22年5月

平成22年9月

平成23年2月

平成23年9月33）現職者対象の研修会、講習会の講師 行岡リハビリOB会研修会「下⫥障害の理学療法～
足関⠇疾患を中心に～」

32）現職者対象の研修会、講習会の講師 第8回生ᾭスポーツ研究会「足部機能と運動連㙐の
観点からスポーツ障害の発生について考察する」

31）現職者対象の研修会、講習会の講師 大阪府理学療法士会ࠉሜ市ブロックࠉ講習会「下
⫥・体ᖿ部の運動連㙐を考慮したアプローチ」

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ４

教育上の能力に関する大学等の評価ࠉ３

30）現職者対象の研修会、講習会の講師 大阪府理学療法士会ࠉሜ市ブロックࠉ研修会「下
⫥・体ᖿ部の運動連㙐に関する基礎知識と評価・
分析」

作成した教科書，教材ࠉ２

5）ビデオ教材の作成 大阪河㷂リハビリテーション大学
リハビリテーション学部理学療法学専攻
「臨床運動学演習」の動画の自主作成症例の基本
動作ビデオ、高齢者の歩行動作(⣙250名)の動画集

10）実践PTノート運動ჾ傷害の理学療法（第2版）
(三㍯書ᗑ)

大阪河㷂リハビリテーション大学
リハビリテーション学部理学療法学専攻
「運動ჾ⣔理学療法学実習」のテキスト作成

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

教育方法の実践例ࠉ１

7）実技を取り入れた実践的な講義・実習 平成25年4月
～

現在に⮳る

大阪河㷂リハビリテーション大学リハビリテー
ション学部ࠉ「運動ჾ⣔理学療法学」「運動ჾ⣔
理学療法学実習」「スポーツ・リハビリテーショ
ン」において実践的な実技を中心とした講義とプ
レࢮンテーション資料の作成、実技の復習や練習
が可能な講義資料を作成した。

教 育 研 究 業 績 書

令和�年�᭶��᪥ࠉ

氏名 橋�本�雅�⮳

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

健康・スポーツ科学
人間医工学

スポーツ科学、運動療法、動作分析、バイオメカニクス、病態運
動学
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年月日事項 概 要

平成23年10月

平成24年3月

平成24年6月

平成25年1月

平成25年1月

平成25年5月

平成25年9月

平成25年12月

平成26年5月

平成26年6月

平成26年9月

平成26年10月45）現職者対象の研修会、講習会の講師 大阪臨床整形外科医会療法士会研修会「⭸関⠇障
害に対する理学療法～動作解析と評価から治療
～」

44）現職者対象の研修会、講習会の講師 (公社)大阪府理学療法士会大阪༡ブロック技術講
習会「下⫥運動連㙐を考慮した観察的動作分析と
アプローチ（実技編）」

43）現職者対象の研修会、講習会の講師 (公社)大阪府理学療法士会ࠉ大阪༡ブロックࠉ研
修会
「下⫥運動連㙐を考慮した観察的動作分析とアプ
ローチ（導入編）」

42）現職者対象の研修会、講習会の講師 大阪河㷂リハビリテーション大学同❆会（河泉
会）スキルアップスキンシップ講ᗙ「下⫥関⠇疾
患（⭸関⠇）の評価と治療」

41）現職者対象の研修会、講習会の講師 和ḷ山県高等学校体育クラブキャプテン研修会
「身体の土台、足から考えてみる」

40）現職者対象の研修会、講習会の講師  (公社)奈良県理学療法士会主ദࠉ第21回公開講ᗙ
「アンチエイジングの⛎ジࠉそれは『⬮から』」

39）現職者対象の研修会、講習会の講師  (公社)大阪府理学療法士会ࠉ豊能ブロック主ദ第
1回新人教育プログラム講習会

38）現職者対象の研修会、講習会の講師 第23回京都府理学療法士学会教育講演「運動ჾ疾
患の理学療法における臨床力」

37）現職者対象の研修会、講習会の講師 平成24年度大阪府理学療法士会生ᾭ学習部・講習
会「立位ጼໃ・歩容を変化させるための評価とア
プローチ」

36）現職者対象の研修会、講習会の講師 大阪府理学療法士会ࠉ豊能ブロック研修会「足
部・足関⠇の機能からみた立位・歩行観察」

35）現職者対象の研修会、講習会の講師 大阪府理学療法士会泉州ブロック特別講演会「下
⫥運動連㙐からみた身体運動の捉え方～௬説と検
証の⧞り返し～」

34）現職者対象の研修会、講習会の講師 大阪回生リハビリテーション研究会「足部のアプ
ローチから下⫥・体ᖿの機能へ運動連㙐について
考える」
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年月日事項 概 要

平成26年12月

平成27年5月

平成27年12月

平成27年5月

平成27年12月

平成28年10月

平成28年12月

年月日

昭和63年4月

平成16年12月

平成22年4月

平成9年9月

平成12年3月

平成17年3月

特許等ࠉ２

特になし

2）大学教育関連学位 学士(社会学)取得：ష教大学第42456号

修士（体育学）取得：大阪体育大学大学院第73号

博士（スポーツ科学）取得：大阪体育大学大学院
第3号

1）理学療法士関連 理学療法士免許（第15840号）取得：厚生労働省

第31回理学療法士・作業療法士㣴成施設等教員講
習会修了：厚生労働省（第3370号）

専門理学療法士（運動ჾ3-115）認定：日本理学療
法士協会

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

事項 概 要

資格，免許ࠉ１

52）現職者対象の研修会、講習会の講師 あしべん主ദ特別講習会「力学的観点から歩行を
診る～動作分析の際、考慮すべきポイント～」

その他ࠉ５

51）現職者対象の研修会、講習会の講師 (公社)大阪府理学療法士会ࠉሜブロックࠉ研修会
「歩行を診る」

50）現職者対象の研修会、講習会の講師 あしべん主ദ特別講習会「身体運動連㙐の基┙と
なる体ᖿ機能をどう捉えるか㸽」

49）現職者対象の研修会、講習会の講師 第14回ࠉ日本良導⤡自律神経学会ࠉ近␥ブロックࠉ
講習会「病態運動学から見たスポーツ傷害のとら
え方とアプローチ」

48）現職者対象の研修会、講習会の講師 あしべん主ദ特別講習会「身体運動連㙐の基┙と
なる体ᖿ機能をどう捉えるか㸽」

47）現職者対象の研修会、講習会の講師 第14回ࠉ日本良導⤡自律神経学会ࠉ近␥ブロックࠉ
講習会「病態運動学から見たスポーツ傷害のとら
え方とアプローチ」

46）現職者対象の研修会、講習会の講師 あしべん主ദ特別講習会「立位・歩行のための体
ᖿ機能と動作のとらえ方」
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年月日事項 概 要

(ᰴ)本田技術研究所ᅄ㍯R	Dセンター

平成23年4月
ࠥ

現在に⮳る

自動㌴の乗㝆動作の関する動作解析
大阪㟁気通信大学吉田研究室との3施設の共同研究

その他ࠉ４

1）学外研究機関などとの共同研究

(ᰴ)ワコール人間科学研究所 平成17年4月
ࠥ

現在に⮳る

運動機能に着目したアンダーウェア、スポーツ
ウェアの開発と三次元動作解析置を用いた効果
の検証

5）医療機関での臨床実務歴 平成7年4月
ࠥ

現在に⮳る

金井整形外科医院非常勤にて外来部門を担当。週1
回の診療にて外来症例の理学療法を行っている。
対象症例に対して自宅リハや自主運動の立案、診
療時のチェックを頻回に行った。十数年に渡り診
療を継続している症例も少なくない。

ࠉ

8）医療機関での臨床実務歴 平成18年4月
ࠥ

現在に⮳る

ᐆ持会池田病院リハビリテーションセンター非常
勤にて、外来部門のኪ間診療を担当。週1回の診療
にて外来症例の理学療法を行っている。特にス
ポーツ選手のリハビリテーションを多く担当して
いる。また若い理学療法士の教育的立場から臨床
指導を行っている。

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ３
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要

（著書）

共著 平成23年3月

共著 平成23年3月

共著 平成25年4月

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

9. 実践PTノート
   運動ჾ傷害の理学療法
  （第2版）

運動ჾ傷害の概論と運動療法に関して実際に実践
している実技内容を部位ごとに紹介した。さらに
自己学習のため、その手技の動画をDVDに収録し
講義外での実技練習に役立てるように工夫した。
第1版から内容の見直しと追加を行い、より実践
的な内容に再編した
（Ａ４判ࠉ全210頁）
編著者：小柳☻Ẏ
共著者：上野隆司、吉本陽二、橋本雅⮳、
ῡ岡聡、中江徳彦、佐藤睦美、境隆弘
共著者全員での執筆

7．歩行を診る
  －観察から始める理学
  療法実践－

(ᰴ)文光堂 歩行動作の改善を目的に臨床で経験する障害ご
と、また疾患ごとに歩行動作をいかに捉え、アプ
ローチするかを具体的に解説した。さらに理学療
法効果を高めることに効果的な㐨具やჾ具、アイ
テムの使用についてもまとめてある。（Ａ５判ࠉ
全478頁）
編者：松尾善美

ձ本人担当部分：
（各論28）テーピング、インソールを必要とする
対象者（㹮．390～㹮．408）を共著。
歩行を分析、アプローチする際にテーピングやイ
ンソールパッドなどを用いて歩容の変化から理学
療法のᡓ␎を具体化していく方法を紹介し、例示
しながら解説した。共著者：橋本雅⮳、伊佐地弘
基、岡田ள美

②本人担当部分：
（各論29）スポーツウエアを必要とする対象者
（㹮．409～㹮．426）を単著。
テーピングなどの効果を利用し、歩行などのⲴ重
位動作の機能にアプローチする方法を紹介し、
テープの効果を持続させるためのスポーツウエア
の紹介や利用方法について解説した。

8. 理学療法Mook㸷
   スポーツ傷害の理学
   療法(第2版)

（ᰴ）三㍯書ᗑ 第1版より、さらに最新情報をふまえてスポーツ
外傷・障害全般的に理学療法士の観点から発生要
因や力学的ストレスなどスポーツ➇技を困難にす
る病態運動学について解説している。またその要
因をふまえて適切な理学療法について臨床の観点
から紹介、解説している
（㹀５判ࠉ全400頁）
編著者：福井ຮ、小柳☻Ẏ

本人担当部分：
第3章ᅄ⫥と体ᖿの傷害に対する理学療法4．下⫥
のスポーツ障害の理学療法ձ
（㹮．71～㹮．82）を共著。
下⫥のスポーツ障害について発生要因とその対応
策、発症後のコンディショニング、トレーニング
および再発予防の観点から解説した。特に運動
学、運動力学的側面から工夫したトレーニングの
紹介や運動解析のデータからスポーツ障害の発生
要因について考察を加えた。
共著者：中江徳彦、橋本雅⮳、田中則子
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成28年5月

共著 平成29年5月

10. 教科書にはない敏⭎
    PTのテクニック
   -臨床実践変形性⭸関
    ⠇症の理学療法-

(ᰴ)文光堂 日常診療でよく診る変形性⭸関⠇症について，経
験豊富な敏⭎理学療法士による長年の創意工夫に
より，臨床現場で行われている技術のコツについ
て解説した。
（㹀５判ࠉ全192頁）
編著者：橋本雅⮳

：ձ本人担当部分ࠉ
⭸OAの外科的治療を理解し術後に活かす（㹮．47
～㹮．59）を共著。
人工⭸関⠇置術を中心にその手術方法を解説ࠉ
し、⓶切開から術後の理学療法の工夫や考慮の
ポイントを解説した。特に術後関⠇可動性に影響
をえやすい術創部のアプローチを具体的に紹介
した。ࠉ
共著者：橋本雅⮳、木下和昭

：本人担当部分②ࠉ
⭸OA患者の術前・術後の歩容改善をねらう（㹮．
120～㹮．134）を単著。
手術前の状態から手術後の歩容の改善を、そのࠉ
時期に分けて解説した。特に術後のṧ存する体ᖿ
機能の不具合に着目して具体的なアプローチにつ
いて紹介している。

11. 教科書にはない敏⭎
    PTのテクニック
    -臨床実践足部・足関
     ⠇の理学療法-

(ᰴ)文光堂 足部・足関⠇に頻発する運動ჾ傷害を中心に評価
やアプローチについて臨床で行っている実践的な
内容をまとめた。運動ჾ疾患以外にも内科的障害
に起因する足部の障害についてもあわせて解説し
た。
（㹀５判ࠉ全179頁）
編著者：橋本雅⮳

ձ本人担当部分：
足部・足関⠇機能と身体運動との関係をとらえる
（㹮．25～㹮．38）を共著。
足部・足関⠇の力学的機能について解説し、身体
運動時の基礎としての役割に対して必要な機能を
解説した。また機能不全の場合のアプローチにつ
いて紹介を行った。ࠉ
共著者：橋本雅⮳、木下和昭

②本人担当部分：
ᡥ平足障害Ѹ足部・足関⠇の機能的特徴をふまえ
介入する（㹮．70～㹮．84）を共著。
臨床で経験するᡥ平足障害が足部にとどまらず、
身体運動に影響を及ࡰす関係性について解説し、
その評価方法やアプローチについて紹介した。
共著者：中尾英ಇ、橋本雅⮳

ճ本人担当部分：
有痛性外反母㊑Ѹ足部・足関⠇の機能的特徴をふ
まえ介入する（㹮．85～㹮．98）を共著。
外反母㊑変形でも有痛性の場合を重要視して、足
部にとどまらず、身体運動に影響を及ࡰす関係性
について解説し、その評価方法やアプローチにつ
いて紹介した。特に㠐の工夫やインソールなどに
ついて具体的に解説した。
共著者：生島直樹、橋本雅⮳

մ本人担当部分：
後⬯㦵筋⭝、⭌㦵筋⭝の要害Ѹ足部・足関⠇の機
能的特徴をふまえ介入する（㹮．99～㹮．113）
を共著。
足アーチ機能を担保する筋群に加わる力学的スࠉ
トレスを具体的に紹介し、その頻回な負Ⲵが引き
起こす筋⭝の障害を解説した。足部機能だけでは
なく、身体の重心保持の機能を含めて具体的に解
説した。
共著者：⎩生玲子、橋本雅⮳
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成30年3月

西守隆 編著, 上杉雅之監修

（㹀５判ࠉ全305頁）

本人担当部分：
第4章4アキレス⭝断(手術適応例).  （㹮．196
～㹮．205）を共著。
アキレス⭝断術後の理学療法を臨床上の工夫を
㋃まえて解説した。
共著者：橋本雅⮳、木下和昭

共著 平成30年5月

橋本雅⮳, 村西ኖ⚈ 編集

（㹀５判ࠉ全194頁）

ձ本人担当部分：

共著 令和1年8月
橋本雅⮳ࠉ編集
（㹀５判ࠉ全179頁）
ձ本人担当部分：

（学術論文）

[原著論文]

共著 平成22年4月

共著 平成22年6月

13. 教科書にはない敏⭎
    PTのテクニック
    -臨床実践ࠉ⫪関
     ⠇の理学療法-

(ᰴ)文光堂

14. 教科書にはない敏⭎
    PTのテクニック
    -臨床実践体ᖿの理学療
法-

(ᰴ)文光堂

12. 統合と解釈がよくわかる
実践㸟理学療法評価学

(ᰴ)医ṑ薬出版

38. グラウンドサーフェ
    イスの変化が大学サ
    ッカー選手のスポー
    ツ傷害に及ࡰす影響
    -土グラウンドとロ
     ングパイル人工Ⱚ
     グラウンドとの比
     較-
    (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.18 (2)
:P.256-P.263

グラウンド表面の違いがサッカー選手のスポーツ
傷害の発生にえる影響を調査した。土グラウン
ドで練習を行った１年間とその後人工Ⱚグラウン
ドで行った１年間に発生したスポーツ傷害を集計
し、人工Ⱚでは土グランドと比して上⫥の傷害発
生が多かった。要因として下⫥の᫆⑂労による㌿
ಽの増加、スライディングなどの練習プレー内容
の変化が考えられた。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保衛、
橋本雅⮳、山野仁志、岸本恵一、藤竹ಇ㍜

39. 大学サッカー選手に
    対する足㊑ᒅ᭤筋力
    トレーニングの効果
    (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.19
:P.3-P.6

スポーツ傷害の発生と足㊑ᒅ᭤筋力との関連か
ら、足㊑ᒅ᭤筋力を継続的にトレーニングするこ
とが基本的なパフォーマンステストとの関連を調
査し、検討を加えた。結果はトレーニング介入前
後では片⬮立位能力、最大1歩㋃み出し能力が向
上した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保衛、
橋本雅⮳、山野仁志、岸本恵一、藤竹ಇ㍜
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成22年6月

共著 平成22年6月

共著 平成22年8月

共著 平成22年9月

42. 高校サッカー選手に
おける体ᖿ筋トレー
ニングが⭜痛発生予
防へえる効果

(査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.18 (3)
:P.504-P.510

高校サッカー選手において体ᖿ筋機能の変化と⭜
痛の有無に関する 経時的変化を調査した。高校
サッカー選手14名に9ࣧ月間体ᖿ筋トレーニング
を継続した結果、Side Bridge testの平ᆒ点が、
介入前5.3s2.7点から介入後9ࣧ月で10.3s2.7点
(p<0.001)と有意に増加し、体ᖿ筋機能が向上し
たと考えられる。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：井上直人、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
大ᵳ伸吾

43. サッカー選手のボー
ルキック動作と下⫥
Ⲵ重位の動作におけ
る足アーチ高率とア
ーチ沈㝆率の分析

(査読付)

臨床バイオメカニクス
Vol.31
:P.477-P.483

サッカー選手を対象に下⫥Ⲵ重位動作時の足アー
チの変化をᐈ観化し、その動作の特性を考察し
た。片⬮スクワット、キック動作時の足アーチの
低下より、片⬮スクワット時の低下が大きく、床
反力の方向に違いと足関⠇ゅ度の違いが関して
いると推察された。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：藤高⣫平、田㑓智、大ᵳ伸吾、大久保
衛、橋本雅⮳、岸本恵一、藤竹ಇ㍜

40. Side-Bridge動作での
運動᮲௳変化に伴う体
ᖿ筋・⫤関⠇周囲筋の
筋活動

(査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.19
:P.40-P.52

体ᖿ筋トレーニングにて用いられるサイドブリッ
ジ動作に運動負Ⲵの変化を加えることによって変
化する筋活動を筋㟁図学的に考察した。⫤関⠇外
㌿筋や体ᖿのᅛ定に働く筋活動を効率よく高めら
れる方法を具体的に述べた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
井上直人、森洋子、新谷健

41. クラウス・ウェーバ
ーテスト変法と体ᖿ
῝部筋エクササイズ
における筋活動量に
ついて
(査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.19
:P.53-P.56

体ᖿ筋機能の測定やトレーニングに用いられる動
作やጼໃ保持における体ᖿ筋の活動をᐈ観化する
ために内⭡ᩳ筋にワイヤー㟁ᴟを用いた筋㟁図測
定によりデータを得た。結果、サイドブリッジや
クラウス・ウェーバーテスト変法のጼໃ保持が筋
活動を高めていることが示၀された。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：杉本拓也、林慈、池内誠、柳田育久、
橋本雅⮳、日下昌弘、大ᵳ伸吾、大久保衛
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成23年6月

共著 平成23年6月

共著 平成23年7月

共著 平成23年8月

共著 平成23年10月48. 下⫥機能サポートウ
    エアがⲴ物を持ち、
    おろす動作における
    下⫥筋活動に及ࡰす
    影響について
   (査読付)

臨床バイオメカニクス
Vol.32
:P.469-P.475

スポーツウエアを中心に市㈍されている機能的な
ウエアの実際の効果についてᐈ観することを目的
に動作解析置とEMGの分析から検討を行った。
結果、ウエアの着用により、一定の筋活動の軽減
効果が認められることが示၀された。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、論
文執筆
共著者：橋本雅⮳、三谷保弘、山田隆登

46. ⭜᳝変性疾患患者に
    おける⭜᳝アライメ
    ントと⭜痛疾患治療
    成績判定基準との関
    連について
   (査読付)

近␥理学療法学術大会誌
Vol.40

中高年期の⭜᳝疾患の中でも変性疾患に着目し、
;線影にて得た⭜᳝のアライメントデータと治
療効果判定に用いる身体機能評価項目との関連性
を考察した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：内原由佳子、橋本雅⮳、中尾英ಇ、
金沢淳則

47. 高校男子サッカー選
    手における体ᖿ筋機
    能と運動時⭜痛発生
    の経時的変化
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.19 (3)
:P.551-P.557

高校生サッカー選手の運動時⭜痛と体ᖿ筋機能の
継続的な調査から、運動時⭜痛の軽減には一定以
上の筋機能が必要であり、かつそれを維持する必
要があることが示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：河野リ織、橋本雅⮳、井上直人、
田㢌ᝅ志、大ᵳ伸吾

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.20
:P.5-P.8

Side-Bridge のጼໃを長時間保持させて、体ᖿと
⫤関⠇周囲筋の筋⑂労についてEMGを用いて評価
した。EMG上の筋⑂労を示す変化が確認され、
Side-Bridge のጼໃが体ᖿ筋の筋⑂労を評価する
有用性について示၀した。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、ᯈ▮ᝆ
佑、新谷健、宮沢ᑗ史

45. グラウンドサーフェ
    イスの違いが大学サ
    ッカー選手のスポー
    ツ外傷に及ࡰす影響
    (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.20
:P.25-P.28

天↛Ⱚグランドと人工Ⱚグランドのおけるスポー
ツ外傷の発生について調査した。サーフェイスの
違いにより、下⫥などの身体⑂労部位などに違い
があり、スポーツ外傷発生に部位や種類に違いが
あることが分かった。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
橋本雅⮳、岸本恵一、辻信宏、田中一成、
中村信之、来田幸、藤竹ಇ㍜

44. Side-Bridge のጼໃ
    保持における筋活動
    の経時的変化につい
    て
    (査読付)
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成24年6月

共著 平成24年6月

共著 平成24年6月

共著 平成24年6月

共著 平成24年8月

共著 平成24年10月54. Ⲵ物の運び下ろし動
    作の運動解析
    －Ⲵ物の重さの違い
    が身体運動に及ࡰす影
    響－
   (査読付)

臨床バイオメカニクス
Vol.32
:P.353-359

Ⲵ物を運ᦙし、立ちṆまり、床に下ろす動作にお
ける下⫥の動作分析を行った。三次元動作解析機
ჾを用いて下⫥の運動と身体重心のへ負Ⲵをᐈ観
し、Ⲵ物の重さによる変化について検討した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：三谷保弘、橋本雅⮳

52. リスフラン㠎ᖏᦆ傷
    に対する理学療法の
    経験－保存治療につ
    いて
   (査読付)

PTジャーナル
Vol.46 (6)
:P.563-P.567

観⾑的治療も選択されるリスフラン㠎ᖏᦆ傷に対
して、保存的治療を選択し、理学療法や下⫥全体
や体ᖿに着目したトレーニング指導によりスポー
ツに復帰できた症例について報告した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：岡徹、中川拓也、奥平修三、古川泰三、
橋本雅⮳

53. 大学サッカー選手の
    第5中足㦵⑂労㦵ᢡに
    おける発生因子の検
    討
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.20 (3) 
:P.543-P.549

サッカー選手に好発する第5中足㦵の⑂労㦵ᢡの
発生要因を身体的特徴や練習᮲௳から考察した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、௰田秀⮧、大ᵳ伸吾、
藤竹ಇ㍜、来田幸、岸本恵一、橋本雅⮳、
大久保⾫

50. 大学サッカー選手の
    人工Ⱚグラウンドに
    おけるスポーツ傷害
    の経時的変化
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.21
:P.25-P.32

人工Ⱚグラウンドでの練習が常態化したクラブに
おけるスポーツ傷害の発生について⣙4年の追㊧
し、調査・検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、来田幸、
藤竹ಇ㍜、岸本恵一、橋本雅⮳、大久保⾫

51. 大学サッカー選手の
    足部・足関⠇傷害に
    対する足部アーチ保
    持筋力トレーニング
    の効果
   (査読付)

理学療法科学
Vol.27 (3)
:P.263-P.267

大学サッカー選手に対して足部のアーチ機能に着
目して継続的にトレーニング指導した。結果、足
㊑把持力と片⬮立位時間が増大し、足関⠇の
発生率が低下した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、藤竹ಇ㍜、来田幸、
橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、大久保⾫

49. 高校生男子サッカー
   選手に対するコンデ
   ィショニングサポー
   トが運動時⭜痛に
   える影響
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.21
:P.23-P.28

高校生に対して1年間継続的に行った体ᖿ筋ト
レーニングとストレッチングの指導と実施が、運
動時⭜痛の発生とዴ何に関連するかについて検討
した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：古川博章、、石᮰友㍤、吉川也、
山崎ᓅ志、橋本雅⮳、井上直人、木下和昭、
田㢌ᝅ志、森洋子
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成24年11月

共著 平成25年1月

共著 平成25年3月

共著 平成25年3月

共著 平成25年6月

58. 大学サッカー選手に
    おける足部スポーツ
    障害に対するインソ
    ールの治療効果
   (査読付)

㠐の医学
Vol.26 (2)
:P.40-P.44

大学サッカー部に所ᒓしている選手のスポーツ障
害調査と障害を有する選手のインソールを使用し
たアプローチがもたらす効果について検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、橋本雅⮳、
大久保⾫

59. クラウス・ウェーバ
    ーテスト変法と体ᖿ
    ῝部筋エクササイズ
    における⭡横筋の筋
    活動量について
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.22
:P.25-P.27

体ᖿ筋機能を向上させる目的に行われるトレーニ
ング動作について実際の筋活動量の観点からその
効果について検討した。筋活動の測定には、ワイ
ヤー㟁ᴟを用い、῝部の筋活動を導出した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：杉本拓也、能登洋平、林慈、池内誠、
௰哲治、土井㱟雄、柳田育久、田㑓ࠉ智、
大ᵳ伸吾、橋本雅⮳、大久保⾫

56. 高校サッカー選手の
    運動時⭜痛発生につ
    いて⫤関⠇可動性と
    周囲筋タイトネスの
    検討
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.21 (1) 
:P.5-P.10

高校サッカー選手の⭜痛発生要因として体ᖿ筋機
能の低下以外に⫤関⠇の可動性の低下が⭜᳝の回
㌿負Ⲵを増加し、⭜痛発生と関係することが示၀
された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：井上直人、橋本雅⮳、河野リ織、
古川博章、田㢌ᝅ志、木下和昭、大ᵳ伸吾

57. 大学サッカー選手の
    第5中足㦵⑂労㦵ᢡ
    と身体的要因の関係
   (査読付)

日本整形外科スポーツ医
学会雑誌
Vol.33 (1)
:P.37-P.42

継続的のフォローしている大学サッカー部の選手
の身体的特徴とサッカーに多い第5中足㦵の障害
との関連性について調査した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、岸本恵一、
橋本雅⮳、大久保⾫

55. 高校サッカー選手の
    ⭜痛予防に対するコ
    アエクササイズの効
    果
   (査読付)

スポーツ傷害
Vol.17
:P.44-P.47

高校生サッカー選手に継続的に体ᖿ筋を中心とし
たトレーニングを行わせ、運動時⭜痛の有無を経
時的に測定した。結果、体ᖿ筋機能は向上する
が、⭜痛の軽減に必ずしも関係しているとは言え
なかった。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、論
文執筆
共著者：橋本雅⮳、石᮰友㍤、井上直人、
木下和昭、田㢌ᝅ志
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成25年6月

共著 平成25年6月

共著 平成25年7月

共著 平成25年10月

共著 平成26年1月64. 高校男子サッカー選
    手における体ᖿ筋機
    能と⫤関⠇可動域が
    運動時⭜痛に及ࡰす
    影響
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.22
:P.59-P.66

高校生のサッカー選手を対象に体ᖿ筋の持久性と
協調性を見た機能評価と⫤関⠇の可動性とᰂ㌾性
が㺂スポーツ動作時の⭜痛発生に及ࡰす影響を考
察し㺂その関連性を示၀した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：吉川▮、橋本雅⮳、井上直人、
古川博章、木下和昭、大ᵳ伸吾

62. 大学サッカー選手に
    おける足部スポーツ
    障害に対するインソ
    ールの有用性
   (査読付)

日本整形外科スポーツ医
学会雑誌
Vol.33 (3)
:P.292-P.297

⦪断的に調査を継続している大学サッカー選手に
認められる足部スポーツ障害に対して、市㈍のイ
ンソールの使用がスポーツ障害発生にどのように
影響を及ࡰすかを検討した。結果、インソールの
使用の有用性が示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、岸本恵一、
橋本雅⮳、大久保⾫

63. Ⲵ物の持ち上げ動作
    時の下⫥および体ᖿ
    の運動力学的解析
   (査読付)

理学療法科学 
Vol.28 (5)
:P.619-P.622

日常生活から職業動作によく見られるⲴ物の持ち
上げ動作について動作分析を行った。三次元動作
解析置を用いて体ᖿ、下⫥の力学的負Ⲵをᐈ観
化した。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：三谷保弘、橋本雅⮳、北川智美、
松木明好

60. デジタルカメラによ
    る⬚⭜᳝可動域測定
    法の一検討(第一報)
    (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.22
:P.29-P.31

デジタルカメラにて影した静Ṇ画を用いて᮲௳
間のゅ度の変化から⬨ᰕの可動性を予測した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：福本貴典、田㢌ᝅ志、ᯈ▮ᝆ佑、高ᔱ厚
史、橋本雅⮳

61. 第5中足㦵⑂労㦵ᢡの
    ᪤ を有する大学サッ
    カー選手におけるタ
    ーン動作時の足部圧
    力解析
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.22
:P.39-P.41

サッカー選手の好発する足部第5中足㦵㦵ᢡの発
生要因として切り返し動作の⧞り返しが考えられ
る。実際にターン動作にて足部の同様な力学的な
ストレスが加わるかをᐈ観化し、発生要因を検討
した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、藤竹ಇ㍜、
来田幸、岸本恵一、武村政徳、辻田純三、
橋本雅⮳、大久保⾫
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成26年3月

共著 平成26年4月

共著 平成26年4月

共著 平成26年6月

共著 平成26年6月

68. 大学サッカー選手に
    おける足関⠇の
    ➇技復帰に影響を及
す要因の検討ࡰ    
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.23
:P.19-P.21

⦪断的に調査している大学サッカー選手の足関⠇
についてスポーツ復帰に影響を及ࡰす身体的
特徴(筋力、ᰂ㌾性など)を検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大久保⾫、大ᵳ伸吾、
藤竹ಇ㍜、来田幸、岸本恵一、橋本雅⮳、田中
康仁

69. ハンドヘルドダイナ
    モメーターを用いた
    体ᖿ機能評価方法の
    再現性と関連性
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.23
:P.27-P.29

体ᖿ筋の筋力測定にハンドヘルドダイナモメータ
を用いた測定に関してその再現性について級内相
関係数を用いて検討を行った。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、米田ຬ貴、中雄太、
北西秀行、大八木博貴、橋本雅⮳、ᰘ沼ᆒ

66. 大学アメリカンフッ
    トボール選手におけ
    るSide Bridge test
    と体ᖿ筋力との関係
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.22 (2)
:P.297-P.301

大学生の体ᖿ機能を▐発力の観点と筋持久力の観
点から測定し、その関連性を検討した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：井上直人、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、
新宮信之、廣瀬ちえ、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
木下和昭

67. 第5中足㦵⑂労㦵ᢡの
    ᪤ を有するサッカ
    ー選手の切り返し動
    作の動作解析
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.22 (2)
:P.331-P.335

第5中足㦵の㦵ᢡ経験のあるサッカー選手の方向
㌿(切り返し)動作をハイスピードカメラにて
影し㺂その足部の関⠇運動を健常者と比較検討し
た。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、岸本恵一、
橋本雅⮳、大久保⾫、熊井司、田中康仁

65. 高校男子サッカー選
    手における入学年度
    別の体ᖿ筋機能と運
    動時⭜痛発生の経時
    的変化
   (査読付)

ᅄ條␝学園大学リハビリ
テーション学部紀要
9号
:P7-P14

⦪断的に調査している高校生サッカー選手が各年
代の体ᖿ機能評価の結果に特徴があることが分か
り、その後トレーニング介入した結果、運動時の
⭜痛が一時期改善するが、その後ഹかに増加する
傾向があることが分かった。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：石᮰友㍤、橋本雅⮳、井上直人、
木下和昭、古川博章、大ᵳ伸吾
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成26年6月

共著 平成26年7月

共著 平成26年8月

 

共著 平成26年8月

共著 平成26年12月74. 変形性⭸関⠇症にお
    ける体ᖿ機能と身体
    機能の関連性
   (査読付)

運動ჾリハビリテーショ
ン
Vol.25 (4)
:P.350-P.355

変形性⭸関⠇症患者を対象にその体ᖿ機能を評価
する方法を考案した。その体ᖿ機能と身体機能と
の関連を検討し、変形性関⠇症の発生機序につい
て考察した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、米田ຬ貴、
中雄太、北西秀行、大八木博貴、ᰘ沼ᆒ

72. 大学男子サッカーチ
    ームにおける10年間
    の傷害発生状況
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.22 (3)
:P.463-P.472

⦪断的に関わっている大学サッカー選手のスポー
ツ障害発生の動向について10年間の調査結果をま
とめ、検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、藤竹ಇ㍜、来田幸、
岸本恵一、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
熊井司、田中康仁

73. ⫤関⠇可動域、下⫥
    筋タイトネスの経時
    的変化が運動時⭜痛
    に及ࡰす影響
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.22 (3)
:P.481-P.487

高校生サッカー選手を対象に⫤関⠇の可動性と下
⫥筋の◳さが、運動時⭜痛との関連と関連すると
考えられ、トレーニング介入によるその改善がそ
の後の運動時⭜痛にどう変化をもたらせるかを調
査し検討を加えた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：福本貴典、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
ᯈ▮ᝆ祐、井上直人、木下和昭、大ᵳ伸吾

70. 本学学生の国家試験
    前後における不安の
    変化
   (査読付)

リハビリテーション教育
研究
19号
P.216-P.217

最終学年の学生を対象に国家試験前後の不安状態
をᐈ観化し㺂その変化について検討を行った。資
格を取得する教育課程において最終目ᶆとなる国
家試験は多くの学生において不安をもたらす要因
となることが考えられた。

本人担当部分：研究指導
共著者：小ᯣ武㝎、岡健司、㧘橋泰子、
橋本雅⮳、酒井桂太

71. Ⲵ重による足部アー
    チの変化が足部スポ
    ーツ障害の発生に
    える影響ࠉ大学サッ
    カーチームの8年間の
    前向き研究
    (査読付)

日本整形外科スポーツ医
学会雑誌
Vol.34 (3)
:P.307-P.311

Ⲵ重負Ⲵによる足部アーチ高の沈㝆率を測定し、
後に足部に発生するスポーツ障害との関係性につ
いて検討を行った。アーチ高の変化が大きい選手
はスポーツ障害発生に何ら影響をえる可能性が
示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、
大久保⾫、熊井司、田中康仁
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成27年4月

共著 平成27年4月

共著 平成27年5月

共著 平成27年6月

共著 平成27年6月

  

78. 足部横アーチ変化の
    測定方法の検討
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.24
:P.19ѸP.22

外見の形状では測定が困難である足部横アーチの
ᐈ観的な測定方法について考案し、その方法の有
用性につて検討した。

本人担当部分：研究計画、データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、藤竹ಇ㍜、来田幸、
岸本恵一、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
熊井 司、田中康仁

79. Trunk Righting Test
    と体ᖿ機能の関係性
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.24
:P.31ѸP.34

体ᖿ機能評価として考案したTrunk Righting 
Testと体ᖿ筋の持久性と協調性を見るブリッジテ
ストとの関連性から、体ᖿ筋の評価方法について
検討した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、北西秀行、
井上直人、植田篤史

76. 大学男子サッカーチ
    ームにおける上半身
   傷害の発生状況 : 
   10年間の傷害調査結果
  (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.23 (2)
:P.242-P.251

大学男子サッカーチームにおける, 2003年から
2012年までの10年間の上半身(上⫥, 体ᖿ, 㢌㢁
部)に発生した傷害を調査した.  1年生時の発生
率, ゴールキーパーの発生率が有意に高く, 1部
リーグに参加した年度と人工Ⱚグラウンドに変更
した年度の上⫥傷害発生率の有意な増加が認めら
れた.
本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、藤竹ಇ㍜、来田幸、岸本恵
一、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、大久保⾫、熊井司、田
中康仁

77. 大学サッカー選手に
    おける足㊑ᒅ᭤筋力
    が足部スポーツ障害
    の発生にえる影響
   (査読付)

日本整形外科スポーツ医
学会雑誌
Vol.35 (2)
:P.133-P.138 

多種多様なフットワーク動作が必要なサッカー選
手において足㊑のᒅ᭤力(把持力)がスポーツ障害
発生にいかに関するかを検討した。

本人担当部分：ータ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、大久保
⾫、熊井司、田中康仁

75. ➃ᗙ位での片側支持
    におけるጼໃ保持と
    Trunk Righting Test
    との関係
   (査読付)

理学療法科学
Vol.30 (2)
:P.329-P.332

体ᖿ機能の評価方法としてᗙ位ጼໃで行うテスト
方法を考案した。そのテスト方法にて得られた結
果とᗙ位ጼໃ保持との関連性を検討し、体ᖿ機能
評価の有用性について考察した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、米田ຬ貴、中雄
太、北西秀行、大八木博貴、ᫍ野祐一、ᰘ沼ᆒ
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成27年6月

共著 平成27年6月

共著 平成28年1月

共著 平成28年4月

82. ᗙ位体ᖿⲴ重支持機
    能テストと体ᖿ筋機能
   (査読付)

理学療法科学
Vol.31 (1)
:P.49-P.52

Trunk Righting Testにて得られたᗙ位でのⲴ重
支持機能とブリッジጼໃ保持にて得られた体ᖿ筋
の持久性と協調性との関係性について考察した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、北西秀行、
米田ຬ貴、中雄太、大八木博貴、井上直人、植田
篤史、田㢌ᝅ志、福本貴典、高ᔱ厚史、ᯈ▮ᝆ
佑、新谷健、ᫍ野祐一

83. ⭜᳝変性疾患に対す
    る体ᖿ伸展持久力ト
    レーニングの効果Ѹ
    日本整形外科学会⭜
    ᳝疾患問診⚊
   （JOABPEQ）を用いた
    評価Ѹ
   (査読付)

理学療法科学
Vol.31 (2)
:P.275-P.279

⭜部疾患患者を対象に体ᖿ筋の持久性向上を目的
にトレーニング介入し、介入の結果として疾患に
関連する症状の変化を問診⚊を用いて調査した。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：中尾英ಇ、稲葉Ꮥ洋、森藤武、内原由佳
子、渡㑔ⴌ、金子元春、木下和昭、橋本雅⮳、大
ᵳ伸吾

80. A novel objective 
    evaluation method
    for trunk function
  （体ᖿ筋機能評価方法の
   検討）
   (査読付)

J. Phys. Ther. Sci. 
Vol.27
:P.1633̽P.1636

体ᖿ機能をᐈ観的に評価する方法としてTrunk 
Righting Testを考案し、その有用性を検討し
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：Kazuaki Kinoshita,
Masashi Hashimoto, Kazunari Ishida, 
Yuki Yoneda, Yuta Naka,
HidekuKi Kitanishi, Hirotaka Oyagi,
Yuichi Hoshino, Nao Shibanuma

81. 人工⭸関⠇全置術
    後患者の身体機能と
    術前および術後の体
    ᖿ機能の関連性
   (査読付)

理学療法科学
Vol.30 (3)
:P.389-P.394

体ᖿ機能評価としてTrunk Righting Testを用い
て術前後の患者を対象に調査した。結果、術後の
身体機能に体ᖿ機能が関係することが示၀され
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、中雄太、北西秀
行、大八木博貴
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成28年6月

共著 平成29年3月

共著 平成29年5月

共著 平成29年6月

86. 高校男子サッカー選
    手における体ᖿⲴ重
    支持機能とブリッジ
    ጼໃ保持の特徴～利
    き⬮側と非利き⬮側
    での比較～
   (査読付)

日本整形外科スポーツ医
学会雑誌
Vol.37 (2)
:P38-P41

Trunk Righting Testにて得られた体ᖿⲴ重機能
とブリッジጼໃ保持により得られた体ᖿ筋機能の
ᕥྑᕪと効き⬮と非効き⬮の関係性について調査
した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、中尾英ಇ、大ᵳ伸
吾

87. 大学サッカー選手の
    人工Ⱚグラウンドに
    おけるスポーツ傷害
    の経時的変化ࠉ人工
    Ⱚグラウンドに対す
    るゴムチップ補充の
    影響
  (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.25
:P53ѸP55

サッカー➇技中に発生する外傷や障害を引き起こ
す要因は，選手が使用しているグラウンドサー
フェイスも一要因になると報告されている。今
回，長期経過した人工Ⱚグラウンドに特Ṧဠ砂や
ゴムチップを補充したことによる，スポーツ傷害
発生への影響を検討した．結果、人工Ⱚグラウン
ドでは年数が経過するとともに下⫥発生率が
増加し，ゴムチップの補充後では下⫥⫗離れの発
生率が有意に減少した．

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、藤竹ಇ㍜、来田幸、岸本恵
一、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、大久保⾫、熊井 司、
田中康仁

84. 体ᖿのⲴ重支持機能
    のᕥྑᕪがジャンプ
    動作にえる影響
   (査読付)

JOSKAS
Vol.41 (3)
:P.1068-P.1074

Trunk Righting Testにて得られた体ᖿⲴ重機能
のᕥྑᕪが各種のジャンプ動作にえる影響につ
いて調査した。結果、体ᖿの安定性が大きく求め
られるジャンプ動作では体ᖿ機能のᕥྑᕪが関
しやすいことが示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、井上直人、北西秀
行、中雄太、大八木博貴、植田篤史、ᫍ野祐一、
石田一成、ᰘ沼ᆒ、中尾英ಇ、大ᵳ伸吾

85. 成長期スポーツ障害
    の⭜᳝分離症と非特
    異的⭜痛の;線による
    ⭜᳝アライメントと
    可動性について
   (査読付)

大阪河㷂リハビリテー
ション大学紀要
11巻
:P.135-P.139

成長期のスポーツ選手に見られる⭜᳝分離症と非
特異的⭜痛者に;線影から⭜᳝のアライメント
と影᮲௳間のᕪから可動性を予測した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：中尾英ಇ、橋本雅⮳、森藤武、岡健司
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成29年6月

共著 平成29年7月

共著 平成29年7月90. 野⌫経験年数での⫪関
    ⠇回᪕可動域の変化
    (査読付)

JOSKAS
Vol.42 
：P.493-P.498

小中学生の野⌫経験年数別での⫪関⠇可動域の変
化について検討した。結果は野⌫経験年数の増加
に伴い、両側共に⫪関⠇90r外㌿位での外᪕ゅ度
と全可動域に有意な低下傾向が認められた。以上
より、小中学生の野⌫選手の⫪関⠇90r外㌿位で
の外᪕ゅ度と全可動域は野⌫経験の増加に伴い減
少していくことが考えられ、今後のᢞ⌫障害治療
の一助となる可能性が示された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：木下和昭、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、佐治㶾
彦、⸈本浩光、井上直人、伊藤春┒、橋本雅⮳、
大ᵳ伸吾

88. Relationship 
    between trunk 
    function 
    evaluated using the 
    trunk righting 
    test and physical 
    function in 
    patients with knee 
    osteoarthritis
  （体ᖿ筋機能テストと
    変形性⭸関⠇症患者
    の身体特性との関
    連性）
   (査読付)

J. Phys. Ther. Sci. 
Vol.29
:P.996̽P.1000

変形性⭸関⠇症（OA）患者の運動機能評価におい
て体ᖿの立ち直り運動のテスト（TRT）を用いて
体ᖿ筋機能の評価を行っている。その臨床上の有
効性について検討した。結果、同側のTRTと関連
する因子は、最大等尺性⭸伸筋力テストおよび同
側のステップテストであった。術側と、非術側
TRTはTUGとかなり関連していた。下⫥の運動ჾ疾
患であるが、体ᖿ機能評価の重要性が示၀され
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：Kazuaki Kinoshita, Kazunari Ishida, 
Masashi Hashimoto, YuKi Yoneda, Yuta NaKa, 
hideyuki Kitanishi, Hiroki Oyagi, Yuichi 
Hoshino, Masahiro Kurosaka, Nao Shibanuma

89. Side-to-side 
    differences in range 
    of motion, muscle 
    strength, and medial 
    elbow laxity in 
    young baseball 
    players 
    with medial elbow 
    injuries
   （内側型⫝関⠇障害を
     有した成長期野⌫選
     手の関⠇可動域、筋
     力、関⠇ᘱ緩性のの
     ᕥྑᕪについて）
    (査読付)

J Phys Fitness Sports 
Med
Vol.6 (4)
:P.233-P.239

成長期の野⌫選手の⫝関⠇の障害はᢞ⌫動作に大
きく影響し、またᢞ⌫動作から力学的影響を受け
る。今回、成長期の野⌫選手の関⠇機能の評価か
ら検討を加えた。結果、⫪外内᪕、⫝ᒅ伸、前⭎
回内外㺂⫤関⠇内᪕の可動域は非ᢞ⌫側に比べ減
少していた。またൔᖗ筋およびᲲ上筋の筋力、⫝
関⠇の内側不安定性はᕥྑᕪを示していた。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：Takeshi Morifuji, Hidetoshi Nakao,  
Takahiro Inaba, Kenji Kasubuchi, Masashi 
Hashimoto, Motoharu Kaneko
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成29年8月

共著 平成29年10月

共著 平成30年6月

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導

共著者：高ᔱ厚史, 田㢌ᝅ志, ᯈ▮ᝆ佑, 福本貴
典, 大ᵳ伸吾, 木下和昭, 新谷健, 橋本雅⮳

共著 平成30年12月

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導
共著者：木下和昭, 橋本雅⮳, 中尾英ಇ, ᪸⃧
佑, ᯈ谷ᝆ佑, 福本貴典, 高ᔱ厚史, 大ᵳ伸吾

共著 令和1年1月

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導

共著者：中尾 英ಇ, 橋本 雅⮳, 濱田 太ᮁ, 木
下 和昭, 森藤 武, 大ᵳ 伸吾

共著 令和1年3月

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導

共著者：Kazuaki Kinoshita, Kazunari Ishida, 
Masashi Hashimoto, Hidetoshi Nakao, Nao 
Shibanuma, Masahiro Kurosaka, Shingo Otsuki

日本人の健常高齢者を対象に運動機能評価と身体
組成㺂認知機能との関連を検討した。ロコモティ
ブシンドロームのように運動機能の低下により引
き起こされるが、これは認知機能の変化や体組成
の変化との関連が示၀された。

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導
共著者：Misa Nakamura, Fumie Tazaki, Kazuki 
Nomura, Taeko Takano, Masashi Hashimoto,  
Hiroshi Hashizume, Ichiro Kamei

日本臨床スポーツ医学会
誌27巻1号
p 27-p 33

93.体ᖿ筋・⫤関⠇周囲筋の
機能評価を目的とした難度別
のcore stability testの保
持時間について  (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌, 27:

27 29

95.⭜痛を有する高校野⌫選
手における体ᖿ・⫤関⠇筋力
と⭜᳝アライメントとの関係
性  (査読付)

96.A Vertical Load Applied 
Towards the Trunk 
Unilaterally Increases the 
Bilateral Abdominal Muscle 
Activities  (査読付)

J. Phys. Ther. Sci. 
Vol.30(3)
:P.273̽P.276

92. Cognitive impairment 
    associated with 
    locomotive syndrome 
    in community-dwelling  
  elderly women in 
    Japan
  （日本人の健常高齢者
    女性の運動機能評価
    と認知機能について）
   (査読付)

Clinical Interventions 
in Aging 2017
12 
:P.1̽P.7

理学療法科学 33(6)
p.929-p.934

91. ᢞ⌫障害⫝を有する
    小学生野⌫選手の⫪
    関⠇可動域の特徴
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.25 (3)
：P.454-P.457

ᢞ⌫動作において, ⫪関⠇可動域の制限は, ᢞ⌫
障害⫝の発症と関連が報告されている. そのた
め, 本研究の目的はᢞ⌫障害⫝を有する小学生野
⌫選手の⫪関⠇可動域の特徴を明らかにすること
とした.結果, 障害群は健常群に比して, ᢞ⌫側, 
非ᢞ⌫側の⫪関⠇外㌿位での外᪕可動域が, 有意
に小さかった. また, ᢞ⌫側の⫪全回᪕可動域お
よびGlenohumeral Internal Rotation Deficit
は, 2群間で統計学的に有意ᕪはなかったが, 障
害群のうが小さい傾向であった.

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：植田篤史、橋本雅⮳、木下和昭、小島喜
義、衛門良幸、井上直人、大ᵳ伸吾

94.片⬮立位と➃ᗙ位での片
側支持ጼໃの⭜部周囲筋の筋
活動の関係  (査読付)
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 令和1年4月

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導

共著者：木下 和昭, 中川 泰ᙲ, 向井 章ᝅ, 伊
藤 ┒春, 井上 直人, 橋本 雅⮳, 大ᵳ 伸吾

共著 令和1年10月

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導

共著者：木下 和昭, 橋本 雅⮳, 大八木 博貴, 
石田 一成, ᰘ沼 ᆒ, 来田 ᐉ幸

日本臨床スポーツ医学会
誌
27巻2号
p.273-p.278

理学療法科学34ࠉ巻5号
p.553-p.557

98.人工⭸関⠇全置術後早
期のTimed up and go testの
改善に関係する因子  (査読
付)

97.⫪⫝障害を発症する小学
野⌫選手の⫪関⠇可動域の特
徴ࠉ一年間の⦪断的検討  
(査読付)
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

その他

「総説・報告書」

単著 平成25年4月

単著 平成26年6月

共著 平成26年7月16.  足部・足関⠇のスポ
     ーツ障害-overuse障
     害の克服-ࠉ理学療
     法によるoveruse障
     害への対応

臨床スポーツ医学
31巻7号
：P.674-P.684

overuse障害の要因を関⠇ᘱ緩性など関⠇の特性
と運動連㙐における力学的ストレスの観点から解
説する。具体的には運動療法の紹介とインソール
などの具療法を併用した理学療法を解説した。
本人担当部分：論文執筆
共著者：橋本雅⮳、伊佐地弘基

理学療法京都
42号
：41-46

運動ჾ疾患の理学療法を効果的に進めるにあた
り、身体の機能をዴ何に捉えることができるが重
要である。その際、動作の観察・分析が適切に行
い、機能障害を具体的にする評価が治療の成果を
ᕥྑする。著者の工夫している動作の捉え方を紹
介しながら、ポイントを解説した。

15.  観察的動作分析にお
     ける介入効果から身
     体運動を捉える方法
     ～足部・足関⠇の機
     能に着目して運動ჾ
     疾患における歩行動
     作を考察する～

大阪河㷂リハビリテー
ション大学紀要
8巻1号
:P.158-P.165

身体運動の土台である足部足関⠇の機能を中心に
運動連㙐の観点から身体全体に及ぶጼໃ制ᚚや運
動調整について解説した。特にインソール療法と
運動療法の併用やⲴ重位トレーニングにおける考
え方、観察的動作観察のポイントなどを紹介しな
がら説明を加えた。

14. 運動ჾ疾患の理学療
     法における臨床力
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別
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発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

単著 平成29年11月

(その他)

[学会発表]

(国際学会)

－ 平成22年6月

－ 平成23年11月

－ 平成24年5月

－ 平成25年9月

3. Risk factors of 
   stress fracture of 
   the fifth metatarsal 
   bone in university 
   soccer players.
  （大学サッカー選手の
    第5中足㦵ᢡ⑂労㦵ᢡ
    の危険因子）

American College of 
Sports Medicine, 16th 
Health 	 Fitness  
Summit 	 Exposition
(Los Vegas)

サッカー選手に多く見られる足部傷害の一つ第5
中足㦵㦵ᢡの発生要因を検討した。検討項目は下
⫥を中心に機能評価を行い、関連する因子につい
て考察した。⭸関⠇アライメント(Q-angle)と足
㊑ᒅ᭤筋力との関連が示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：Kohei Fujitaka, Shingo Otuki,
Shunsuke Fujitake, Teruyuki Kita, Keiiti
 Kishimoto, Masashi Hashimoto, Mamoru Okubo

4. Characteristics of 
   human body movement 
   when lifting loads: 
   investigation into 
   difference in load 
   weight.
（重量物の持ち上げ動作
  におけるの重さに違い
  が身体動作にえる特
  徴）

WCPT-AWP 	 ACPT 
Congress 2013
(Taichung, Taiwan)

Ⲵ物の持ち上げ動作における運動特性について、
Ⲵ物の重さを変えた時に体ᖿ、下⫥の運動負Ⲵが
どのように変化するかを検討した。

本人担当部分：研究計画、データ分析、研究指導
共同発表者：Yasuhiro Mitani, Masashi 
Hashimoto,
Tomomi Kitagawa

The 18 Congress of the 
International Society 
of Electrophysiology 
and Kinesiology 
(Aalborg, Denmark)

自㌿㌴ペダリング動作における運動量や仕事負Ⲵ
をペダリング㏿度や回㌿トルクの調整から定量化
し、筋活動様式の特性を確認した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：Iwasita Atsusi,Konisi Y,
Hashimoto Masashi, Ichihasi Noriaki, 
Yoshida Masaki

2. Relationship between 
   stress fracture of 
   the 5th metatarsal 
   and physical facters 
   in college soccer 
   players
 （大学サッカー選手の身
   体特性と第5中足㦵㦵
   ᢡとの関係性について）

The 5th Asia-Pacific 
Conference on Exercise 
and Sports Science 
(APCESS 2011,Shanghai)

大学サッカー選手に好発する第5中足㦵の⑂労㦵
ᢡの発生要因を身体的特徴から考察した。特に下
⫥のアライメントが関連する可能性があった。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：Kohei Fujitaka, Shingo Otuki,
Mamoru Okubo, Masashi Hashimoto,
Keiiti Kishimoto, Shunsuke Fujitake, 
Teruyuki Kita

17.  動作解析を用いた機
     能的ウエア開発̾ワ
     コールとの共同開発 

理学療法ジャーナル
51巻11号
：P.959-P.962

特集「多分野に広がる理学療法」の1つを担当執
筆。
身体運動解釈、動作分析の観点から機能的ウエア
を開発する業務について紹介した。過去10年の実
施の開発例を示し、理学療法の観点がどのように
活用できるかを解説した。

1．Effects of different 
 pedaling rates on ࠉ
 muscle activity of ࠉ
   lowerࠉextremity and 
   crank torTue during 
   constant work rate 
   pedaling.
  （回㌿㏿度の違う自㌿
    ㌴のペダリング動作
    における下⫥筋活動
    と関⠇トルクの違い
    について）
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－ 平成28年10月

(国内学会)

－ 平成22年5月

－ 平成22年10月

－ 平成22年11月

－ 平成22年11月

45．Ⲵ物の持ちおろし動
    作における着用ウエ
    アが下⫥筋活動に及
す影響についてࡰ    

第37回 
日本臨床バイオメカニク
ス学会
(京都)

Ⲵ物の持ちおろし動作において、下⫥筋活動の観
点から、着用するᬑ通スパッツと下⫥機能サポー
トを考慮したスパッツとの違いをᐈ観化した。結
果、関⠇運動やトルクには大きな違いがないが、
下⫥機能サポートのスパッツ着用時に下⫥ᢠ重力
筋における筋活動が低下し、ウエアのサポート効
果が示၀された。

46．高校女子バレーボー
    ル選手の運動機能と
    スポーツ傷害の特徴

第21回 
日本臨床スポーツ医学会
(Ⲉ城)

高校バレーボール選手の体力測定を行い、筋力、
筋持久力、ᰂ㌾性などの結果とスポーツ傷害歴と
の関連を考察した。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：三谷保弘、橋本雅⮳、森北育宏

ACPT Congress 2016
(Kuala Lumpur, 
Malaysia)

体ᖿ機能評価としてブリッジጼໃを用いた機能評
価を行っている。今回、その評価ጼໃにおける体
ᖿの筋活動の特性をᐈ観化し、今後の評価方法と
しての有用性を検討することとした。

本人担当部分：研究計画、データ分析、研究指導
共同発表者：
Satoshi Tagashira, Masashi Hashimoto

43. 高校サッカー選手に
    おける⫤関⠇周囲筋
    のタイトネスと運動
    時⭜痛発生との関連
    性

第45回ࠉ
日本理学療法学術大会
（ᒱ㜧）

高校サッカー選手の運動時⭜痛発生に関して調査
した。⭜痛と関連性がある⫤関⠇周囲のタイトネ
スなどを他覚的に測定し、有痛者と無痛者との相
違点いついて考察し、検討を加えた。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：古川博章、木下和昭、橋本雅⮳、
井上直人、大塚リ織、吉川也、石᮰友㍤、
福永浩明、吉野育代

44．⭜᳝変性疾患におけ
    る体ᖿ筋持久力が⭜
    痛治療成績判定基準
    におよࡰす影響につ
    いて

第18回
日本⭜痛学会
（北海㐨）

⭜部変性疾患を有する外来患者を対象に、⭜᳝の
可動性を;線影から測定し、体ᖿ筋力を筋持久
力の観点から点数化し、⭜痛治療成績判定基準に
おける各項目との関連性を検討した。結果、体ᖿ
の伸展筋持久力が日常生活動作能力との関係があ
ることが示၀された。
本人担当部分：研究計画、データ分析、研究指導
共同発表者：中尾英ಇ、橋本雅⮳、内原由佳子、
金澤淳則

5. Electromyography 
   analysis in 
   stratified core 
   stability 
   testing
  （体ᖿ筋機能の評価テ
    ストの筋㟁図学的検
   討）
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－ 平成22年11月

－ 平成22年11月

－ 平成22年11月

－ 平成22年11月

－ 平成23年5月51. 大学サッカー選手の
    足部・足関⠇スポー
    ツ傷害に対する足部
    アーチ保持筋力トレ
    ーニングの効果

第46回
日本理学療法学術大会
（宮崎）

大学生にサッカー選手の足部アーチに着目し、下
⫥のスポーツ傷害発生と関連性と足部に対するト
レーニングの継続による傷害発生の変化を検討し
た。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
橋本雅⮳、藤竹ಇ㍜、来田幸

49．大学サッカー選手に
    おける学年別での足
    関⠇の発生状況
    の分析

第21回 
日本臨床スポーツ医学会
(Ⲉ城)

大学サッカー選手を計5年間調査し、足関⠇
の発生と関係する要因を検討した。結果、1年生
が他の学年よりも、発生頻度が大きかった。大学
生になってサッカーの練習環境の変化などが要因
であることが示၀された。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高 ⣫平、大ᵳ 伸吾、大久保 
⾫、橋本雅⮳、岸本 恵一、藤竹 ಇ㍜、来田 
幸

50．⭜᳝変性疾患患者に
    おける⭜᳝アライメ
    ントと⭜痛疾患治療
    成績判定基準との関
    連について

第50回
近␥理学療法学術大会
（和ḷ山）

⭜᳝変性疾患患者における⭜᳝;線所見と⫤関⠇
可動域、体ᖿ筋持久力に着目し、日常生活動作と
の関連を検討した。結果、体ᖿ伸筋持久力は、⭜
᳝前ᙃゅとの相関がなかった。しかし、JOAスコ
アと相関することから、ጼໃ保持に寄する体ᖿ
伸展筋持久力の向上が、⭜痛の軽減につながり、
結果として日常生活動作能力の向上に関するこ
とが考えられる。つまり、⭜᳝変性疾患における
⭜痛を有する患者の治療として重要な項目である
と言える。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：内原由佳子、橋本雅⮳、中尾英ಇ、
金澤淳則

48．高校サッカー選手の
    運動時⭜痛発生につ
    いて－⫤関⠇可動性
    と周囲筋タイトネス
    の検討－

第21回 
日本臨床スポーツ医学会
(Ⲉ城)

高校サッカー選手の⭜痛発生要因として体ᖿ筋機
能の低下以外に⫤関⠇の可動性の低下が⭜᳝の回
㌿負Ⲵを増加し、⭜痛発生と関係することが示၀
された。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：井上直人、橋本雅⮳、古川博章、
河野リ織、木下和昭、田㢌ᝅ志、大ᵳ伸吾

47．Side-Bridgeጼໃ保
    持における筋活動の
    持続的変化

第21回 
日本臨床スポーツ医学会
(Ⲉ城)

サイドブリッジጼໃ保持に関して筋持久力につい
て筋㟁図的考察を行った。長時間のጼໃが可能群
と不可群では筋⑂労が示されてからの筋出力(筋
㟁✚分値)が多くなるかどうかの違いが示され
た。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
井上直人、古川博章、河野リ織、松本ᙲ生
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成23年5月

－ 平成23年9月

－ 平成23年9月

－ 平成23年9月

－ 平成23年11月

－ 平成23年11月57. 高校男子サッカー選手
    における体ᖿ筋機能と
    ⫤関⠇可動域が運動時
    ⭜痛に及ࡰす影響

第22回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（青森）

高校生の男子サッカー選手の運動時⭜痛と体ᖿ筋
機能、⫤関⠇可動性との関連性について考察し
た。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：吉川也、橋本雅⮳、井上直人、
古川博章、大ᵳ伸吾

55. 大学サッカー選手の
    第5中足㦵⑂労㦵ᢡと
    身体的要因の関係

第37回
日本整形外科スポーツ医
学会学術集会
（福岡）

サッカー選手に好発する第5中足㦵の⑂労㦵ᢡの
発生要因を身体的特徴から考察した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
橋本雅⮳、岸本恵一、藤竹ಇ㍜、来田幸

56. 大学サッカー選手の
    第5中足㦵⑂労㦵ᢡに
    おける発生因子の分
    析

第22回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（青森）

サッカー選手に好発する第5中足㦵の⑂労㦵ᢡの
発生要因を身体的特徴や練習᮲௳から考察した。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
橋本雅⮳、岸本恵一、辻信宏、田中一成、
中村信之、藤竹ಇ㍜、来田幸

53. 大学サッカー選手の
    足部スポーツ傷害と
    身体的要因の関係

第66回
日本体力医学会大会
（山口）

大学サッカー選手の足部周辺のスポーツ傷害の発
生要因を身体的特徴や機能の観点から調査し、考
察した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
橋本雅⮳、岸本恵一

54. ジョーンズ㦵ᢡを受
    傷したサッカー選手
    の特徴と㠐

第25回
日本㠐医学会学術集会
（奈良）

第5中足㦵㦵ᢡの受傷したサッカー選手の身体的
特徴を測定し、カティング動作を動作解析した結
果とあわせて㦵ᢡの発生要因を考察した。

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導
共同発表者：大ᵳ伸吾、藤高⣫平、橋本雅⮳、
大久保⾫

52. 高校男子サッカー選
    手における初回メデ
    ィカルチェック時の
    体ᖿ筋機能と⭜痛発
    生の変化

第46回
日本理学療法学術大会
（宮崎）

高校生男子サッカー選手の運動時⭜痛に関する調
査である。初回に調査時の⭜痛有無と身体機能と
の関連性について検討した。
本人担当部分：研究計画、データ分析、研究指導
共同発表者：石᮰友㍤、橋本雅⮳、井上直人、
古川博章、山崎ᓅ志、河野リ織、吉川▮、
木下和昭
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成23年11月

－ 平成23年11月

－ 平成23年11月

－ 平成24年5月

－ 平成24年7月

61. ハンドヘルドダイナ
    モメーターを用いた
    体ᖿ機能評価方法の
    信頼性

第47回
日本理学療法学術大会
（兵庫）

ハンドヘルドダイナモメーターを使い、ᗙ位ጼໃ
にて体ᖿ機能を測定する方法を考案した。⧞り返
し測定による再現性を中心に検討を行った。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、米田ຬ貴、
中雄太、大塚靖子、㒯克真、ᰘ沼ᆒ

62. Critical illness 
    polyneuropathyをき
    たした１例に対して
    訪問リハビリテーシ
    ョン介入により復職
    可能となった経験

第24回
大阪府理学療法学術大会
(大阪)

運動感覚性㍈索型ポリニューロパチーを呈した症
例を訪問リハビリテーションの形態にて介入し、
部分的であるが復職に向けて改善が見られたこと
について報告した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：廣瀬ᑗ士、池田耕二、大原佳Ꮥ、
竹内章、橋本雅⮳

59. 高校生男子サッカー
    選手の⫤関⠇可動域
    と筋の伸張性に対す
    るトレーニング効果
    が運動時⭜痛に及ࡰ
    す影響

第22回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（青森）

運動時⭜痛と⫤関⠇可動性との関連に着目し、継
続的なトレーニング効果と運動時⭜痛の変化につ
いて考察した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：福本貴典、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
ᯈ▮ᝆ佑、井上直人、木下和昭、大ᵳ伸吾

60. Ⲵ物の運び下ろし動
    作の動作解析―Ⲵ物
    の重さの違いが身体
    運動に及ࡰす影響―

第38回
日本臨床バイオメカニク
ス学会
（兵庫）

Ⲵ物を運ᦙし、立ちṆまり、床に下ろす動作にお
ける下⫥の動作分析を行った。三次元動作解析機
ჾを用いて下⫥の運動と身体重心のへ負Ⲵをᐈ観
し、Ⲵ物の重さによる変化について検討した。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：三谷保弘、橋本雅⮳

58. 高校男子サッカー選
    手における入学年度
    別の体ᖿ筋機能と運
    動時⭜痛発生の経時
    的変化

第22回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（青森）

高校生の男子サッカー選手の運動時⭜痛の発生状
況を学年ごとに集⣙し、体ᖿ筋トレーニングの指
導後に2年間の間フォローしたデータから、体ᖿ
筋機能の変化を追㊧した結果と運動時⭜痛の有無
との関連について考察した。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：石᮰友㍤、橋本雅⮳、井上直人、
古川博章、大ᵳ伸吾
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成24年9月

－ 平成24年9月

－ 平成24年11月

－ 平成24年11月

－ 平成24年11月67. サッカー選手におけ
    る第5中足㦵⑂労㦵
    ᢡの運動学的特徴と
    身体的特徴との関連

第23回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神奈川）

大学サッカー選手の足部の形態、足㊑筋力のとと
ターン動作の動作解析結果から、第5中足㦵⑂労
㦵ᢡ経験者と非経験者とのᕪ異を検討した。結
果、足㊑筋力と動作時の足部回外運動とに関連性
が示၀された。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、藤竹ಇ㍜、
岸本恵一、橋本雅⮳、武村政徳、辻田純三、
大久保⾫

65. 高校男子サッカー
    選手における体ᖿ筋
    機能とランニング能
    力の関係

第23回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神奈川）

高校生サッカー選手を対象に体ᖿ機能、特に持久
性について評価し、ランニング能力との関連を考
察した。結果、体ᖿ機能の高い者はランニング㏿
度が㏿く、持久㉮にも良好な成績を示していた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：田㢌ᝅ志、橋本雅⮳、福本貴典、
ᯈ▮ᝆ佑、木下和昭、大ᵳ 伸吾

66. 大学アメリカンフッ
    トボール選手におけ
    るSide bridge test
    と体ᖿ筋力の関係

第23回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神奈川）

体ᖿ筋を同時収縮させ、その持久性を見るテスト
と⭡筋と背筋力の▐発力の結果との関連性を検討
した。結果、⭡筋と背筋力の比率が一定であると
体ᖿ筋の同時収縮の時⤥制が良好となることが示
၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：井上直人、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、
新宮信之、廣瀬ちえ、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
木下和昭

63. 大学サッカー選手に
    おける足部スポーツ
    障害予防に関するイ
    ンソールの有用性

第38回
日本整形外科スポーツ医
学会学術集会
（神奈川）

大学サッカー選手を継続的にフォローする中でス
ポーツ傷害の発生を調査し、足部インソール使用
の有無が関連することが示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、岸本恵一、
橋本雅⮳、大久保⾫

64. 大学サッカー選手に
    おける足部スポーツ
    障害に対するインソ
    ールの治療効果

第26回
日本㠐医学会学術集会
（東京）

大学サッカー選手をフォローする中で足部のス
ポーツ傷害を発生した選手に対して、インソール
を使用の有無によるスポーツ復帰の状況の違いを
調査した。使用群はスポーツ復帰までの日数が有
意に▷く、復帰後の再発率が低かった。傷害発生
後インソール使用は治療結果を良好することが示
၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、橋本雅⮳、
大久保⾫
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成24年11月

－ 平成25年7月

－ 平成25年10月

－ 平成25年10月71. 体ᖿ筋機構評価のጼໃ
    保持における㦵┙・⫤
    関⠇周囲筋に関する筋
    㟁図学的分析．

第24回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（熊本）

Side Bridge test（SB）、Front Bridge test
（FB）とBack Bridge test（BB）を筋㟁図学的分
析により、体ᖿ筋機能評価としての有用性につい
て検討した。測定筋は内⭡ᩳ筋、外⭡ᩳ筋、多
筋、大Ẋ筋、中▌筋、大⭣筋⭷張筋、大⭣直筋、
内側ハムストリングとした。 �iEMG、MdPFともに
有意な変化が認められた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：田㢌ᝅ志, 橋本雅⮳, 高ᔱ厚史,
ᯈ▮ᝆ佑, 福本貴典, 大ᵳ伸吾

69. 変形性⭸関⠇症にお
    ける体ᖿ機能と身体
    機能の関連性

第25回
日本運動ჾ科学会
（神戸）

変形性⭸関⠇症患者の体ᖿ機能と下⫥機能を中心
とした身体動作との関連性を検討した。結果、下
⫥機能を必要とする身体動作には体ᖿ機能の状況
が少なからず関することが示၀された。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 中雄太, 
米田ຬ貴, 北西秀行, 大八木博貴, ᰘ沼ᆒ

70.  Trunk Righting 
     Test (TRT) 結果と
     片側Ẋ部支持によ
     るᗙ位ጼໃ保持と
     の関連について
     重心(COP)動ᦂ計
     測からの一考察

第24回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（熊本）

片側Ẋ部支持の➃ᗙ位（立ち直り動作）にて同側
上部体ᖿを上方にᢲす力を測定するTRTを実施し
ており，今回，TRT時のጼໃを重心（COP）動ᦂか
ら考察し，ጼໃ制ᚚとの関連を検討した．外周面
✚と単位面✚㌶㊧長において優位側とຎ位側との
間で有意ᕪが認められた．

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 米田ຬ貴, 
中雄太, 北西秀行, 大八木博貴, ᫍ野祐一, 
ᰘ沼ᆒ

68. サッカー選手におけ
    る第5中足㦵⑂労㦵ᢡ
    の動作解析

第39回
日本臨床バイオメカニク
ス学会
（千葉）

サッカー選手に多い第5中足㦵の⑂労㦵ᢡ経験者
の動作解析から、その発生要因を調査した。結
果、ターン動作において㋃み込み⬮の足関⠇背ᒅ
運動が少なく、足部の回外運動が有意に大きかっ
た。これらが足部外側に力学的ストレスをもたら
せることが示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、岸本恵一、
武村政徳、辻田純三、橋本雅⮳、大久保⾫
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成25年10月

－ 平成25年10月

－ 平成25年10月

－ 平成26年2月75. 人工⫤関⠇全置術
    後の体ᖿ機能と⭸関
    ⠇伸展筋力、歩行能
    力獲得の関係

第44回
日本人工関⠇学会
（宜野湾）

⫤関⠇疾患による人工関⠇置術後患者の体ᖿ機
能と下⫥機能、身体動作との関連性について検討
した。結果、下⫥機能は体ᖿ機能と関連性があ
り、身体運動にも影響を及ࡰすことが示၀され
た。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：中雄太, 木下和昭, 橋本雅⮳, 
北西秀行, 大八木博貴

73. ㉸音Ἴ画ീを用いた
    大⭣㦵前ゅの測定
    方法

第24回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（熊本）

大⭣㦵には前ゅがあり⫤回᪕ROMとの関係があ
る。前ゅを測定するRyder法は大㌿子の触診に
よる測定であり，検者による誤ᕪが生じる可能性
が考えられる．今回，㉸音Ἴ画ീを用いた前ゅ
の測定方法を試行し，その信頼性について検討し
た．結果、検者内ICC検者間ICCともに有意な相関
が認められた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：新谷健, 橋本雅⮳, 井上直人, 
中川泰ᙲ

74. 足部スポーツ障害を
    受傷した大学サッカ
    ー選手の足部アーチ
    の特徴

第24回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（熊本）

足部スポーツ障害を受傷した大学サッカー選手の
足部アーチの特徴を検討した。ᗙ位アーチ高率と
立位アーチ高率を測定し，ᗙ位アーチ高率から立
位アーチ高率を引いてアーチ高率変化量（アーチ
変化量）を算出した．受傷群を立位アーチ高率が
高い群（高アーチ群）と
低い群（低アーチ群）の2群に分けアーチ変化量
の比較を行った．結果、受傷群の立位アーチ高率
は非受傷群よりも有意に低く，受傷群のアーチ変
化量は非受傷群よりも有意に大きかった．低アー
チ群のアーチ変化量は高アーチ群よりも有意に小
さかった． 
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平，大ᵳ伸吾，岸本恵一，
橋本雅⮳，大久保⾫，熊井司，田中康仁

72. 大学アメリカンフッ
    トボール選手におけ
    るSide bridge test
    と体ᖿ筋力の関係
    ～第2報～

第24回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（熊本）

体ᖿ筋機能検査として行っているSide bridge 
test（SB）と体ᖿ筋力の伸展㸭ᒅ᭤比（E㸭F比）
との関連について対象者数を増やしさらに検討を
加えた。結果、SBと伸展筋力との間、 SBとE㸭F
比との間に有意な相関が認められた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：井上直人, 中川泰ᙲ, 向井章ᝅ,
新宮信之, 伊藤┒春, 廣瀬ちえ, 橋本雅⮳
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成26年5月

－ 平成26年9月

－ 平成26年11月

－ 平成26年11月79. Trunk Righting
    Testと体ᖿ機能
    の関係性ࠉ第2報

第25回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（東京）

個人内のTrunk Righting Test(以下、 TRT)のᕥ
ྑデータの優ຎかSide-Bridge test(以下、 SB)
のጼໃ保 持時間の優ຎを反ᫎしていることを報
告した。その後、対象者数を 増やしさらに検討
を加えた。結果、TRTとFB・SBとの間に相関関係
は認められなかった。またFB・SBともにTRTの優
位側が有意にጼໃ保持の時間が長かった。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳,米田ຬ貴, 
中雄太, 北西秀行, 大八木博貴, 井上直人, 
植田篤史, 田㢌ᝅ志, 福本貴典, 高ᔱ厚史, 
ᯈ▮ᝆ祐, 新谷健, ᫍ野佑一

77. 大学サッカー選手に
    おける足㊑把持筋力
    が足部スポーツ障害
    の発生にえる影響

第40回
日本整形外科スポーツ医
学会学術集会
（東京）

多種多様なフットワーク動作が必要なサッカー選
手において足㊑のᒅ᭤力(把持力)がスポーツ障害
発生にいかに関するかを検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平, 岸本恵一, 橋本雅⮳, 
大ᵳ伸吾, 大久保⾫, 熊井司, 田中康仁

78. 高校生サッカー選手
    における体ᖿ筋機能
    と障害発生の関係

第25回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（東京）

体ᖿ筋機能検査として行っているSide bridge 
test（SB）と体ᖿ筋力の伸展㸭ᒅ᭤比（E㸭F比）
との関連について報告した．その後，対象者数を
増やしさらに検討を加えた。SBと伸展筋力との
間、SBとE㸭F比との間に有意な相関が認められ
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：田㢌ᝅ志, 橋本雅⮳, 新谷健, 
福本貴典, ᯈ▮ᝆ祐, 高ᔱ厚史, 木下和昭, 
大ᵳ伸吾

76. 人工⭸関⠇全置術
    後患者の身体機能と
    術前及び術後の体ᖿ
    機能の関連性

第49回
日本理学療法学術大会
（横浜）

変形性⭸関⠇症患者（以下，⭸OA）の⭸関⠇の⅖
症や変形などを主症状とする運動連㙐機能不全の
一病態に⮳ったものであると報告されており、術
後は⭸関⠇のみでなく，病変の悪化につながる体
ᖿおよび下⫥の運動連㙐を考慮することが重要で
ある。我々はその機能をᐈ観化することを目的に
Trunk Righting Test
（以下，TRT）を考案し，術後の体ᖿ機能と身
体機能との関連性についても検討した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
 共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 中雄太, 
北西秀行, 大八木博貴
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成26年11月

－ 平成27年6月

－ 平成27年6月

－ 平成27年9月83. 高校男子サッカー
    選手のᗙ位体ᖿⲴ重
    支持機能と利き⬮、
    非利き⬮との関連

第41回
日本整形外科スポーツ医
学会学術集会
（京都）

Trunk Righting Testにて得られた体ᖿⲴ重機能
とブリッジጼໃ保持により得られた体ᖿ筋機能の
ᕥྑᕪと効き⬮と非効き⬮の関係性について調査
した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 中尾英ಇ, 
大ᵳ伸吾

81. 人工⭸関⠇全置
    術前後における᳔
    子立ち上がりテス
    トの有用性

第50回
日本理学療法学術大会
（横浜）

スクリーニングである30⛊᳔子立ち上がりテスト
（以下，CS-30）や5回᳔子立ち上がりテスト（以
下，SS-5）が、変形性⭸関⠇症の患者（以下，⭸
OA）やその後，手術に⮳った患者に対する有用性
について検討した。結果、SS-5は今回測定した他
の動作テストとの関係性が確認でき，先行研究と
同様に⭸OAに対して使用が可能であることが示၀
された。SS-5の方が▷時間にて可能であり，負担
が少なく，有用性の高いテストであると考えられ
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、中雄太、
米田ຬ貴、北西秀行、大八木博貴

82. 体ᖿのⲴ重支持機
    能のᕥྑᕪがジャ
    ンプ動作にえる
    影響

第7回
日本関⠇㙾・⭸・スポー
ツ整形外科学会
 (ᮐᖠ)

Trunk Righting Testにて得られた体ᖿⲴ重機能
のᕥྑᕪが各種のジャンプ動作にえる影響につ
いて調査した。結果、体ᖿの安定性が大きく求め
られるジャンプ動作では体ᖿ機能のᕥྑᕪが関
しやすいことが示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、井上直人、
北西秀行、中雄太、大八木博貴、植田篤史、
ᫍ野佑一、石田一成

80. Back Bridge 動作
    における体ᖿ・⫤
    関⠇周囲筋に関す
   る筋㟁図学的分析

第25回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（東京）

体ᖿ筋や⫤関⠇伸筋に着目し、Back Bridge(BB)
を筋㟁図学的に分析し、評価としての有用性を検
討した。結果、体ᖿ伸筋、⫤関⠇伸筋の�IEMG、 
MdPFに有意な変化か認められ、BBጼໃ保持が体ᖿ
伸筋、⫤関⠇伸筋の持久性評 価の方法としての
有用性か示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ厚史, 田㢌ᝅ志, ᯈ▮ᝆ祐, 
福本貴典, 橋本雅⮳, 大ᵳ伸吾
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著書，学術論文等の名称
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発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等
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－ 平成27年10月

－ 平成27年11月

－ 平成27年11月

－ 平成27年11月87. Bridgeጼໃを用いた
    体ᖿ筋機能評価にお
    ける⭡筋と背筋の不
    ᆒ⾮についての検討

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

体ᖿ筋機能評価としてBack Bridge test（BB）と
Front Bridge test（FB）の測定値から、 BB（背
筋）とFB（⭡筋）の不ᆒ⾮が動作テストにえる
影響を検討した。結果、BB㸭FB高値群（BB優位）
のBB㸩FBは3回片足㊴び、20m㉮、50m㉮、T 
test、12分間㉮との間に有意な相関が認められ
た。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ厚史、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
新谷健、福本貴典、ᯈ▮ᝆ佑、幸田康宏、
木下和昭、大ᵳ伸吾

85. ᗙ位での体ᖿⲴ重支
    持機能テストの力学
    的考察

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

体ᖿⲴ重支持機能テスト（TRT）を考案し、片側
の体ᖿのⲴ重支持機能が同側の連続ジャンプ動作
に影響をえることを報告した。今回、TRTを力
学的に検討し、Ⲵ重動作との関係も検討した。
TRTの⫪でᢲす力と⭈部でᢲす力は強い相関が
あった。またTRTの測定値は床反力値と強い相関
があった。 

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、中尾英ಇ、
井上直人、田㢌ᝅ志、新谷健、大ᵳ伸吾

86. 高校男子サッカー選
    手における➇技パフ
    ォーマンスと体ᖿ筋
    機能との関係

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

高校男子サッカー部に対して、体ᖿ筋機能とサッ
カーに必要な➇技パフォーマンスとの関係につい
て検討した。FBはT－testと12分間㉮、
SBはT－testと12分間㉮、 BBはT－testと12分間
㉮に有意な相関が認められた。FB・SB・BBのよう
なጼໃを一定時間保持する体ᖿ筋機能は、T－
testや12分間㉮と関係することが考えられた。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：新谷健、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
木下和昭、清野大㍜

84. 人工⫤関⠇全置術
    前における体ᖿ機能
    評価の重要性

第42回
日本⫤関⠇学会学術集会
（大阪）

人工⫤関⠇全置術（以下、THA）の術前の身体
機能が術後の回復に影響をえることが報告され
ている。THA前の体ᖿ機能と身体機能のᐈ観的な
関連性を示した報告は少なく、我々はTHA前後の
体ᖿ機能に着目し、術前から体ᖿ機能評価
（TrunkࠉRightingࠉTest以下、TRT）を行ってい
る。今回、THA前の症例を対象に、術前の体ᖿ機
能と身体機能との関係性を検討した。結果、術側
TRTと術側⭸関⠇伸展筋力、術側下⫥Ⲵ重量との
間にそれࡒれ有意な正の相関が認められた。術側
TRTと歩行時NRSとの間に有意な負の相関が認めら
れた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：中雄太、木下和昭、橋本雅⮳、
ᰘ沼ᆒ、林⏦也、橋本慎吾
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－ 平成27年11月

－ 平成27年11月

89. 成長期スポーツ障害
    の⭜᳝分離症と非特
    異的⭜痛の;線による
    ⭜᳝分⠇可動域の違い

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

成長期スポーツ選手の⭜᳝分離症と非特異的⭜痛
における⭜᳝の各᳝体間の可動性について検証し
た。;線またはMRIにてL5片側の⭜᳝分離症（分離
群）と診断された10名と、非ჾ質的⭜痛症（⭜痛
群）と診断された12名の⮩位⭜᳝側面ീの;線動
態影により、Ll－Sの各᳝体間の最大伸展時の
前ᘾゅおよび最大ᒅ᭤時の後ᘾゅを測定し、さら
に最大伸展時と最大ᒅ᭤時の⭜᳝分⠇ゅを計測
し、そのᕪから各᳝体間の分⠇可動域を算出し
た。結果、最大伸展時の前ᘾゅは、分離群が⭜痛
群に比して高値を示し、⭜᳝の分⠇可動域は、分
離群が⭜痛群に比して高値を示した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：中尾英ಇ、稲葉考洋、森藤武、
金子元春、木下和昭、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾

90. 小学生㌾式野⌫選手
    におけるSide Bridge 
    testの有用性

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

小学生㌾式野⌫選手に野⌫検診を実施しており、
今回、小学生㌾式野⌫選手にSBを実施し、傷害と
の関連を調査し、さらにSBの負Ⲵ量設定を検討し
た。結果、今回の᮲௳下の調査においては、SBと
ᢞ⌫による傷害との関連は認められなかった。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：井上直人、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、
佐治隆彦、藪本浩光、新宮信之、伊藤┒春、
廣瀬ちえ、橋本雅⮳、大場友裕、木下和昭、
高ᔱ厚史、石᮰友㍤、吉川▮

88. 体ᖿ筋機能のᕥྑᕪ
    がランニング動作へ
    及ࡰす影響

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

サッカー選手に対して傷害予防やパフォーマンス
の向上を目的に介入し、体ᖿ筋機能のᕥྑᕪとラ
ンニング動作との関連を調査した。体ᖿ筋機能評
価はFront Bridge test（FB）、Side Bridge 
test（SB）を実施し、ランニング動作は50m㉮、 
Ttest、12分間㉮とした。体ᖿ筋機能評価よりᕥ
ྑᕪあり群とᕥྑᕪなし群に群分けを行い、ラン
ニング動作との相関を調査した。結果、体ᖿの安
定性が必要なランニング動作では体ᖿ機能がラン
ニングの動作に影響を及ࡰすことが示၀された。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：田㢌ᝅ志、橋本雅⮳、新谷健、
ᯈ▮ᝆ佑、福本貴典、高ᔱ厚史、幸田康宏、
木下和昭、大ᵳ伸吾
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－ 平成27年11月

－ 平成27年11月

－ 平成28年5月93. 小学生㌾式野⌫選手
    におけるSide 
    Bridge testとᢞ⌫
    障害

第51回
日本理学療法学術大会
（ᮐᖠ）

㌾式野⌫連┕に加入している小学生に対してᢞ⌫
障害を早期発見することを目的に野⌫検診を実施
している。ᢞ⌫動作においては，上⫥機能だけで
なく下⫥，体ᖿ機能の重要性が報告されている。
今回，体ᖿ筋機能の検査方法を取り入れ、小学生
にSide Bridgetestを実施しᢞ⌫障害との関連を
調査した。結果、Side Bridge testの保持時間は
ᢞ⌫側㺂非ᢞ⌫側ともに⫝障害群と障害なし群の
間に有意ᕪは認められなかった。点数のᕪは⫝障
害群が障害なし群に比べ、有意に大きい結果で
あった。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：井上直人、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、
佐治隆彦、藪本浩光、伊藤┒春、廣瀬ちえ、
橋本雅⮳、木下和昭、高本晴㍤

91. ჾ質的なᢞ⌫障害⫝
    を有する小学野⌫選
    手の⫪関⠇・体ᖿ可
    動域の特徴

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

ჾ質的なᢞ⌫障害⫝を有する小学生野⌫選手
における⫪関⠇・体ᖿ可動域の特徴を検討した。
対象は、ᢞ⌫障害⫝と診断された小学生野⌫選手
（以下、障害群）と健常な小学生野⌫選手（以
下、健常群）とした。ᢞ⌫側の⫪関⠇2nd外᪕は
障害群が健常群に比して有意な可動域減少が認め
られた。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：植田篤史、橋本雅⮳、木下和昭、
小島喜義、衛門良幸、大ᵳ伸吾

92. 下⫥筋タイトネスが
    ボールキック動作時
    の㦵┙前傾ゅ度に及
す影響の検討ࡰ    

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

下⫥筋タイトネスがボールキック動作時の㦵┙運
動や⫥位に及ࡰす影響を検討した。
三次元動作解析システムにて、利き⬮のインス
テップキックを解析した。㋖⭈間㊥離（HBD）と
㦵┙前傾ゅ度の最大値に有意な相関は認められな
かった。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：福本貴典、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
新谷健、ᯈ▮ᝆ佑、高ᔱ厚史、幸田康宏、
木下和昭、大ᵳ伸吾
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－ 平成28年5月

－ 平成28年7月

－ 平成28年9月

95. 野⌫経験年数での⫪
    関⠇回᪕可動域の変
    化

第8回
日本関⠇㙾・⭸・スポー
ツ整形外科学会
（福岡）

小中学生の野⌫経験年数別での⫪関⠇可動域の変
化について検討した。結果は野⌫経験年数の増加
に伴い、両側共に⫪関⠇90r外㌿位での外᪕ゅ度
と全可動域に有意な低下傾向が認められた。以上
より、小中学生の野⌫選手の⫪関⠇90r外㌿位で
の外᪕ゅ度と全可動域は野⌫経験の増加に伴い減
少していくことが考えられ、今後のᢞ⌫障害治療
の一助となる可能性が示された。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：木下和昭, 中川泰ᙲ, 向井章ᝅ, 佐
治隆彦, ⸈本浩光, 井上直人, 橋本雅⮳, 大ᵳ 
伸吾

96. 成長期野⌫選手の⭜
⊨分離症における᳝ࠉࠉ
関⠇ᒅ筋群と伸筋群ࠉࠉ
の筋力の検討ࠉࠉ

第42回
日本整形外科スポーツ医
学会
（ᮐᖠ）

⭜᳝と⫤関⠇の運動時における連動について着目
し、⭜᳝分離症による⭜痛と、⫤関⠇周囲筋の筋
機能との関連性について検討した。結果、分離症
を有する選手のᢞ⌫㍈足⫤関⠇のᒅ᭤筋力、伸展
筋力ともに低く、ステップ⬮の⫤関⠇ᒅ᭤筋力が
有意に低かった。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：中尾英ಇ, 稲葉考洋, 木下和昭, 濱
田太ᮁ, 森藤武, 橋本雅⮳, 大ᵳ伸吾

94. 高校男子サッカー選
    手におけるシンスプ
    リント᪤ 者の疾㉮
    動作の特徴について

第51回
日本理学療法学術大会
（ᮐᖠ）

シンスプリント（Medial Tibial Stress 
Syndrome  以下，MTSS）の発生要因は下⭣内側筋
群の伸張性低下や足部の過回内による伸張ストレ
スによるとの報告が多い。我々は高校男子サッ
カー選手に対するフィジカルチェックにて明らか
な特徴が認められなかった。そこで今回、MTSS 
群と MTSS ᪤ の無い群（以下，control 群）の
動作時アライメントを比較しMTSS 群の動作的特
徴を検討した。
結果、静的アライメントと ROM には有意ᕪが認
められなかったが、動的アライメントでは
足関⠇の回内ゅ度と足部外㌿モーメントに有意ᕪ
が認められた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：幸田康宏、田㢌ᝅ志、新谷健、
福本貴典、ᯈ▮ᝆ佑、高ᔱ厚史、林Ꮥ明、
春日ຬ☻、木下和昭、橋本雅⮳
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成28年9月

－ 平成28年11月

－ 平成28年11月

－ 平成28年11月

99. 中学生と高校生野⌫
    選手におけるᢞ⌫障
    害の危険因子の違い

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

ᢞ⌫障害（Throwing Injury、以下TI）の危険因
子を年代別で調査しTIの要因となる成長に伴う身
体的特徴の違いについて検討した。TIと関連性の
高かった項目は小中学生ではᢞ⌫側elbow push 
testとlnitial abduction test、高校生ではᢞ⌫
側EPTと⫪関⠇2nd外᪕可動域、⫤関⠇内᪕可動域
ᕥྑᕪであった。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：衛門良幸、橋本雅⮳、小島喜義、植
田篤史、大木Ẏ

100. 小学生㌾式野⌫選手
    におけるSide Bridge 
    testとᢞ⌫障害⫝と
    の関係 ～第2報～

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

小学生野⌫選手に対して野⌫⫝検診を実施してお
り、小学生野⌫選手の体ᖿ筋機能検査として我々
が用いているSide Bridge test（SB）の負Ⲵ設定
の変更が必要であることを報告した。今回、SBの
負Ⲵを変更しᢞ⌫障害との関連を調査した。SBの
ᕪは⫝傷害群が低い傾向であったことから、SBの
結果にᕥྑᕪが認められることが示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：井上直人、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、藪
本浩光、新宮信之、伊藤┒春、廣瀬ちえ、橋本雅
⮳、木下和昭

ボールキック動作にࠉ.97
おける体ᖿ運動の解 ࠉࠉ
     析

第42回
日本整形外科スポーツ医
学会
（ᮐᖠ）

サッカー選手の特有なボールのキック動作では、
㦵┙から下⫥の分析が多く、体ᖿの詳細な分析は
少ない。今回はキック動作中の体ᖿ運動に着目し
検討した。結果、インステップキックは体ᖿ伸展
位、㋾側へ側ᒅさせて力を㈓め、インパクトに向
けて㦵┙と⬚㒌が相反する動きを伴いながら、急
⃭に体ᖿをᒅ᭤し、㍈側方向へ側ᒅさせていくこ
とが示၀された。また水平面上では㦵┙と⬚㒌が
相反する回᪕を伴いながら体㍈を調整し、⬨ᰕを
一定方向へ回᪕させている可能性が示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 中尾英ಇ, 福
本貴典, 大ᵳ伸吾

98. 童期野⌫選手におけ
    る⫪⫝関⠇障害者の
    ⫪関⠇可動域の特徴
    ～健常群と障害群と
    の比較～

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

学童期野⌫選手における野⌫経験年数別での⫪、
⫝関⠇に障害を有する者の⫪関⠇可動域の特徴に
ついて検討した。野⌫開始1年目から4年目の障害
群では、ᢞ⌫側の2nd外᪕と2nd全可動域が健常群
に比して有意に可動域が低下していた。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：木下和昭、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、藪
本浩光、新宮信之、伊藤┒春、井上直人、廣瀬ち
え、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾
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－ 平成28年11月

－ 平成28年11月

－ 平成28年11月

－ 平成28年11月

103. 階層別Core stability
    testにおける身体重
    心動ᦂについての検討

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

ᖜ広い筋機能レベルの評価が可能となるように階
層別Core stability test（CST）を難᫆度別に考
案し、身体重心動ᦂの観点から、評価方法の難᫆
度の設定に関する妥当性を検討した。単位㌶㊧
長、加㏿度は有意に増加し、難度が高くなること
によりጼໃ保持における不安定性が増加すること
が示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ 厚史、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
新谷健、福本貴典、ᯈ▮ᝆ佑、幸田康宏、木下和
昭、大ᵳ伸吾

104. 男子高校野⌫選手に
    おけるSide Bridge 
    Testと㉮タイムの関
    係性

  

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

男子高校◳式野⌫部員に対して、体ᖿ筋機能検査
としてSide Bridge Test（以下、 SB）を実施し
ており、テストの目ᶆ値を提示するために㉮タイ
ムとの関連性を検討した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：ᯈ▮ᝆ佑、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、木
下和昭、新谷健、福本貴典、高ᔱ厚史、幸田康
宏、大ᵳ伸吾

101. ᗙ位での体ᖿⲴ重支
    持機能評価における
    筋活動

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

動作の体ᖿ機能評価として、➃ᗙ位での立ち直り
ጼໃから㖄直方向への負Ⲵを課した方法（体ᖿⲴ
重支持機能評価）を用いている。今回は本法の筋
活動を検討した。体ᖿⲴ重支持機能評価におい
て、⭡直筋、内⭡ᩳ筋、外⭡ᩳ筋、多筋、⭡横
筋が有意に高かった。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、中尾 英ಇ、
ᯈ▮ᝆ佑、福本貴典、高ᔱ厚史、田㢌ᝅ志、田㑔
智、大ᵳ伸吾

102. 高校野⌫選手の⭜痛
    症の体ᖿ・⫤関⠇筋
    力と⭜᳝アライメン
    トとの関係性

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

野⌫選手の⭜痛発生頻度は高く、今回、ハンドヘ
ルドダイナモメーター（HDD）にて野⌫選手の体
ᖿと⫤関⠇の筋力を測定し、⭜痛者と⭜痛の᪤ 
がない者で比較した。⭜痛群の筋力は⫤関⠇ᒅ筋
群が低下傾向を示し、同様に⭜᳝
アライメントは前湾ゅが小さいことが認められ
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：中尾英ಇ、木下和昭、橋本雅⮳、大
ᵳ伸吾
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－ 平成29年5月

－ 平成29年6月

－ 平成29年9月107. 高等学校におけるス
     ポーツ活動支援事業
     の利用状況とその意
     義

第43回
日本整形外科スポーツ医
学会
（宮崎）

本学では付ᒓの高等学校に対し、スポーツ活動支
援事業を実施している。本研究の目的は、その事
業の利用者状況とその意義について考察する。結
果、開始当初は受診率が低値であったが、継続的
に活動を行うことにより増加する傾向であった。
また医療機関を受診した者は、重度なスポーツ傷
害と診断された利用者も存在し、医療機関への受
診の重要性が示၀された。これらの結果は、学校
保健内において理学療法士が㢳問や保護者と良好
な関係を保ちながら、継続的なスポーツ活動支援
事業を実施する重要性を示၀する。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、᪸⃧佑、北川
智美、長野聖、森永敏博、ᫍ野祐一、廣島和夫

105. 片側の体ᖿのⲴ重支
     持機能の向上が動作
     にえる効果

第52回
日本理学療法学術大会
（千葉）

歩行や㉮行，ジャンプ動作では体ᖿに対して㖄直
方向にⲴ重負Ⲵが加わりながら，片⬮で支持する
ような場面が求められ，その時の体ᖿ機能の評価
方法としてᗙ位での片側の体ᖿⲴ重支持機能
（Trunk Righting Test，TRT）に着目している。
今回、TRT の向上がどのような動作能力の向上に
効果をえるのか検討することとした。結果、
pre 期と post 期の間では TRT と⭸関⠇伸展の
最大等尺性筋力，ジャンプ効率に有意な増加が認
められ，side hop test には有意な低下が認めら
れた。post 期と retraining 期の間では TRT，
ジャンプ効率に有意な低下が認められた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭，橋本 雅⮳，中尾 英ಇ田
㢌 ᝅ志，大ᵳ 伸吾

106. 小学生野⌫選手にお
     ける⫪⫝関⠇障害発
     生者の⫪関⠇可動域
     の特徴1年間の⦪断
     的検討

第㸷回
日本関⠇㙾・⭸・スポー
ツ整形外科学会
（ᮐᖠ）

1年間に⫪⫝関⠇の障害が発生した小学生野⌫選
手の⫪関⠇可動域の特徴について検討した。対象
は2015年度から2016年度の1年間に⫪⫝関⠇に障
害を有さなかった小学生野⌫選手（健常群）140
名と⫪⫝関⠇に障害を有した小学生野⌫選手（障
害群）38名とした。結果、障害群は2015年度に比
して2016年度のᢞ⌫側の2nd外᪕が有意に低下し
ていた（p㸺0.05）。小学生野⌫選手において新
規に発生した⫪⫝障害者はᢞ⌫側の2nd外᪕が低
下していた。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：木下和昭, 中川泰ᙲ, 向井章ᝅ, 佐
治隆彦, ⸈本浩光, 井上直人,伊藤┒春, 橋本雅
⮳, 大ᵳ 伸吾
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－ 平成29年11月

－ 平成29年11月

－ 平成29年11月

111.ჾᲔ体操に必要なಽ立ጼ
ໃと身体因子との関連性

－ 平成30年6月 本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 横田尚子, ⃧
᪸佑, 来田ᐉ幸, 西澤ຬ一ᮁ, ᫍ野祐一

112.⭜痛症の高校野⌫選手に
対する⫤関⠇筋力トレーニン
グが⭜᳝前ᙃゅに及ࡰす影響

－ 平成30年6月 本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：中尾英ಇ, 木下和昭, 橋本雅⮳, 大
ᵳ伸吾

第28回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（東京）

110. 小学生㌾式野⌫選手
     における関⠇可動域
     の経年変化とᢞ⌫障
     害⫝との関係

小学生の野⌫選手に対して継続して関わり、メ
ディカルチェックを行っている。対象の小学生の
⫝関⠇障害が、スポーツ活動を継続し、時間経過
を伴ってどのように発生するかを検討している。
今回はᕥྑの関⠇可動域に着目して⫤関⠇の回᪕
可動域の減少と⫝障害発生との関連性を示၀し
た。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：井上直人、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、藪
本浩光、新宮信之、伊藤┒春、橋本雅⮳、木下和
昭

第10回日本関⠇㙾・⭸・
スポーツ整形外科学会
（福岡）

第10回日本関⠇㙾・⭸・
スポーツ整形外科学会
（福岡）

109. ጼໃ保持の難度別に
     分けたCore 
     stability 
     test の筋活動につ
     い ての検討

第28回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（東京）

Core stability test を用いて体ᖿ筋機能を測定
するにあたり、対象者の身体特性を反ᫎして用い
るጼໃ保持に難度別の᮲௳を検討している。実際
に考案した方法ごとに筋活動を測定し、難度ごと
に筋活動から見た運動負Ⲵの違いを検討した。結
果、いくつかの᮲௳間で有意ᕪが認められ、難度
別に分けることがより具体的になった。。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ 厚史、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
福本貴典、ᯈ▮ᝆ佑、木下和昭、大ᵳ伸吾

108. ಽ立ጼໃ保持におけ
     る⫝関⠇と⫪⏥㦵周
     囲の筋活動ࠥ上⫥の
     ⫥位の違いによる変
     化ࠥ

第28回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（東京）

小学生女子のჾᲔ体操選手の⫝関⠇障害に着目し
て、➇技特性である上⫥でのⲴ重⫥位における筋
活動から、力学的考察を行った。特に⫝関⠇障害
の小学生に多い、⫪関⠇回᪕位に観点を置き⫪⏥
㦵から⫪関⠇⫝関⠇の制ᚚする筋活動に代ൾ運動
を示す運動を示၀する筋活動が認められた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、横田尚子、⃧
᪸佑、来田宜幸、ᫍ野祐一
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113.小学生㌾式野⌫選手にお
けるᢞ⌫障害⫝発症時の体ᖿ
筋機能の変化

－ 平成30年9月 本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：井上直人, 中川泰ᙲ, 向井章ᝅ, 横
田尚子, 橋本雅⮳, 木下和昭

114.ジュニア体操➇技におけ
るಽ立時の⑊痛調査

－ 平成30年9月 本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 横田尚子, ⃧
᪸佑, 来田ᐉ幸, 西澤ຬ一郎, ᫍ野祐一

115.地域在住高齢者における
体ᖿ筋機能とロコモティブシ
ンドロームとの関係について
144. 

－ 平成30年9月 本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：高ᔱ厚史, 大ᵳ伸吾, 橋本雅⮳, 田
㢌ᝅ志, 新谷健

116.地域在住高齢者の園ⱁ活
動の実態 ～園ⱁ習慣のアン
ケートからわかったこと～

－ 平成30年9月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：㧘野珠栄子, 田崎史江, 橋本雅⮳, 
野村和樹, 山口隆司, 中村美砂

117.ニューラルネットワーク
を用いたロコモ度判定に関連
する因子の相対的重要度につ
いて

－ 平成30年10月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：今岡真和, 中尾英ಇ, 田崎史江, 㧘
野珠栄子,ࠉ野村和樹, 橋本雅⮳, 中村美砂

118.健康教室へ参加されてい
る高齢者に対する体ᖿ機能評
価法が⾑圧・心ᢿ数に及ࡰす
影響について

－ 平成30年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：田㢌ᝅ志, 橋本雅⮳, 高ᔱ厚史, 福
本貴典, 新谷健, 大ᵳ伸吾

119.小学生㌾式野⌫選手の⫝
障害に影響をえる因子1ࠉ
年前の検診結果から

－ 平成30年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 中川泰ᙲ, 向井章ᝅ, 伊
藤┒春, 井上直人, 横田尚子, 橋本雅⮳

120.Side-bridgeጼໃにおけ
る⫤関⠇の⫥位の違いが⭜部
周囲筋の筋活動に及ࡰす影響

－ 平成30年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：㰻藤優Ꮨ, 木下和昭, 橋本雅⮳, 来
田ᐉ幸, 大ᵳ伸吾

121.高校男子サッカー選手に
おけるBridgeጼໃの保持時間
と筋厚との関係性

－ 平成30年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：新谷健, 橋本雅⮳, 木下和昭, 田㢌
ᝅ志, 福本貴典, 高ᔱ厚史, 大ᵳ伸吾

第44回日本整形外科ス
ポーツ医学会学術集会
（徳島）

第44回日本整形外科ス
ポーツ医学会学術集会
（徳島）

第44回日本整形外科ス
ポーツ医学会学術集会
（徳島）

第8回日本認知症予防学会
学術集会（東京）

第20回㦵⢒㧼症学会
（長崎）

第29回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（ᮐᖠ）

第29回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（ᮐᖠ）

第29回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（ᮐᖠ）

第29回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（ᮐᖠ）
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122.中高齢者の足部アーチ低
下の身体要因について

－ 平成30年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：中尾英ಇ, 木下和昭, 森藤武, 濱田
太ᮁ, 橋本雅⮳, 大ᵳ伸吾

123.段階づけたಽ立ጼໃにお
ける⫪関⠇と⫪⏥㦵周囲筋の
筋活動の変化

－ 平成30年12月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 横田尚子, ⃧
᪸佑

124.運動講ᗙに参加している
高齢者における体ᖿ筋機能と
下⫥機能及び移動能力との関
係について

－ 平成30年12月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ厚史, 橋本雅⮳, 田㢌ᝅ志, 新
谷健, 福本貴典, 木下和昭, 大ᵳ伸吾

125.ಽ立時の上⫥障害予防に
着目した練習方法の筋活動の
検討(Muscle Activity 
Analysis of Exercise 
Methods Focusing on The 
Prevention of Upper Limb 
Disorders During a 
Handstand)

－ 令和1年6月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下 和昭, 横田 尚子, 橋本 雅⮳, 
⃧ ᪸佑, 来田 ᐉ幸, 西澤 ຬ一郎, ᫍ野 祐一

126.コアトレーニングを効果
的に進めるために、体ᖿ(筋)
機能を適切に捉える評価につ
いて

－ 令和1年8月 特別企画「コアトレーニングの神㧊」
シンポジスト

127.段階づけたಽ立ጼໃにお
ける⫪関⠇と⫪⏥㦵周囲筋の
筋活動の変化

令和1年10月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下 和昭, 橋本 雅⮳, 横田 尚子, 
⃧ ᪸佑

128.運動講ᗙに参加している
高齢者における体ᖿ筋機能と
下⫥機能及び移動能力との関
係について

令和1年10月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ 厚史, 橋本 雅⮳, 田㢌 ᝅ志, 
新谷 健, 福本 貴典, 木下 和昭, 大ᵳ 伸吾

129.ジュニア体操➇技選手に
おける段階づけたಽ立練習方
法の有用性

令和1年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下 和昭, 横田 尚子, 橋本 雅⮳, 
来田 ᐉ幸, 西澤 ຬ一郎, ᫍ野 祐一

第45回日本整形外科ス
ポーツ医学会学術集会
（大阪）

第 7 回日本運動ჾ理学療
法学会学術大会
（岡山）

第 7 回日本運動ჾ理学療
法学会学術大会
（岡山）

第30回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（横浜）

第29回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（ᮐᖠ）

第6回日本運動ჾ理学療法
学術大会（福岡）

第6回日本運動ჾ理学療法
学術大会（福岡）

第11回日本関⠇㙾・⭸・
スポーツ整形外科学会
（ᮐᖠ）
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

130.上⫥支持を除外したSide 
Bridgeの筋活動について

令和1年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：田㢌 ᝅ志, 橋本 雅⮳, 木下 和昭, 
高ᔱ 厚史, 福本 貴典, 大ᵳ 伸吾

 (研究会、その他)

－ 平成22年6月

－ 平成22年6月

－ 平成22年8月

－ 平成22年8月

－ 平成23年6月

第30回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（横浜）

21. 高校生男子サッカー
     選手に対するコンデ
     ィショニングサポー
     トが運動時⭜痛に
     える影響

第21回
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

高校生に対して行った体ᖿ筋トレーニングの指導
と実施が、運動時⭜痛の発生とዴ何に関連するか
について検討した。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：古川博章、橋本雅⮳、井上直人、
木下和昭、田㢌ᝅ志、森洋子、石᮰友㍤、
吉川也、山崎ᓅ志

19．本校の臨床実習にお
     ける態度評価の分析
     ձ～臨床実習の態度
     評価と心理テストを
     用いた検討～

第23回
教育研究大会・教員研修
会
（北海㐨）

臨床実習における学生評価の中で、態度面の評価
結果と心理テストの結果との関連性を考察し、数
項目に有意な関連性が示၀された。本学の評価項
目と一般的なテスト項目との関連から、一定のᐈ
観性を示すことができた。
本人担当部分：研究指導
共同発表者：岩崎仁美、山本貴啓、幸田利ᩗ、
橋本雅⮳、助川明、加原牧子、松本尚子、三上文
枝、᳝木文枝、村田幸司、武富由雄

20.本校の臨床実習にお
     ける態度評価の分析
     ②～実習に臨む学生
     にとって求められる
     因子～

第23回
教育研究大会・教員研修
会
（北海㐨）

本学の態度面評価項目において心理テストと関連
があった項目において、低点数を示す学生が実習
を通じて実習進行に困難さを示す場合が多いこと
が示された。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：山本貴啓、岩崎仁美、幸田利ᩗ、
橋本雅⮳、助川明、加原牧子、松本尚子、三上文
枝、᳝木文枝、村田幸司、武富由雄

17．Side-Bridgeጼໃ保
     持における筋活動の
     経時的変化について

第20回ࠉ
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

サイドブリッジテストを行う際、60⛊保持可能な
者と不可能な者との違いを筋㟁図データから検討
した。両群とも⑂労を示す中間周Ἴ数の徐ὴ化が
認められたが、平ᆒ振ᖜの増加する筋の存在が保
持可能の᮲௳であると示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
ᯈ▮ᝆ佑、新谷健、宮沢ᑗ史、石川大起、
森洋子、井谷友香理

18．グラウンドサーフェ
     イスの違いが大学サ
     ッカー選手のスポー
     ツ外傷に及ࡰす影響
     -天↛Ⱚグラウンド
     と人工Ⱚグラウンド
     との比較-

第20回ࠉ
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

グラウンドサーフェイスの違いがスポーツ外傷の
発生に及ࡰす要因について検討した。運動時間当
たりの発生௳数は人工Ⱚグラウンドの方が多かっ
たが、外傷部位がそれࡒれ違いを示し、サーフェ
イスの特徴が外傷発生の要因に関していること
が示၀された。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保衛、
橋本雅⮳、岸本恵一、辻信宏、田中一成、中村信
之、来田幸、藤竹ಇ㍜
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成23年6月

－ 平成23年6月

－ 平成24年1月

－ 平成24年6月25. クラウス・ウェーバ
    ーテスト変法と体ᖿ
    ῝部筋エクササイズ
    における⭡横筋の筋
    活動量

第22回
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

体ᖿ筋力を評価する手技と体ᖿ῝部筋のトレーニ
ングに有効とされる運動᮲௳を選択し、ワイヤー
㟁ᴟを用いた筋活動量の評価を行った。体ᖿの安
定性に㈉献するであろう⭡横筋に着目した。結
果、重㗽負Ⲵをした手技とelbpw-toeጼໃ、side 
bridgeጼໃにおいて筋活動が高値を示すことが確
認され、トレーニング手技としての有効性が示၀
された。

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導
共同発表者：杉本拓也、能登洋平、林慈、
池内誠、柳田育久、土井㱟雄、田㑓智、
大ᵳ伸吾、橋本雅⮳、大久保⾫

23. 機能回復に難渋した
     ⫪⭝ᯈ不全断と後
     上方関⠇၁ᦆ傷術後
     の一例

第21回
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

⫪関⠇可動域制限患者の1例に対して理学療法的
工夫と考察により、可動域の改善に⮳った症例に
ついて報告した。

本人担当部分：データ分析
共同発表者：武富由雄、永富Ꮥ幸、米田⛱、
水野直子、中川人、福田明雄、᳝木Ꮥ幸、
橋本雅⮳、講武芳英、幸田利ᩗ

24. 高校サッカー選手の
     ⭜痛予防に対するコ
     アエクササイズの効
     果

第17回
スポーツ傷害フォーラム
（大阪）

高校生サッカー選手に継続的に体ᖿ筋を中心とし
たトレーニングを行わせ、運動時⭜痛の有無を経
時的に測定した。結果、体ᖿ筋機能は向上する
が、⭜痛の軽減に必ずしも関係しているとは言え
なかった。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究発表
共同発表者：橋本雅⮳、井上直人、木下和昭、
田㢌ᝅ志、石᮰友㍤

22. 大学サッカー選手の
     人工Ⱚグラウンドに
     おけるスポーツ傷害
     の経時的変化

第21回
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

人工Ⱚグラウンドでの練習が常態化したクラブに
おけるスポーツ傷害の発生について⣙4年の追㊧
し、調査・検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
橋本雅⮳、岸本恵一、辻信宏、田中一成、中村信
之、来田幸、藤竹ಇ㍜
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成24年6月

－ 平成24年6月

－ 平成25年6月

－ 平成25年6月29. ハンドヘルドダイナ
    モメーターを用いた
    体ᖿ機能評価方法の
    信頼性と妥当性

第23回
関西臨床スポーツ医科学
研究会
（大阪）

体ᖿ筋の筋力測定にハンドヘルドダイナモメータ
を用いた測定に関してその再現性について級内相
関係数を用いて検討を行った。再現性のある方法
として課題がṧり、方法のさらなる検討を必要と
する。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 米田ຬ貴, 
中雄太, 北西秀行, 大八木博貴, ᰘ沼ᆒ

27. 第5中足㦵⑂労㦵ᢡ
     受傷者におけるター
     ン動作時の足部圧力
     解析

第22回
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

第5中足㦵⑂労㦵ᢡ受傷経験者に対して足ᗏ圧セ
ンサーを足ᗏ面と足部外側面に㈞付して、動作時
の上下方向と横方向の力をᐈ観化した。結果は未
受傷者との有意ᕪは認められなかったが、接地時
間が延長していた。これは足ᗏ面の力は大きくな
くても力が加わる時間が長くなり、足部への力学
的ストレスが加わることが示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、藤竹ಇ㍜、
来田幸、岸本恵一、橋本雅⮳、大久保⾫

28. 高校男子サッカー選
     手における関⠇ᘱ緩
     性とその特徴

第23回
関西臨床スポーツ医科学
研究会
（大阪）

運動量が多い高校サッカー選手の関⠇ᘱ緩性につ
いて調査した。成長期の高校生において関⠇の安
定性や不安定性はスポーツ障害の要因になること
が考えられ、個人ᕪが多い成長段階にあるスポー
ツ選手の特徴を考察した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：山崎ᓅ志, 橋本雅⮳, 井上直人, 
古川博章, 吉川也, 石᮰友㍤

26. デジタルカメラによ
    る体ᖿ可動域の測定
    法の一検討

第22回
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

スポーツ現場において▷時間での体ᖿ可動性評価
の試案として、2次元的にデジタルカメラで影
したデータから可動域をᐈ観化する方法について
検討した。体ᖿ伸展運動において再現性が示၀さ
れたが、今後方法に修正が必要であることが分
かった。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：福本貴典、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
ᯈ▮ᝆ佑、高ᔱ厚史
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成26年6月

－ 平成26年6月

－ 平成27年6月

－ 平成27年6月33. 大学サッカー選手の
     人工Ⱚグラウンドに
     おけるスポーツ傷害
     の経時的変化̾人工
     Ⱚグラウンドに対す
     るゴムチップ補充の
     影響̾

第25回
関西臨床スポーツ医科学
研究会
（大阪）

サッカー➇技中に発生する外傷や障害を引き起こ
す要因は，選手が使用しているグラウンドサー
フェイスも一要因になると報告されている。今
回，長期経過した人工Ⱚグラウンドに特Ṧဠ砂や
ゴムチップを補充したことによる，スポーツ傷害
発生への影響を検討した．結果、人工Ⱚグラウン
ドでは年数が経過するとともに下⫥発生率が
増加し，ゴムチップの補充後では下⫥⫗離れの発
生率が有意に減少した．

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平, 藤竹ಇ㍜, 来田幸, 
岸本恵一, 橋本雅⮳, 大ᵳ伸吾, 大久保⾫, 熊井
司, 田中康仁

31. 足部横アーチ変化の
     測定方法の検討

第24回
関西臨床スポーツ医科学
研究会
（大阪）

外見の形状では測定が困難である足部横アーチの
ᐈ観的な測定方法について考案し、その方法の有
用性につて検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平, 藤竹ಇ㍜, 来田幸, 
岸本恵一, 橋本雅⮳, 大ᵳ伸吾, 大久保⾫,
熊井司, 田中康仁

32. 高校部活動に対する
     フィジカルサポート

第25回
関西臨床スポーツ医科学
研究会
（大阪）

⦪断的に行っている高校サッカー選手へのフィジ
カルサポートについて具体的に紹介した。今まで
行ってきた経験から得た課題について考察を加え
た。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：田㢌ᝅ志、新谷健、福本貴典、
ᯈ▮ᝆ祐、高ᔱ厚史、幸田康宏、林Ꮥ明、
橋本雅⮳

30. Trunk Righting 
     Test と体ᖿ機能の
     関係性

第24回
関西臨床スポーツ医科学
研究会
（大阪）

体ᖿ機能評価として考案したTrunk Righting 
Testと体ᖿ筋の持久性と協調性を見るブリッジテ
ストとの関連性から、体ᖿ筋の評価方法について
検討した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 北西秀行, 
井上直人, 植田篤志
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成28年6月

－ 平成29年6月35. ጼໃ保持の難度別に
    分けたCore stability 
    testの保持時間につい
    ての検討

第27回
関西臨床スポーツ医科学
研究会（大阪）

我々は、体ᖿや⫤関⠇周囲筋の総合的な筋機能を
反ᫎするBridge活動を利用したSide Bridge(SB)
とFront Bridge(FB)をCore stabilityの評価とし
て用いている。ᐈ観的な指ᶆとしてጼໃの保持時
間を用いて評価してきたが、多様な対象者に対す
る評価として課題があった。そこで今回、ጼໃ保
持の難度に着目することが必要であると考え、SB
とFBのጼໃを難度に分けて階層別に評価する方法
としてCore stability test(CST)を考案した。結
果、SBとFBの両ጼໃにおいてB、C、D㡰にጼໃ保
持時間が有意に長くなっていた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ厚史、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、新
谷健、福本貴典、ᯈ▮ᝆ佑、木下和昭、大ᵳ伸吾

34. ⭜᳝分離症者のスポ
    ーツ復帰期間による
    ⭜᳝前ᙃゅと⭜᳝᳝
    間可動域の違い

第26回
関西臨床スポーツ医科学
研究会（大阪）

⭜᳝▮状面上のアライメント評価は、分離症のス
トレス要因の特徴を見出すうえで重要な項目であ
ると考えられる。今回、スポーツ復帰までの期間
を急性期とள急性期との境界である4週経過を基
準とし、;線影による⭜᳝前ᙃゅと⭜᳝᳝間可
動域について検討した。結果、⭜᳝（L1-S）前ᙃ
ゅは、最大ᒅ᭤時、4週未満群に対し、4週以上群
は低値を示し、最大伸展時では、4週未満群に対
し4週以上群は高値を示した。⭜᳝᳝間可動域
は、4週未満群に対し、4週以上群は低値を示し
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：中尾英ಇ、稲葉Ꮥ洋、木下和昭、森
藤武、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要

（著書）

共著 平成23年3月

共著 平成23年3月

共著 平成25年4月

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

9. 実践PTノート
   運動ჾ傷害の理学療法
  （第2版）

運動ჾ傷害の概論と運動療法に関して実際に実践
している実技内容を部位ごとに紹介した。さらに
自己学習のため、その手技の動画をDVDに収録し
講義外での実技練習に役立てるように工夫した。
第1版から内容の見直しと追加を行い、より実践
的な内容に再編した
（Ａ４判ࠉ全210頁）
編著者：小柳☻Ẏ
共著者：上野隆司、吉本陽二、橋本雅⮳、
ῡ岡聡、中江徳彦、佐藤睦美、境隆弘
共著者全員での執筆

7．歩行を診る
  －観察から始める理学
  療法実践－

(ᰴ)文光堂 歩行動作の改善を目的に臨床で経験する障害ご
と、また疾患ごとに歩行動作をいかに捉え、アプ
ローチするかを具体的に解説した。さらに理学療
法効果を高めることに効果的な㐨具やჾ具、アイ
テムの使用についてもまとめてある。（Ａ５判ࠉ
全478頁）
編者：松尾善美

ձ本人担当部分：
（各論28）テーピング、インソールを必要とする
対象者（㹮．390～㹮．408）を共著。
歩行を分析、アプローチする際にテーピングやイ
ンソールパッドなどを用いて歩容の変化から理学
療法のᡓ␎を具体化していく方法を紹介し、例示
しながら解説した。共著者：橋本雅⮳、伊佐地弘
基、岡田ள美

②本人担当部分：
（各論29）スポーツウエアを必要とする対象者
（㹮．409～㹮．426）を単著。
テーピングなどの効果を利用し、歩行などのⲴ重
位動作の機能にアプローチする方法を紹介し、
テープの効果を持続させるためのスポーツウエア
の紹介や利用方法について解説した。

8. 理学療法Mook㸷
   スポーツ傷害の理学
   療法(第2版)

（ᰴ）三㍯書ᗑ 第1版より、さらに最新情報をふまえてスポーツ
外傷・障害全般的に理学療法士の観点から発生要
因や力学的ストレスなどスポーツ➇技を困難にす
る病態運動学について解説している。またその要
因をふまえて適切な理学療法について臨床の観点
から紹介、解説している
（㹀５判ࠉ全400頁）
編著者：福井ຮ、小柳☻Ẏ

本人担当部分：
第3章ᅄ⫥と体ᖿの傷害に対する理学療法4．下⫥
のスポーツ障害の理学療法ձ
（㹮．71～㹮．82）を共著。
下⫥のスポーツ障害について発生要因とその対応
策、発症後のコンディショニング、トレーニング
および再発予防の観点から解説した。特に運動
学、運動力学的側面から工夫したトレーニングの
紹介や運動解析のデータからスポーツ障害の発生
要因について考察を加えた。
共著者：中江徳彦、橋本雅⮳、田中則子
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成28年5月

共著 平成29年5月

10. 教科書にはない敏⭎
    PTのテクニック
   -臨床実践変形性⭸関
    ⠇症の理学療法-

(ᰴ)文光堂 日常診療でよく診る変形性⭸関⠇症について，経
験豊富な敏⭎理学療法士による長年の創意工夫に
より，臨床現場で行われている技術のコツについ
て解説した。
（㹀５判ࠉ全192頁）
編著者：橋本雅⮳

：ձ本人担当部分ࠉ
⭸OAの外科的治療を理解し術後に活かす（㹮．47
～㹮．59）を共著。
人工⭸関⠇置術を中心にその手術方法を解説ࠉ
し、⓶切開から術後の理学療法の工夫や考慮の
ポイントを解説した。特に術後関⠇可動性に影響
をえやすい術創部のアプローチを具体的に紹介
した。ࠉ
共著者：橋本雅⮳、木下和昭

：本人担当部分②ࠉ
⭸OA患者の術前・術後の歩容改善をねらう（㹮．
120～㹮．134）を単著。
手術前の状態から手術後の歩容の改善を、そのࠉ
時期に分けて解説した。特に術後のṧ存する体ᖿ
機能の不具合に着目して具体的なアプローチにつ
いて紹介している。

11. 教科書にはない敏⭎
    PTのテクニック
    -臨床実践足部・足関
     ⠇の理学療法-

(ᰴ)文光堂 足部・足関⠇に頻発する運動ჾ傷害を中心に評価
やアプローチについて臨床で行っている実践的な
内容をまとめた。運動ჾ疾患以外にも内科的障害
に起因する足部の障害についてもあわせて解説し
た。
（㹀５判ࠉ全179頁）
編著者：橋本雅⮳

ձ本人担当部分：
足部・足関⠇機能と身体運動との関係をとらえる
（㹮．25～㹮．38）を共著。
足部・足関⠇の力学的機能について解説し、身体
運動時の基礎としての役割に対して必要な機能を
解説した。また機能不全の場合のアプローチにつ
いて紹介を行った。ࠉ
共著者：橋本雅⮳、木下和昭

②本人担当部分：
ᡥ平足障害Ѹ足部・足関⠇の機能的特徴をふまえ
介入する（㹮．70～㹮．84）を共著。
臨床で経験するᡥ平足障害が足部にとどまらず、
身体運動に影響を及ࡰす関係性について解説し、
その評価方法やアプローチについて紹介した。
共著者：中尾英ಇ、橋本雅⮳

ճ本人担当部分：
有痛性外反母㊑Ѹ足部・足関⠇の機能的特徴をふ
まえ介入する（㹮．85～㹮．98）を共著。
外反母㊑変形でも有痛性の場合を重要視して、足
部にとどまらず、身体運動に影響を及ࡰす関係性
について解説し、その評価方法やアプローチにつ
いて紹介した。特に㠐の工夫やインソールなどに
ついて具体的に解説した。
共著者：生島直樹、橋本雅⮳

մ本人担当部分：
後⬯㦵筋⭝、⭌㦵筋⭝の要害Ѹ足部・足関⠇の機
能的特徴をふまえ介入する（㹮．99～㹮．113）
を共著。
足アーチ機能を担保する筋群に加わる力学的スࠉ
トレスを具体的に紹介し、その頻回な負Ⲵが引き
起こす筋⭝の障害を解説した。足部機能だけでは
なく、身体の重心保持の機能を含めて具体的に解
説した。
共著者：⎩生玲子、橋本雅⮳
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共著の別

発行又は
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概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成30年3月

西守隆 編著, 上杉雅之監修

（㹀５判ࠉ全305頁）

本人担当部分：
第4章4アキレス⭝断(手術適応例).  （㹮．196
～㹮．205）を共著。
アキレス⭝断術後の理学療法を臨床上の工夫を
㋃まえて解説した。
共著者：橋本雅⮳、木下和昭

共著 平成30年5月

橋本雅⮳, 村西ኖ⚈ 編集

（㹀５判ࠉ全194頁）

ձ本人担当部分：

共著 令和1年8月
橋本雅⮳ࠉ編集
（㹀５判ࠉ全179頁）
ձ本人担当部分：

（学術論文）

[原著論文]

共著 平成22年4月

共著 平成22年6月

13. 教科書にはない敏⭎
    PTのテクニック
    -臨床実践ࠉ⫪関
     ⠇の理学療法-

(ᰴ)文光堂

14. 教科書にはない敏⭎
    PTのテクニック
    -臨床実践体ᖿの理学療
法-

(ᰴ)文光堂

12. 統合と解釈がよくわかる
実践㸟理学療法評価学

(ᰴ)医ṑ薬出版

38. グラウンドサーフェ
    イスの変化が大学サ
    ッカー選手のスポー
    ツ傷害に及ࡰす影響
    -土グラウンドとロ
     ングパイル人工Ⱚ
     グラウンドとの比
     較-
    (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.18 (2)
:P.256-P.263

グラウンド表面の違いがサッカー選手のスポーツ
傷害の発生にえる影響を調査した。土グラウン
ドで練習を行った１年間とその後人工Ⱚグラウン
ドで行った１年間に発生したスポーツ傷害を集計
し、人工Ⱚでは土グランドと比して上⫥の傷害発
生が多かった。要因として下⫥の᫆⑂労による㌿
ಽの増加、スライディングなどの練習プレー内容
の変化が考えられた。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保衛、
橋本雅⮳、山野仁志、岸本恵一、藤竹ಇ㍜

39. 大学サッカー選手に
    対する足㊑ᒅ᭤筋力
    トレーニングの効果
    (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.19
:P.3-P.6

スポーツ傷害の発生と足㊑ᒅ᭤筋力との関連か
ら、足㊑ᒅ᭤筋力を継続的にトレーニングするこ
とが基本的なパフォーマンステストとの関連を調
査し、検討を加えた。結果はトレーニング介入前
後では片⬮立位能力、最大1歩㋃み出し能力が向
上した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保衛、
橋本雅⮳、山野仁志、岸本恵一、藤竹ಇ㍜
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単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成22年6月

共著 平成22年6月

共著 平成22年8月

共著 平成22年9月

42. 高校サッカー選手に
    おける体ᖿ筋トレー
    ニングが⭜痛発生予
    防へえる効果
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.18 (3)
:P.504-P.510

高校サッカー選手において体ᖿ筋機能の変化と⭜
痛の有無に関する 経時的変化を調査した。高校
サッカー選手14名に9ࣧ月間体ᖿ筋トレーニング
を継続した結果、Side Bridge testの平ᆒ点が、
介入前5.3s2.7点から介入後9ࣧ月で10.3s2.7点
(p<0.001)と有意に増加し、体ᖿ筋機能が向上し
たと考えられる。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：井上直人、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
大ᵳ伸吾

43. サッカー選手のボー
    ルキック動作と下⫥
    Ⲵ重位の動作におけ
    る足アーチ高率とア
    ーチ沈㝆率の分析
   (査読付)

臨床バイオメカニクス
Vol.31
:P.477-P.483

サッカー選手を対象に下⫥Ⲵ重位動作時の足アー
チの変化をᐈ観化し、その動作の特性を考察し
た。片⬮スクワット、キック動作時の足アーチの
低下より、片⬮スクワット時の低下が大きく、床
反力の方向に違いと足関⠇ゅ度の違いが関して
いると推察された。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：藤高⣫平、田㑓智、大ᵳ伸吾、大久保
衛、橋本雅⮳、岸本恵一、藤竹ಇ㍜

40. Side-Bridge動作での
   運動᮲௳変化に伴う体
   ᖿ筋・⫤関⠇周囲筋の
   筋活動
  (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.19
:P.40-P.52

体ᖿ筋トレーニングにて用いられるサイドブリッ
ジ動作に運動負Ⲵの変化を加えることによって変
化する筋活動を筋㟁図学的に考察した。⫤関⠇外
㌿筋や体ᖿのᅛ定に働く筋活動を効率よく高めら
れる方法を具体的に述べた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
井上直人、森洋子、新谷健

41. クラウス・ウェーバ
    ーテスト変法と体ᖿ
    ῝部筋エクササイズ
    における筋活動量に
    ついて
    (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.19
:P.53-P.56

体ᖿ筋機能の測定やトレーニングに用いられる動
作やጼໃ保持における体ᖿ筋の活動をᐈ観化する
ために内⭡ᩳ筋にワイヤー㟁ᴟを用いた筋㟁図測
定によりデータを得た。結果、サイドブリッジや
クラウス・ウェーバーテスト変法のጼໃ保持が筋
活動を高めていることが示၀された。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：杉本拓也、林慈、池内誠、柳田育久、
橋本雅⮳、日下昌弘、大ᵳ伸吾、大久保衛
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成23年6月

共著 平成23年6月

共著 平成23年7月

共著 平成23年8月

共著 平成23年10月48. 下⫥機能サポートウ
    エアがⲴ物を持ち、
    おろす動作における
    下⫥筋活動に及ࡰす
    影響について
   (査読付)

臨床バイオメカニクス
Vol.32
:P.469-P.475

スポーツウエアを中心に市㈍されている機能的な
ウエアの実際の効果についてᐈ観することを目的
に動作解析置とEMGの分析から検討を行った。
結果、ウエアの着用により、一定の筋活動の軽減
効果が認められることが示၀された。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、論
文執筆
共著者：橋本雅⮳、三谷保弘、山田隆登

46. ⭜᳝変性疾患患者に
    おける⭜᳝アライメ
    ントと⭜痛疾患治療
    成績判定基準との関
    連について
   (査読付)

近␥理学療法学術大会誌
Vol.40

中高年期の⭜᳝疾患の中でも変性疾患に着目し、
;線影にて得た⭜᳝のアライメントデータと治
療効果判定に用いる身体機能評価項目との関連性
を考察した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：内原由佳子、橋本雅⮳、中尾英ಇ、
金沢淳則

47. 高校男子サッカー選
    手における体ᖿ筋機
    能と運動時⭜痛発生
    の経時的変化
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.19 (3)
:P.551-P.557

高校生サッカー選手の運動時⭜痛と体ᖿ筋機能の
継続的な調査から、運動時⭜痛の軽減には一定以
上の筋機能が必要であり、かつそれを維持する必
要があることが示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：河野リ織、橋本雅⮳、井上直人、
田㢌ᝅ志、大ᵳ伸吾

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.20
:P.5-P.8

Side-Bridge のጼໃを長時間保持させて、体ᖿと
⫤関⠇周囲筋の筋⑂労についてEMGを用いて評価
した。EMG上の筋⑂労を示す変化が確認され、
Side-Bridge のጼໃが体ᖿ筋の筋⑂労を評価する
有用性について示၀した。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、ᯈ▮ᝆ
佑、新谷健、宮沢ᑗ史

45. グラウンドサーフェ
    イスの違いが大学サ
    ッカー選手のスポー
    ツ外傷に及ࡰす影響
    (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.20
:P.25-P.28

天↛Ⱚグランドと人工Ⱚグランドのおけるスポー
ツ外傷の発生について調査した。サーフェイスの
違いにより、下⫥などの身体⑂労部位などに違い
があり、スポーツ外傷発生に部位や種類に違いが
あることが分かった。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
橋本雅⮳、岸本恵一、辻信宏、田中一成、
中村信之、来田幸、藤竹ಇ㍜

44. Side-Bridge のጼໃ
    保持における筋活動
    の経時的変化につい
    て
    (査読付)
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成24年6月

共著 平成24年6月

共著 平成24年6月

共著 平成24年6月

共著 平成24年8月

共著 平成24年10月54. Ⲵ物の運び下ろし動
    作の運動解析
    －Ⲵ物の重さの違い
    が身体運動に及ࡰす影
    響－
   (査読付)

臨床バイオメカニクス
Vol.32
:P.353-359

Ⲵ物を運ᦙし、立ちṆまり、床に下ろす動作にお
ける下⫥の動作分析を行った。三次元動作解析機
ჾを用いて下⫥の運動と身体重心のへ負Ⲵをᐈ観
し、Ⲵ物の重さによる変化について検討した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：三谷保弘、橋本雅⮳

52. リスフラン㠎ᖏᦆ傷
    に対する理学療法の
    経験－保存治療につ
    いて
   (査読付)

PTジャーナル
Vol.46 (6)
:P.563-P.567

観⾑的治療も選択されるリスフラン㠎ᖏᦆ傷に対
して、保存的治療を選択し、理学療法や下⫥全体
や体ᖿに着目したトレーニング指導によりスポー
ツに復帰できた症例について報告した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：岡徹、中川拓也、奥平修三、古川泰三、
橋本雅⮳

53. 大学サッカー選手の
    第5中足㦵⑂労㦵ᢡに
    おける発生因子の検
    討
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.20 (3) 
:P.543-P.549

サッカー選手に好発する第5中足㦵の⑂労㦵ᢡの
発生要因を身体的特徴や練習᮲௳から考察した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、௰田秀⮧、大ᵳ伸吾、
藤竹ಇ㍜、来田幸、岸本恵一、橋本雅⮳、
大久保⾫

50. 大学サッカー選手の
    人工Ⱚグラウンドに
    おけるスポーツ傷害
    の経時的変化
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.21
:P.25-P.32

人工Ⱚグラウンドでの練習が常態化したクラブに
おけるスポーツ傷害の発生について⣙4年の追㊧
し、調査・検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、来田幸、
藤竹ಇ㍜、岸本恵一、橋本雅⮳、大久保⾫

51. 大学サッカー選手の
    足部・足関⠇傷害に
    対する足部アーチ保
    持筋力トレーニング
    の効果
   (査読付)

理学療法科学
Vol.27 (3)
:P.263-P.267

大学サッカー選手に対して足部のアーチ機能に着
目して継続的にトレーニング指導した。結果、足
㊑把持力と片⬮立位時間が増大し、足関⠇の
発生率が低下した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、藤竹ಇ㍜、来田幸、
橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、大久保⾫

49. 高校生男子サッカー
   選手に対するコンデ
   ィショニングサポー
   トが運動時⭜痛に
   える影響
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.21
:P.23-P.28

高校生に対して1年間継続的に行った体ᖿ筋ト
レーニングとストレッチングの指導と実施が、運
動時⭜痛の発生とዴ何に関連するかについて検討
した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：古川博章、、石᮰友㍤、吉川也、
山崎ᓅ志、橋本雅⮳、井上直人、木下和昭、
田㢌ᝅ志、森洋子
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成24年11月

共著 平成25年1月

共著 平成25年3月

共著 平成25年3月

共著 平成25年6月

58. 大学サッカー選手に
    おける足部スポーツ
    障害に対するインソ
    ールの治療効果
   (査読付)

㠐の医学
Vol.26 (2)
:P.40-P.44

大学サッカー部に所ᒓしている選手のスポーツ障
害調査と障害を有する選手のインソールを使用し
たアプローチがもたらす効果について検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、橋本雅⮳、
大久保⾫

59. クラウス・ウェーバ
    ーテスト変法と体ᖿ
    ῝部筋エクササイズ
    における⭡横筋の筋
    活動量について
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.22
:P.25-P.27

体ᖿ筋機能を向上させる目的に行われるトレーニ
ング動作について実際の筋活動量の観点からその
効果について検討した。筋活動の測定には、ワイ
ヤー㟁ᴟを用い、῝部の筋活動を導出した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：杉本拓也、能登洋平、林慈、池内誠、
௰哲治、土井㱟雄、柳田育久、田㑓ࠉ智、
大ᵳ伸吾、橋本雅⮳、大久保⾫

56. 高校サッカー選手の
    運動時⭜痛発生につ
    いて⫤関⠇可動性と
    周囲筋タイトネスの
    検討
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.21 (1) 
:P.5-P.10

高校サッカー選手の⭜痛発生要因として体ᖿ筋機
能の低下以外に⫤関⠇の可動性の低下が⭜᳝の回
㌿負Ⲵを増加し、⭜痛発生と関係することが示၀
された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：井上直人、橋本雅⮳、河野リ織、
古川博章、田㢌ᝅ志、木下和昭、大ᵳ伸吾

57. 大学サッカー選手の
    第5中足㦵⑂労㦵ᢡ
    と身体的要因の関係
   (査読付)

日本整形外科スポーツ医
学会雑誌
Vol.33 (1)
:P.37-P.42

継続的のフォローしている大学サッカー部の選手
の身体的特徴とサッカーに多い第5中足㦵の障害
との関連性について調査した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、岸本恵一、
橋本雅⮳、大久保⾫

55. 高校サッカー選手の
    ⭜痛予防に対するコ
    アエクササイズの効
    果
   (査読付)

スポーツ傷害
Vol.17
:P.44-P.47

高校生サッカー選手に継続的に体ᖿ筋を中心とし
たトレーニングを行わせ、運動時⭜痛の有無を経
時的に測定した。結果、体ᖿ筋機能は向上する
が、⭜痛の軽減に必ずしも関係しているとは言え
なかった。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、論
文執筆
共著者：橋本雅⮳、石᮰友㍤、井上直人、
木下和昭、田㢌ᝅ志
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成25年6月

共著 平成25年6月

共著 平成25年7月

共著 平成25年10月

共著 平成26年1月64. 高校男子サッカー選
    手における体ᖿ筋機
    能と⫤関⠇可動域が
    運動時⭜痛に及ࡰす
    影響
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.22
:P.59-P.66

高校生のサッカー選手を対象に体ᖿ筋の持久性と
協調性を見た機能評価と⫤関⠇の可動性とᰂ㌾性
が㺂スポーツ動作時の⭜痛発生に及ࡰす影響を考
察し㺂その関連性を示၀した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：吉川▮、橋本雅⮳、井上直人、
古川博章、木下和昭、大ᵳ伸吾

62. 大学サッカー選手に
    おける足部スポーツ
    障害に対するインソ
    ールの有用性
   (査読付)

日本整形外科スポーツ医
学会雑誌
Vol.33 (3)
:P.292-P.297

⦪断的に調査を継続している大学サッカー選手に
認められる足部スポーツ障害に対して、市㈍のイ
ンソールの使用がスポーツ障害発生にどのように
影響を及ࡰすかを検討した。結果、インソールの
使用の有用性が示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、岸本恵一、
橋本雅⮳、大久保⾫

63. Ⲵ物の持ち上げ動作
    時の下⫥および体ᖿ
    の運動力学的解析
   (査読付)

理学療法科学 
Vol.28 (5)
:P.619-P.622

日常生活から職業動作によく見られるⲴ物の持ち
上げ動作について動作分析を行った。三次元動作
解析置を用いて体ᖿ、下⫥の力学的負Ⲵをᐈ観
化した。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：三谷保弘、橋本雅⮳、北川智美、
松木明好

60. デジタルカメラによ
    る⬚⭜᳝可動域測定
    法の一検討(第一報)
    (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.22
:P.29-P.31

デジタルカメラにて影した静Ṇ画を用いて᮲௳
間のゅ度の変化から⬨ᰕの可動性を予測した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：福本貴典、田㢌ᝅ志、ᯈ▮ᝆ佑、高ᔱ厚
史、橋本雅⮳

61. 第5中足㦵⑂労㦵ᢡの
    ᪤ を有する大学サッ
    カー選手におけるタ
    ーン動作時の足部圧
    力解析
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.22
:P.39-P.41

サッカー選手の好発する足部第5中足㦵㦵ᢡの発
生要因として切り返し動作の⧞り返しが考えられ
る。実際にターン動作にて足部の同様な力学的な
ストレスが加わるかをᐈ観化し、発生要因を検討
した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、藤竹ಇ㍜、
来田幸、岸本恵一、武村政徳、辻田純三、
橋本雅⮳、大久保⾫
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成26年3月

共著 平成26年4月

共著 平成26年4月

共著 平成26年6月

共著 平成26年6月

68. 大学サッカー選手に
    おける足関⠇の
    ➇技復帰に影響を及
す要因の検討ࡰ    
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.23
:P.19-P.21

⦪断的に調査している大学サッカー選手の足関⠇
についてスポーツ復帰に影響を及ࡰす身体的
特徴(筋力、ᰂ㌾性など)を検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大久保⾫、大ᵳ伸吾、
藤竹ಇ㍜、来田幸、岸本恵一、橋本雅⮳、田中
康仁

69. ハンドヘルドダイナ
    モメーターを用いた
    体ᖿ機能評価方法の
    再現性と関連性
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.23
:P.27-P.29

体ᖿ筋の筋力測定にハンドヘルドダイナモメータ
を用いた測定に関してその再現性について級内相
関係数を用いて検討を行った。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、米田ຬ貴、中雄太、
北西秀行、大八木博貴、橋本雅⮳、ᰘ沼ᆒ

66. 大学アメリカンフッ
    トボール選手におけ
    るSide Bridge test
    と体ᖿ筋力との関係
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.22 (2)
:P.297-P.301

大学生の体ᖿ機能を▐発力の観点と筋持久力の観
点から測定し、その関連性を検討した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：井上直人、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、
新宮信之、廣瀬ちえ、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
木下和昭

67. 第5中足㦵⑂労㦵ᢡの
    ᪤ を有するサッカ
    ー選手の切り返し動
    作の動作解析
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.22 (2)
:P.331-P.335

第5中足㦵の㦵ᢡ経験のあるサッカー選手の方向
㌿(切り返し)動作をハイスピードカメラにて
影し㺂その足部の関⠇運動を健常者と比較検討し
た。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、岸本恵一、
橋本雅⮳、大久保⾫、熊井司、田中康仁

65. 高校男子サッカー選
    手における入学年度
    別の体ᖿ筋機能と運
    動時⭜痛発生の経時
    的変化
   (査読付)

ᅄ條␝学園大学リハビリ
テーション学部紀要
9号
:P7-P14

⦪断的に調査している高校生サッカー選手が各年
代の体ᖿ機能評価の結果に特徴があることが分か
り、その後トレーニング介入した結果、運動時の
⭜痛が一時期改善するが、その後ഹかに増加する
傾向があることが分かった。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：石᮰友㍤、橋本雅⮳、井上直人、
木下和昭、古川博章、大ᵳ伸吾
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成26年6月

共著 平成26年7月

共著 平成26年8月

 

共著 平成26年8月

共著 平成26年12月74. 変形性⭸関⠇症にお
    ける体ᖿ機能と身体
    機能の関連性
   (査読付)

運動ჾリハビリテーショ
ン
Vol.25 (4)
:P.350-P.355

変形性⭸関⠇症患者を対象にその体ᖿ機能を評価
する方法を考案した。その体ᖿ機能と身体機能と
の関連を検討し、変形性関⠇症の発生機序につい
て考察した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、米田ຬ貴、
中雄太、北西秀行、大八木博貴、ᰘ沼ᆒ

72. 大学男子サッカーチ
    ームにおける10年間
    の傷害発生状況
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.22 (3)
:P.463-P.472

⦪断的に関わっている大学サッカー選手のスポー
ツ障害発生の動向について10年間の調査結果をま
とめ、検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、藤竹ಇ㍜、来田幸、
岸本恵一、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
熊井司、田中康仁

73. ⫤関⠇可動域、下⫥
    筋タイトネスの経時
    的変化が運動時⭜痛
    に及ࡰす影響
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.22 (3)
:P.481-P.487

高校生サッカー選手を対象に⫤関⠇の可動性と下
⫥筋の◳さが、運動時⭜痛との関連と関連すると
考えられ、トレーニング介入によるその改善がそ
の後の運動時⭜痛にどう変化をもたらせるかを調
査し検討を加えた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：福本貴典、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
ᯈ▮ᝆ祐、井上直人、木下和昭、大ᵳ伸吾

70. 本学学生の国家試験
    前後における不安の
    変化
   (査読付)

リハビリテーション教育
研究
19号
P.216-P.217

最終学年の学生を対象に国家試験前後の不安状態
をᐈ観化し㺂その変化について検討を行った。資
格を取得する教育課程において最終目ᶆとなる国
家試験は多くの学生において不安をもたらす要因
となることが考えられた。

本人担当部分：研究指導
共著者：小ᯣ武㝎、岡健司、㧘橋泰子、
橋本雅⮳、酒井桂太

71. Ⲵ重による足部アー
    チの変化が足部スポ
    ーツ障害の発生に
    える影響ࠉ大学サッ
    カーチームの8年間の
    前向き研究
    (査読付)

日本整形外科スポーツ医
学会雑誌
Vol.34 (3)
:P.307-P.311

Ⲵ重負Ⲵによる足部アーチ高の沈㝆率を測定し、
後に足部に発生するスポーツ障害との関係性につ
いて検討を行った。アーチ高の変化が大きい選手
はスポーツ障害発生に何ら影響をえる可能性が
示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、
大久保⾫、熊井司、田中康仁
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成27年4月

共著 平成27年4月

共著 平成27年5月

共著 平成27年6月

共著 平成27年6月

  

78. 足部横アーチ変化の
    測定方法の検討
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.24
:P.19ѸP.22

外見の形状では測定が困難である足部横アーチの
ᐈ観的な測定方法について考案し、その方法の有
用性につて検討した。

本人担当部分：研究計画、データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、藤竹ಇ㍜、来田幸、
岸本恵一、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
熊井 司、田中康仁

79. Trunk Righting Test
    と体ᖿ機能の関係性
   (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.24
:P.31ѸP.34

体ᖿ機能評価として考案したTrunk Righting 
Testと体ᖿ筋の持久性と協調性を見るブリッジテ
ストとの関連性から、体ᖿ筋の評価方法について
検討した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、北西秀行、
井上直人、植田篤史

76. 大学男子サッカーチ
    ームにおける上半身
   傷害の発生状況 : 
   10年間の傷害調査結果
  (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.23 (2)
:P.242-P.251

大学男子サッカーチームにおける, 2003年から
2012年までの10年間の上半身(上⫥, 体ᖿ, 㢌㢁
部)に発生した傷害を調査した.  1年生時の発生
率, ゴールキーパーの発生率が有意に高く, 1部
リーグに参加した年度と人工Ⱚグラウンドに変更
した年度の上⫥傷害発生率の有意な増加が認めら
れた.
本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、藤竹ಇ㍜、来田幸、岸本恵
一、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、大久保⾫、熊井司、田
中康仁

77. 大学サッカー選手に
    おける足㊑ᒅ᭤筋力
    が足部スポーツ障害
    の発生にえる影響
   (査読付)

日本整形外科スポーツ医
学会雑誌
Vol.35 (2)
:P.133-P.138 

多種多様なフットワーク動作が必要なサッカー選
手において足㊑のᒅ᭤力(把持力)がスポーツ障害
発生にいかに関するかを検討した。

本人担当部分：ータ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、大久保
⾫、熊井司、田中康仁

75. ➃ᗙ位での片側支持
    におけるጼໃ保持と
    Trunk Righting Test
    との関係
   (査読付)

理学療法科学
Vol.30 (2)
:P.329-P.332

体ᖿ機能の評価方法としてᗙ位ጼໃで行うテスト
方法を考案した。そのテスト方法にて得られた結
果とᗙ位ጼໃ保持との関連性を検討し、体ᖿ機能
評価の有用性について考察した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、米田ຬ貴、中雄
太、北西秀行、大八木博貴、ᫍ野祐一、ᰘ沼ᆒ
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成27年6月

共著 平成27年6月

共著 平成28年1月

共著 平成28年4月

82. ᗙ位体ᖿⲴ重支持機
    能テストと体ᖿ筋機能
   (査読付)

理学療法科学
Vol.31 (1)
:P.49-P.52

Trunk Righting Testにて得られたᗙ位でのⲴ重
支持機能とブリッジጼໃ保持にて得られた体ᖿ筋
の持久性と協調性との関係性について考察した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、北西秀行、
米田ຬ貴、中雄太、大八木博貴、井上直人、植田
篤史、田㢌ᝅ志、福本貴典、高ᔱ厚史、ᯈ▮ᝆ
佑、新谷健、ᫍ野祐一

83. ⭜᳝変性疾患に対す
    る体ᖿ伸展持久力ト
    レーニングの効果Ѹ
    日本整形外科学会⭜
    ᳝疾患問診⚊
   （JOABPEQ）を用いた
    評価Ѹ
   (査読付)

理学療法科学
Vol.31 (2)
:P.275-P.279

⭜部疾患患者を対象に体ᖿ筋の持久性向上を目的
にトレーニング介入し、介入の結果として疾患に
関連する症状の変化を問診⚊を用いて調査した。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：中尾英ಇ、稲葉Ꮥ洋、森藤武、内原由佳
子、渡㑔ⴌ、金子元春、木下和昭、橋本雅⮳、大
ᵳ伸吾

80. A novel objective 
    evaluation method
    for trunk function
  （体ᖿ筋機能評価方法の
   検討）
   (査読付)

J. Phys. Ther. Sci. 
Vol.27
:P.1633̽P.1636

体ᖿ機能をᐈ観的に評価する方法としてTrunk 
Righting Testを考案し、その有用性を検討し
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：Kazuaki Kinoshita,
Masashi Hashimoto, Kazunari Ishida, 
Yuki Yoneda, Yuta Naka,
HidekuKi Kitanishi, Hirotaka Oyagi,
Yuichi Hoshino, Nao Shibanuma

81. 人工⭸関⠇全置術
    後患者の身体機能と
    術前および術後の体
    ᖿ機能の関連性
   (査読付)

理学療法科学
Vol.30 (3)
:P.389-P.394

体ᖿ機能評価としてTrunk Righting Testを用い
て術前後の患者を対象に調査した。結果、術後の
身体機能に体ᖿ機能が関係することが示၀され
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、中雄太、北西秀
行、大八木博貴
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成28年6月

共著 平成29年3月

共著 平成29年5月

共著 平成29年6月

86. 高校男子サッカー選
    手における体ᖿⲴ重
    支持機能とブリッジ
    ጼໃ保持の特徴～利
    き⬮側と非利き⬮側
    での比較～
   (査読付)

日本整形外科スポーツ医
学会雑誌
Vol.37 (2)
:P38-P41

Trunk Righting Testにて得られた体ᖿⲴ重機能
とブリッジጼໃ保持により得られた体ᖿ筋機能の
ᕥྑᕪと効き⬮と非効き⬮の関係性について調査
した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、中尾英ಇ、大ᵳ伸
吾

87. 大学サッカー選手の
    人工Ⱚグラウンドに
    おけるスポーツ傷害
    の経時的変化ࠉ人工
    Ⱚグラウンドに対す
    るゴムチップ補充の
    影響
  (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌
Vol.25
:P53ѸP55

サッカー➇技中に発生する外傷や障害を引き起こ
す要因は，選手が使用しているグラウンドサー
フェイスも一要因になると報告されている。今
回，長期経過した人工Ⱚグラウンドに特Ṧဠ砂や
ゴムチップを補充したことによる，スポーツ傷害
発生への影響を検討した．結果、人工Ⱚグラウン
ドでは年数が経過するとともに下⫥発生率が
増加し，ゴムチップの補充後では下⫥⫗離れの発
生率が有意に減少した．

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：藤高⣫平、藤竹ಇ㍜、来田幸、岸本恵
一、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾、大久保⾫、熊井 司、
田中康仁

84. 体ᖿのⲴ重支持機能
    のᕥྑᕪがジャンプ
    動作にえる影響
   (査読付)

JOSKAS
Vol.41 (3)
:P.1068-P.1074

Trunk Righting Testにて得られた体ᖿⲴ重機能
のᕥྑᕪが各種のジャンプ動作にえる影響につ
いて調査した。結果、体ᖿの安定性が大きく求め
られるジャンプ動作では体ᖿ機能のᕥྑᕪが関
しやすいことが示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：木下和昭、橋本雅⮳、井上直人、北西秀
行、中雄太、大八木博貴、植田篤史、ᫍ野祐一、
石田一成、ᰘ沼ᆒ、中尾英ಇ、大ᵳ伸吾

85. 成長期スポーツ障害
    の⭜᳝分離症と非特
    異的⭜痛の;線による
    ⭜᳝アライメントと
    可動性について
   (査読付)

大阪河㷂リハビリテー
ション大学紀要
11巻
:P.135-P.139

成長期のスポーツ選手に見られる⭜᳝分離症と非
特異的⭜痛者に;線影から⭜᳝のアライメント
と影᮲௳間のᕪから可動性を予測した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：中尾英ಇ、橋本雅⮳、森藤武、岡健司
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成29年6月

共著 平成29年7月

共著 平成29年7月90. 野⌫経験年数での⫪関
    ⠇回᪕可動域の変化
    (査読付)

JOSKAS
Vol.42 
：P.493-P.498

小中学生の野⌫経験年数別での⫪関⠇可動域の変
化について検討した。結果は野⌫経験年数の増加
に伴い、両側共に⫪関⠇90r外㌿位での外᪕ゅ度
と全可動域に有意な低下傾向が認められた。以上
より、小中学生の野⌫選手の⫪関⠇90r外㌿位で
の外᪕ゅ度と全可動域は野⌫経験の増加に伴い減
少していくことが考えられ、今後のᢞ⌫障害治療
の一助となる可能性が示された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：木下和昭、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、佐治㶾
彦、⸈本浩光、井上直人、伊藤春┒、橋本雅⮳、
大ᵳ伸吾

88. Relationship 
    between trunk 
    function 
    evaluated using the 
    trunk righting 
    test and physical 
    function in 
    patients with knee 
    osteoarthritis
  （体ᖿ筋機能テストと
    変形性⭸関⠇症患者
    の身体特性との関
    連性）
   (査読付)

J. Phys. Ther. Sci. 
Vol.29
:P.996̽P.1000

変形性⭸関⠇症（OA）患者の運動機能評価におい
て体ᖿの立ち直り運動のテスト（TRT）を用いて
体ᖿ筋機能の評価を行っている。その臨床上の有
効性について検討した。結果、同側のTRTと関連
する因子は、最大等尺性⭸伸筋力テストおよび同
側のステップテストであった。術側と、非術側
TRTはTUGとかなり関連していた。下⫥の運動ჾ疾
患であるが、体ᖿ機能評価の重要性が示၀され
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共著者：Kazuaki Kinoshita, Kazunari Ishida, 
Masashi Hashimoto, YuKi Yoneda, Yuta NaKa, 
hideyuki Kitanishi, Hiroki Oyagi, Yuichi 
Hoshino, Masahiro Kurosaka, Nao Shibanuma

89. Side-to-side 
    differences in range 
    of motion, muscle 
    strength, and medial 
    elbow laxity in 
    young baseball 
    players 
    with medial elbow 
    injuries
   （内側型⫝関⠇障害を
     有した成長期野⌫選
     手の関⠇可動域、筋
     力、関⠇ᘱ緩性のの
     ᕥྑᕪについて）
    (査読付)

J Phys Fitness Sports 
Med
Vol.6 (4)
:P.233-P.239

成長期の野⌫選手の⫝関⠇の障害はᢞ⌫動作に大
きく影響し、またᢞ⌫動作から力学的影響を受け
る。今回、成長期の野⌫選手の関⠇機能の評価か
ら検討を加えた。結果、⫪外内᪕、⫝ᒅ伸、前⭎
回内外㺂⫤関⠇内᪕の可動域は非ᢞ⌫側に比べ減
少していた。またൔᖗ筋およびᲲ上筋の筋力、⫝
関⠇の内側不安定性はᕥྑᕪを示していた。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：Takeshi Morifuji, Hidetoshi Nakao,  
Takahiro Inaba, Kenji Kasubuchi, Masashi 
Hashimoto, Motoharu Kaneko
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成29年8月

共著 平成29年10月

共著 平成30年6月

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導

共著者：高ᔱ厚史, 田㢌ᝅ志, ᯈ▮ᝆ佑, 福本貴
典, 大ᵳ伸吾, 木下和昭, 新谷健, 橋本雅⮳

共著 平成30年12月

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導
共著者：木下和昭, 橋本雅⮳, 中尾英ಇ, ᪸⃧
佑, ᯈ谷ᝆ佑, 福本貴典, 高ᔱ厚史, 大ᵳ伸吾

共著 令和1年1月

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導

共著者：中尾 英ಇ, 橋本 雅⮳, 濱田 太ᮁ, 木
下 和昭, 森藤 武, 大ᵳ 伸吾

共著 令和1年3月

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導

共著者：Kazuaki Kinoshita, Kazunari Ishida, 
Masashi Hashimoto, Hidetoshi Nakao, Nao 
Shibanuma, Masahiro Kurosaka, Shingo Otsuki

日本人の健常高齢者を対象に運動機能評価と身体
組成㺂認知機能との関連を検討した。ロコモティ
ブシンドロームのように運動機能の低下により引
き起こされるが、これは認知機能の変化や体組成
の変化との関連が示၀された。

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導
共著者：Misa Nakamura, Fumie Tazaki, Kazuki 
Nomura, Taeko Takano, Masashi Hashimoto,  
Hiroshi Hashizume, Ichiro Kamei

日本臨床スポーツ医学会
誌27巻1号
p 27-p 33

93.体ᖿ筋・⫤関⠇周囲筋の
機能評価を目的とした難度別
のcore stability testの保
持時間について  (査読付)

関西臨床スポーツ医・科
学研究会誌, 27:

27 29

95.⭜痛を有する高校野⌫選
手における体ᖿ・⫤関⠇筋力
と⭜᳝アライメントとの関係
性  (査読付)

96.A Vertical Load Applied 
Towards the Trunk 
Unilaterally Increases the 
Bilateral Abdominal Muscle 
Activities  (査読付)

J. Phys. Ther. Sci. 
Vol.30(3)
:P.273̽P.276

92. Cognitive impairment 
    associated with 
    locomotive syndrome 
    in community-dwelling  
  elderly women in 
    Japan
  （日本人の健常高齢者
    女性の運動機能評価
    と認知機能について）
   (査読付)

Clinical Interventions 
in Aging 2017
12 
:P.1̽P.7

理学療法科学 33(6)
p.929-p.934

91. ᢞ⌫障害⫝を有する
    小学生野⌫選手の⫪
    関⠇可動域の特徴
   (査読付)

日本臨床スポーツ医学会
誌
Vol.25 (3)
：P.454-P.457

ᢞ⌫動作において, ⫪関⠇可動域の制限は, ᢞ⌫
障害⫝の発症と関連が報告されている. そのた
め, 本研究の目的はᢞ⌫障害⫝を有する小学生野
⌫選手の⫪関⠇可動域の特徴を明らかにすること
とした.結果, 障害群は健常群に比して, ᢞ⌫側, 
非ᢞ⌫側の⫪関⠇外㌿位での外᪕可動域が, 有意
に小さかった. また, ᢞ⌫側の⫪全回᪕可動域お
よびGlenohumeral Internal Rotation Deficit
は, 2群間で統計学的に有意ᕪはなかったが, 障
害群のうが小さい傾向であった.

本人担当部分：データ分析、研究指導
共著者：植田篤史、橋本雅⮳、木下和昭、小島喜
義、衛門良幸、井上直人、大ᵳ伸吾

94.片⬮立位と➃ᗙ位での片
側支持ጼໃの⭜部周囲筋の筋
活動の関係  (査読付)
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 令和1年4月

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導

共著者：木下 和昭, 中川 泰ᙲ, 向井 章ᝅ, 伊
藤 ┒春, 井上 直人, 橋本 雅⮳, 大ᵳ 伸吾

共著 令和1年10月

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導

共著者：木下 和昭, 橋本 雅⮳, 大八木 博貴, 
石田 一成, ᰘ沼 ᆒ, 来田 ᐉ幸

日本臨床スポーツ医学会
誌
27巻2号
p.273-p.278

理学療法科学34ࠉ巻5号
p.553-p.557

98.人工⭸関⠇全置術後早
期のTimed up and go testの
改善に関係する因子  (査読
付)

97.⫪⫝障害を発症する小学
野⌫選手の⫪関⠇可動域の特
徴ࠉ一年間の⦪断的検討  
(査読付)
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

その他

「総説・報告書」

単著 平成25年4月

単著 平成26年6月

共著 平成26年7月16.  足部・足関⠇のスポ
     ーツ障害-overuse障
     害の克服-ࠉ理学療
     法によるoveruse障
     害への対応

臨床スポーツ医学
31巻7号
：P.674-P.684

overuse障害の要因を関⠇ᘱ緩性など関⠇の特性
と運動連㙐における力学的ストレスの観点から解
説する。具体的には運動療法の紹介とインソール
などの具療法を併用した理学療法を解説した。
本人担当部分：論文執筆
共著者：橋本雅⮳、伊佐地弘基

理学療法京都
42号
：41-46

運動ჾ疾患の理学療法を効果的に進めるにあた
り、身体の機能をዴ何に捉えることができるが重
要である。その際、動作の観察・分析が適切に行
い、機能障害を具体的にする評価が治療の成果を
ᕥྑする。著者の工夫している動作の捉え方を紹
介しながら、ポイントを解説した。

15.  観察的動作分析にお
     ける介入効果から身
     体運動を捉える方法
     ～足部・足関⠇の機
     能に着目して運動ჾ
     疾患における歩行動
     作を考察する～

大阪河㷂リハビリテー
ション大学紀要
8巻1号
:P.158-P.165

身体運動の土台である足部足関⠇の機能を中心に
運動連㙐の観点から身体全体に及ぶጼໃ制ᚚや運
動調整について解説した。特にインソール療法と
運動療法の併用やⲴ重位トレーニングにおける考
え方、観察的動作観察のポイントなどを紹介しな
がら説明を加えた。

14. 運動ჾ疾患の理学療
     法における臨床力
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

単著 平成29年11月

(その他)

[学会発表]

(国際学会)

－ 平成22年6月

－ 平成23年11月

－ 平成24年5月

－ 平成25年9月

3. Risk factors of 
   stress fracture of 
   the fifth metatarsal 
   bone in university 
   soccer players.
  （大学サッカー選手の
    第5中足㦵ᢡ⑂労㦵ᢡ
    の危険因子）

American College of 
Sports Medicine, 16th 
Health 	 Fitness  
Summit 	 Exposition
(Los Vegas)

サッカー選手に多く見られる足部傷害の一つ第5
中足㦵㦵ᢡの発生要因を検討した。検討項目は下
⫥を中心に機能評価を行い、関連する因子につい
て考察した。⭸関⠇アライメント(Q-angle)と足
㊑ᒅ᭤筋力との関連が示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：Kohei Fujitaka, Shingo Otuki,
Shunsuke Fujitake, Teruyuki Kita, Keiiti
 Kishimoto, Masashi Hashimoto, Mamoru Okubo

4. Characteristics of 
   human body movement 
   when lifting loads: 
   investigation into 
   difference in load 
   weight.
（重量物の持ち上げ動作
  におけるの重さに違い
  が身体動作にえる特
  徴）

WCPT-AWP 	 ACPT 
Congress 2013
(Taichung, Taiwan)

Ⲵ物の持ち上げ動作における運動特性について、
Ⲵ物の重さを変えた時に体ᖿ、下⫥の運動負Ⲵが
どのように変化するかを検討した。

本人担当部分：研究計画、データ分析、研究指導
共同発表者：Yasuhiro Mitani, Masashi 
Hashimoto,
Tomomi Kitagawa

The 18 Congress of the 
International Society 
of Electrophysiology 
and Kinesiology 
(Aalborg, Denmark)

自㌿㌴ペダリング動作における運動量や仕事負Ⲵ
をペダリング㏿度や回㌿トルクの調整から定量化
し、筋活動様式の特性を確認した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：Iwasita Atsusi,Konisi Y,
Hashimoto Masashi, Ichihasi Noriaki, 
Yoshida Masaki

2. Relationship between 
   stress fracture of 
   the 5th metatarsal 
   and physical facters 
   in college soccer 
   players
 （大学サッカー選手の身
   体特性と第5中足㦵㦵
   ᢡとの関係性について）

The 5th Asia-Pacific 
Conference on Exercise 
and Sports Science 
(APCESS 2011,Shanghai)

大学サッカー選手に好発する第5中足㦵の⑂労㦵
ᢡの発生要因を身体的特徴から考察した。特に下
⫥のアライメントが関連する可能性があった。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：Kohei Fujitaka, Shingo Otuki,
Mamoru Okubo, Masashi Hashimoto,
Keiiti Kishimoto, Shunsuke Fujitake, 
Teruyuki Kita

17.  動作解析を用いた機
     能的ウエア開発̾ワ
     コールとの共同開発 

理学療法ジャーナル
51巻11号
：P.959-P.962

特集「多分野に広がる理学療法」の1つを担当執
筆。
身体運動解釈、動作分析の観点から機能的ウエア
を開発する業務について紹介した。過去10年の実
施の開発例を示し、理学療法の観点がどのように
活用できるかを解説した。

1．Effects of different 
 pedaling rates on ࠉ
 muscle activity of ࠉ
   lowerࠉextremity and 
   crank torTue during 
   constant work rate 
   pedaling.
  （回㌿㏿度の違う自㌿
    ㌴のペダリング動作
    における下⫥筋活動
    と関⠇トルクの違い
    について）
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成28年10月

(国内学会)

－ 平成22年5月

－ 平成22年10月

－ 平成22年11月

－ 平成22年11月

45．Ⲵ物の持ちおろし動
    作における着用ウエ
    アが下⫥筋活動に及
す影響についてࡰ    

第37回 
日本臨床バイオメカニク
ス学会
(京都)

Ⲵ物の持ちおろし動作において、下⫥筋活動の観
点から、着用するᬑ通スパッツと下⫥機能サポー
トを考慮したスパッツとの違いをᐈ観化した。結
果、関⠇運動やトルクには大きな違いがないが、
下⫥機能サポートのスパッツ着用時に下⫥ᢠ重力
筋における筋活動が低下し、ウエアのサポート効
果が示၀された。

46．高校女子バレーボー
    ル選手の運動機能と
    スポーツ傷害の特徴

第21回 
日本臨床スポーツ医学会
(Ⲉ城)

高校バレーボール選手の体力測定を行い、筋力、
筋持久力、ᰂ㌾性などの結果とスポーツ傷害歴と
の関連を考察した。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：三谷保弘、橋本雅⮳、森北育宏

ACPT Congress 2016
(Kuala Lumpur, 
Malaysia)

体ᖿ機能評価としてブリッジጼໃを用いた機能評
価を行っている。今回、その評価ጼໃにおける体
ᖿの筋活動の特性をᐈ観化し、今後の評価方法と
しての有用性を検討することとした。

本人担当部分：研究計画、データ分析、研究指導
共同発表者：
Satoshi Tagashira, Masashi Hashimoto

43. 高校サッカー選手に
    おける⫤関⠇周囲筋
    のタイトネスと運動
    時⭜痛発生との関連
    性

第45回ࠉ
日本理学療法学術大会
（ᒱ㜧）

高校サッカー選手の運動時⭜痛発生に関して調査
した。⭜痛と関連性がある⫤関⠇周囲のタイトネ
スなどを他覚的に測定し、有痛者と無痛者との相
違点いついて考察し、検討を加えた。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：古川博章、木下和昭、橋本雅⮳、
井上直人、大塚リ織、吉川也、石᮰友㍤、
福永浩明、吉野育代

44．⭜᳝変性疾患におけ
    る体ᖿ筋持久力が⭜
    痛治療成績判定基準
    におよࡰす影響につ
    いて

第18回
日本⭜痛学会
（北海㐨）

⭜部変性疾患を有する外来患者を対象に、⭜᳝の
可動性を;線影から測定し、体ᖿ筋力を筋持久
力の観点から点数化し、⭜痛治療成績判定基準に
おける各項目との関連性を検討した。結果、体ᖿ
の伸展筋持久力が日常生活動作能力との関係があ
ることが示၀された。
本人担当部分：研究計画、データ分析、研究指導
共同発表者：中尾英ಇ、橋本雅⮳、内原由佳子、
金澤淳則

5. Electromyography 
   analysis in 
   stratified core 
   stability 
   testing
  （体ᖿ筋機能の評価テ
    ストの筋㟁図学的検
   討）
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成22年11月

－ 平成22年11月

－ 平成22年11月

－ 平成22年11月

－ 平成23年5月51. 大学サッカー選手の
    足部・足関⠇スポー
    ツ傷害に対する足部
    アーチ保持筋力トレ
    ーニングの効果

第46回
日本理学療法学術大会
（宮崎）

大学生にサッカー選手の足部アーチに着目し、下
⫥のスポーツ傷害発生と関連性と足部に対するト
レーニングの継続による傷害発生の変化を検討し
た。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
橋本雅⮳、藤竹ಇ㍜、来田幸

49．大学サッカー選手に
    おける学年別での足
    関⠇の発生状況
    の分析

第21回 
日本臨床スポーツ医学会
(Ⲉ城)

大学サッカー選手を計5年間調査し、足関⠇
の発生と関係する要因を検討した。結果、1年生
が他の学年よりも、発生頻度が大きかった。大学
生になってサッカーの練習環境の変化などが要因
であることが示၀された。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高 ⣫平、大ᵳ 伸吾、大久保 
⾫、橋本雅⮳、岸本 恵一、藤竹 ಇ㍜、来田 
幸

50．⭜᳝変性疾患患者に
    おける⭜᳝アライメ
    ントと⭜痛疾患治療
    成績判定基準との関
    連について

第50回
近␥理学療法学術大会
（和ḷ山）

⭜᳝変性疾患患者における⭜᳝;線所見と⫤関⠇
可動域、体ᖿ筋持久力に着目し、日常生活動作と
の関連を検討した。結果、体ᖿ伸筋持久力は、⭜
᳝前ᙃゅとの相関がなかった。しかし、JOAスコ
アと相関することから、ጼໃ保持に寄する体ᖿ
伸展筋持久力の向上が、⭜痛の軽減につながり、
結果として日常生活動作能力の向上に関するこ
とが考えられる。つまり、⭜᳝変性疾患における
⭜痛を有する患者の治療として重要な項目である
と言える。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：内原由佳子、橋本雅⮳、中尾英ಇ、
金澤淳則

48．高校サッカー選手の
    運動時⭜痛発生につ
    いて－⫤関⠇可動性
    と周囲筋タイトネス
    の検討－

第21回 
日本臨床スポーツ医学会
(Ⲉ城)

高校サッカー選手の⭜痛発生要因として体ᖿ筋機
能の低下以外に⫤関⠇の可動性の低下が⭜᳝の回
㌿負Ⲵを増加し、⭜痛発生と関係することが示၀
された。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：井上直人、橋本雅⮳、古川博章、
河野リ織、木下和昭、田㢌ᝅ志、大ᵳ伸吾

47．Side-Bridgeጼໃ保
    持における筋活動の
    持続的変化

第21回 
日本臨床スポーツ医学会
(Ⲉ城)

サイドブリッジጼໃ保持に関して筋持久力につい
て筋㟁図的考察を行った。長時間のጼໃが可能群
と不可群では筋⑂労が示されてからの筋出力(筋
㟁✚分値)が多くなるかどうかの違いが示され
た。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
井上直人、古川博章、河野リ織、松本ᙲ生
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成23年5月

－ 平成23年9月

－ 平成23年9月

－ 平成23年9月

－ 平成23年11月

－ 平成23年11月57. 高校男子サッカー選手
    における体ᖿ筋機能と
    ⫤関⠇可動域が運動時
    ⭜痛に及ࡰす影響

第22回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（青森）

高校生の男子サッカー選手の運動時⭜痛と体ᖿ筋
機能、⫤関⠇可動性との関連性について考察し
た。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：吉川也、橋本雅⮳、井上直人、
古川博章、大ᵳ伸吾

55. 大学サッカー選手の
    第5中足㦵⑂労㦵ᢡと
    身体的要因の関係

第37回
日本整形外科スポーツ医
学会学術集会
（福岡）

サッカー選手に好発する第5中足㦵の⑂労㦵ᢡの
発生要因を身体的特徴から考察した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
橋本雅⮳、岸本恵一、藤竹ಇ㍜、来田幸

56. 大学サッカー選手の
    第5中足㦵⑂労㦵ᢡに
    おける発生因子の分
    析

第22回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（青森）

サッカー選手に好発する第5中足㦵の⑂労㦵ᢡの
発生要因を身体的特徴や練習᮲௳から考察した。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
橋本雅⮳、岸本恵一、辻信宏、田中一成、
中村信之、藤竹ಇ㍜、来田幸

53. 大学サッカー選手の
    足部スポーツ傷害と
    身体的要因の関係

第66回
日本体力医学会大会
（山口）

大学サッカー選手の足部周辺のスポーツ傷害の発
生要因を身体的特徴や機能の観点から調査し、考
察した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
橋本雅⮳、岸本恵一

54. ジョーンズ㦵ᢡを受
    傷したサッカー選手
    の特徴と㠐

第25回
日本㠐医学会学術集会
（奈良）

第5中足㦵㦵ᢡの受傷したサッカー選手の身体的
特徴を測定し、カティング動作を動作解析した結
果とあわせて㦵ᢡの発生要因を考察した。

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導
共同発表者：大ᵳ伸吾、藤高⣫平、橋本雅⮳、
大久保⾫

52. 高校男子サッカー選
    手における初回メデ
    ィカルチェック時の
    体ᖿ筋機能と⭜痛発
    生の変化

第46回
日本理学療法学術大会
（宮崎）

高校生男子サッカー選手の運動時⭜痛に関する調
査である。初回に調査時の⭜痛有無と身体機能と
の関連性について検討した。
本人担当部分：研究計画、データ分析、研究指導
共同発表者：石᮰友㍤、橋本雅⮳、井上直人、
古川博章、山崎ᓅ志、河野リ織、吉川▮、
木下和昭
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成23年11月

－ 平成23年11月

－ 平成23年11月

－ 平成24年5月

－ 平成24年7月

61. ハンドヘルドダイナ
    モメーターを用いた
    体ᖿ機能評価方法の
    信頼性

第47回
日本理学療法学術大会
（兵庫）

ハンドヘルドダイナモメーターを使い、ᗙ位ጼໃ
にて体ᖿ機能を測定する方法を考案した。⧞り返
し測定による再現性を中心に検討を行った。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、米田ຬ貴、
中雄太、大塚靖子、㒯克真、ᰘ沼ᆒ

62. Critical illness 
    polyneuropathyをき
    たした１例に対して
    訪問リハビリテーシ
    ョン介入により復職
    可能となった経験

第24回
大阪府理学療法学術大会
(大阪)

運動感覚性㍈索型ポリニューロパチーを呈した症
例を訪問リハビリテーションの形態にて介入し、
部分的であるが復職に向けて改善が見られたこと
について報告した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：廣瀬ᑗ士、池田耕二、大原佳Ꮥ、
竹内章、橋本雅⮳

59. 高校生男子サッカー
    選手の⫤関⠇可動域
    と筋の伸張性に対す
    るトレーニング効果
    が運動時⭜痛に及ࡰ
    す影響

第22回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（青森）

運動時⭜痛と⫤関⠇可動性との関連に着目し、継
続的なトレーニング効果と運動時⭜痛の変化につ
いて考察した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：福本貴典、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
ᯈ▮ᝆ佑、井上直人、木下和昭、大ᵳ伸吾

60. Ⲵ物の運び下ろし動
    作の動作解析―Ⲵ物
    の重さの違いが身体
    運動に及ࡰす影響―

第38回
日本臨床バイオメカニク
ス学会
（兵庫）

Ⲵ物を運ᦙし、立ちṆまり、床に下ろす動作にお
ける下⫥の動作分析を行った。三次元動作解析機
ჾを用いて下⫥の運動と身体重心のへ負Ⲵをᐈ観
し、Ⲵ物の重さによる変化について検討した。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：三谷保弘、橋本雅⮳

58. 高校男子サッカー選
    手における入学年度
    別の体ᖿ筋機能と運
    動時⭜痛発生の経時
    的変化

第22回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（青森）

高校生の男子サッカー選手の運動時⭜痛の発生状
況を学年ごとに集⣙し、体ᖿ筋トレーニングの指
導後に2年間の間フォローしたデータから、体ᖿ
筋機能の変化を追㊧した結果と運動時⭜痛の有無
との関連について考察した。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：石᮰友㍤、橋本雅⮳、井上直人、
古川博章、大ᵳ伸吾
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成24年9月

－ 平成24年9月

－ 平成24年11月

－ 平成24年11月

－ 平成24年11月67. サッカー選手におけ
    る第5中足㦵⑂労㦵
    ᢡの運動学的特徴と
    身体的特徴との関連

第23回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神奈川）

大学サッカー選手の足部の形態、足㊑筋力のとと
ターン動作の動作解析結果から、第5中足㦵⑂労
㦵ᢡ経験者と非経験者とのᕪ異を検討した。結
果、足㊑筋力と動作時の足部回外運動とに関連性
が示၀された。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、藤竹ಇ㍜、
岸本恵一、橋本雅⮳、武村政徳、辻田純三、
大久保⾫

65. 高校男子サッカー
    選手における体ᖿ筋
    機能とランニング能
    力の関係

第23回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神奈川）

高校生サッカー選手を対象に体ᖿ機能、特に持久
性について評価し、ランニング能力との関連を考
察した。結果、体ᖿ機能の高い者はランニング㏿
度が㏿く、持久㉮にも良好な成績を示していた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：田㢌ᝅ志、橋本雅⮳、福本貴典、
ᯈ▮ᝆ佑、木下和昭、大ᵳ 伸吾

66. 大学アメリカンフッ
    トボール選手におけ
    るSide bridge test
    と体ᖿ筋力の関係

第23回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神奈川）

体ᖿ筋を同時収縮させ、その持久性を見るテスト
と⭡筋と背筋力の▐発力の結果との関連性を検討
した。結果、⭡筋と背筋力の比率が一定であると
体ᖿ筋の同時収縮の時⤥制が良好となることが示
၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：井上直人、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、
新宮信之、廣瀬ちえ、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
木下和昭

63. 大学サッカー選手に
    おける足部スポーツ
    障害予防に関するイ
    ンソールの有用性

第38回
日本整形外科スポーツ医
学会学術集会
（神奈川）

大学サッカー選手を継続的にフォローする中でス
ポーツ傷害の発生を調査し、足部インソール使用
の有無が関連することが示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、岸本恵一、
橋本雅⮳、大久保⾫

64. 大学サッカー選手に
    おける足部スポーツ
    障害に対するインソ
    ールの治療効果

第26回
日本㠐医学会学術集会
（東京）

大学サッカー選手をフォローする中で足部のス
ポーツ傷害を発生した選手に対して、インソール
を使用の有無によるスポーツ復帰の状況の違いを
調査した。使用群はスポーツ復帰までの日数が有
意に▷く、復帰後の再発率が低かった。傷害発生
後インソール使用は治療結果を良好することが示
၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、橋本雅⮳、
大久保⾫
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成24年11月

－ 平成25年7月

－ 平成25年10月

－ 平成25年10月71. 体ᖿ筋機構評価のጼໃ
    保持における㦵┙・⫤
    関⠇周囲筋に関する筋
    㟁図学的分析．

第24回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（熊本）

Side Bridge test（SB）、Front Bridge test
（FB）とBack Bridge test（BB）を筋㟁図学的分
析により、体ᖿ筋機能評価としての有用性につい
て検討した。測定筋は内⭡ᩳ筋、外⭡ᩳ筋、多
筋、大Ẋ筋、中▌筋、大⭣筋⭷張筋、大⭣直筋、
内側ハムストリングとした。 �iEMG、MdPFともに
有意な変化が認められた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：田㢌ᝅ志, 橋本雅⮳, 高ᔱ厚史,
ᯈ▮ᝆ佑, 福本貴典, 大ᵳ伸吾

69. 変形性⭸関⠇症にお
    ける体ᖿ機能と身体
    機能の関連性

第25回
日本運動ჾ科学会
（神戸）

変形性⭸関⠇症患者の体ᖿ機能と下⫥機能を中心
とした身体動作との関連性を検討した。結果、下
⫥機能を必要とする身体動作には体ᖿ機能の状況
が少なからず関することが示၀された。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 中雄太, 
米田ຬ貴, 北西秀行, 大八木博貴, ᰘ沼ᆒ

70.  Trunk Righting 
     Test (TRT) 結果と
     片側Ẋ部支持によ
     るᗙ位ጼໃ保持と
     の関連について
     重心(COP)動ᦂ計
     測からの一考察

第24回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（熊本）

片側Ẋ部支持の➃ᗙ位（立ち直り動作）にて同側
上部体ᖿを上方にᢲす力を測定するTRTを実施し
ており，今回，TRT時のጼໃを重心（COP）動ᦂか
ら考察し，ጼໃ制ᚚとの関連を検討した．外周面
✚と単位面✚㌶㊧長において優位側とຎ位側との
間で有意ᕪが認められた．

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 米田ຬ貴, 
中雄太, 北西秀行, 大八木博貴, ᫍ野祐一, 
ᰘ沼ᆒ

68. サッカー選手におけ
    る第5中足㦵⑂労㦵ᢡ
    の動作解析

第39回
日本臨床バイオメカニク
ス学会
（千葉）

サッカー選手に多い第5中足㦵の⑂労㦵ᢡ経験者
の動作解析から、その発生要因を調査した。結
果、ターン動作において㋃み込み⬮の足関⠇背ᒅ
運動が少なく、足部の回外運動が有意に大きかっ
た。これらが足部外側に力学的ストレスをもたら
せることが示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、岸本恵一、
武村政徳、辻田純三、橋本雅⮳、大久保⾫
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成25年10月

－ 平成25年10月

－ 平成25年10月

－ 平成26年2月75. 人工⫤関⠇全置術
    後の体ᖿ機能と⭸関
    ⠇伸展筋力、歩行能
    力獲得の関係

第44回
日本人工関⠇学会
（宜野湾）

⫤関⠇疾患による人工関⠇置術後患者の体ᖿ機
能と下⫥機能、身体動作との関連性について検討
した。結果、下⫥機能は体ᖿ機能と関連性があ
り、身体運動にも影響を及ࡰすことが示၀され
た。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：中雄太, 木下和昭, 橋本雅⮳, 
北西秀行, 大八木博貴

73. ㉸音Ἴ画ീを用いた
    大⭣㦵前ゅの測定
    方法

第24回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（熊本）

大⭣㦵には前ゅがあり⫤回᪕ROMとの関係があ
る。前ゅを測定するRyder法は大㌿子の触診に
よる測定であり，検者による誤ᕪが生じる可能性
が考えられる．今回，㉸音Ἴ画ീを用いた前ゅ
の測定方法を試行し，その信頼性について検討し
た．結果、検者内ICC検者間ICCともに有意な相関
が認められた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：新谷健, 橋本雅⮳, 井上直人, 
中川泰ᙲ

74. 足部スポーツ障害を
    受傷した大学サッカ
    ー選手の足部アーチ
    の特徴

第24回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（熊本）

足部スポーツ障害を受傷した大学サッカー選手の
足部アーチの特徴を検討した。ᗙ位アーチ高率と
立位アーチ高率を測定し，ᗙ位アーチ高率から立
位アーチ高率を引いてアーチ高率変化量（アーチ
変化量）を算出した．受傷群を立位アーチ高率が
高い群（高アーチ群）と
低い群（低アーチ群）の2群に分けアーチ変化量
の比較を行った．結果、受傷群の立位アーチ高率
は非受傷群よりも有意に低く，受傷群のアーチ変
化量は非受傷群よりも有意に大きかった．低アー
チ群のアーチ変化量は高アーチ群よりも有意に小
さかった． 
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平，大ᵳ伸吾，岸本恵一，
橋本雅⮳，大久保⾫，熊井司，田中康仁

72. 大学アメリカンフッ
    トボール選手におけ
    るSide bridge test
    と体ᖿ筋力の関係
    ～第2報～

第24回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（熊本）

体ᖿ筋機能検査として行っているSide bridge 
test（SB）と体ᖿ筋力の伸展㸭ᒅ᭤比（E㸭F比）
との関連について対象者数を増やしさらに検討を
加えた。結果、SBと伸展筋力との間、 SBとE㸭F
比との間に有意な相関が認められた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：井上直人, 中川泰ᙲ, 向井章ᝅ,
新宮信之, 伊藤┒春, 廣瀬ちえ, 橋本雅⮳
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成26年5月

－ 平成26年9月

－ 平成26年11月

－ 平成26年11月79. Trunk Righting
    Testと体ᖿ機能
    の関係性ࠉ第2報

第25回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（東京）

個人内のTrunk Righting Test(以下、 TRT)のᕥ
ྑデータの優ຎかSide-Bridge test(以下、 SB)
のጼໃ保 持時間の優ຎを反ᫎしていることを報
告した。その後、対象者数を 増やしさらに検討
を加えた。結果、TRTとFB・SBとの間に相関関係
は認められなかった。またFB・SBともにTRTの優
位側が有意にጼໃ保持の時間が長かった。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳,米田ຬ貴, 
中雄太, 北西秀行, 大八木博貴, 井上直人, 
植田篤史, 田㢌ᝅ志, 福本貴典, 高ᔱ厚史, 
ᯈ▮ᝆ祐, 新谷健, ᫍ野佑一

77. 大学サッカー選手に
    おける足㊑把持筋力
    が足部スポーツ障害
    の発生にえる影響

第40回
日本整形外科スポーツ医
学会学術集会
（東京）

多種多様なフットワーク動作が必要なサッカー選
手において足㊑のᒅ᭤力(把持力)がスポーツ障害
発生にいかに関するかを検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平, 岸本恵一, 橋本雅⮳, 
大ᵳ伸吾, 大久保⾫, 熊井司, 田中康仁

78. 高校生サッカー選手
    における体ᖿ筋機能
    と障害発生の関係

第25回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（東京）

体ᖿ筋機能検査として行っているSide bridge 
test（SB）と体ᖿ筋力の伸展㸭ᒅ᭤比（E㸭F比）
との関連について報告した．その後，対象者数を
増やしさらに検討を加えた。SBと伸展筋力との
間、SBとE㸭F比との間に有意な相関が認められ
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：田㢌ᝅ志, 橋本雅⮳, 新谷健, 
福本貴典, ᯈ▮ᝆ祐, 高ᔱ厚史, 木下和昭, 
大ᵳ伸吾

76. 人工⭸関⠇全置術
    後患者の身体機能と
    術前及び術後の体ᖿ
    機能の関連性

第49回
日本理学療法学術大会
（横浜）

変形性⭸関⠇症患者（以下，⭸OA）の⭸関⠇の⅖
症や変形などを主症状とする運動連㙐機能不全の
一病態に⮳ったものであると報告されており、術
後は⭸関⠇のみでなく，病変の悪化につながる体
ᖿおよび下⫥の運動連㙐を考慮することが重要で
ある。我々はその機能をᐈ観化することを目的に
Trunk Righting Test
（以下，TRT）を考案し，術後の体ᖿ機能と身
体機能との関連性についても検討した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
 共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 中雄太, 
北西秀行, 大八木博貴
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成26年11月

－ 平成27年6月

－ 平成27年6月

－ 平成27年9月83. 高校男子サッカー
    選手のᗙ位体ᖿⲴ重
    支持機能と利き⬮、
    非利き⬮との関連

第41回
日本整形外科スポーツ医
学会学術集会
（京都）

Trunk Righting Testにて得られた体ᖿⲴ重機能
とブリッジጼໃ保持により得られた体ᖿ筋機能の
ᕥྑᕪと効き⬮と非効き⬮の関係性について調査
した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 中尾英ಇ, 
大ᵳ伸吾

81. 人工⭸関⠇全置
    術前後における᳔
    子立ち上がりテス
    トの有用性

第50回
日本理学療法学術大会
（横浜）

スクリーニングである30⛊᳔子立ち上がりテスト
（以下，CS-30）や5回᳔子立ち上がりテスト（以
下，SS-5）が、変形性⭸関⠇症の患者（以下，⭸
OA）やその後，手術に⮳った患者に対する有用性
について検討した。結果、SS-5は今回測定した他
の動作テストとの関係性が確認でき，先行研究と
同様に⭸OAに対して使用が可能であることが示၀
された。SS-5の方が▷時間にて可能であり，負担
が少なく，有用性の高いテストであると考えられ
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、中雄太、
米田ຬ貴、北西秀行、大八木博貴

82. 体ᖿのⲴ重支持機
    能のᕥྑᕪがジャ
    ンプ動作にえる
    影響

第7回
日本関⠇㙾・⭸・スポー
ツ整形外科学会
 (ᮐᖠ)

Trunk Righting Testにて得られた体ᖿⲴ重機能
のᕥྑᕪが各種のジャンプ動作にえる影響につ
いて調査した。結果、体ᖿの安定性が大きく求め
られるジャンプ動作では体ᖿ機能のᕥྑᕪが関
しやすいことが示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、井上直人、
北西秀行、中雄太、大八木博貴、植田篤史、
ᫍ野佑一、石田一成

80. Back Bridge 動作
    における体ᖿ・⫤
    関⠇周囲筋に関す
   る筋㟁図学的分析

第25回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（東京）

体ᖿ筋や⫤関⠇伸筋に着目し、Back Bridge(BB)
を筋㟁図学的に分析し、評価としての有用性を検
討した。結果、体ᖿ伸筋、⫤関⠇伸筋の�IEMG、 
MdPFに有意な変化か認められ、BBጼໃ保持が体ᖿ
伸筋、⫤関⠇伸筋の持久性評 価の方法としての
有用性か示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ厚史, 田㢌ᝅ志, ᯈ▮ᝆ祐, 
福本貴典, 橋本雅⮳, 大ᵳ伸吾
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成27年10月

－ 平成27年11月

－ 平成27年11月

－ 平成27年11月87. Bridgeጼໃを用いた
    体ᖿ筋機能評価にお
    ける⭡筋と背筋の不
    ᆒ⾮についての検討

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

体ᖿ筋機能評価としてBack Bridge test（BB）と
Front Bridge test（FB）の測定値から、 BB（背
筋）とFB（⭡筋）の不ᆒ⾮が動作テストにえる
影響を検討した。結果、BB㸭FB高値群（BB優位）
のBB㸩FBは3回片足㊴び、20m㉮、50m㉮、T 
test、12分間㉮との間に有意な相関が認められ
た。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ厚史、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
新谷健、福本貴典、ᯈ▮ᝆ佑、幸田康宏、
木下和昭、大ᵳ伸吾

85. ᗙ位での体ᖿⲴ重支
    持機能テストの力学
    的考察

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

体ᖿⲴ重支持機能テスト（TRT）を考案し、片側
の体ᖿのⲴ重支持機能が同側の連続ジャンプ動作
に影響をえることを報告した。今回、TRTを力
学的に検討し、Ⲵ重動作との関係も検討した。
TRTの⫪でᢲす力と⭈部でᢲす力は強い相関が
あった。またTRTの測定値は床反力値と強い相関
があった。 

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、中尾英ಇ、
井上直人、田㢌ᝅ志、新谷健、大ᵳ伸吾

86. 高校男子サッカー選
    手における➇技パフ
    ォーマンスと体ᖿ筋
    機能との関係

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

高校男子サッカー部に対して、体ᖿ筋機能とサッ
カーに必要な➇技パフォーマンスとの関係につい
て検討した。FBはT－testと12分間㉮、
SBはT－testと12分間㉮、 BBはT－testと12分間
㉮に有意な相関が認められた。FB・SB・BBのよう
なጼໃを一定時間保持する体ᖿ筋機能は、T－
testや12分間㉮と関係することが考えられた。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：新谷健、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
木下和昭、清野大㍜

84. 人工⫤関⠇全置術
    前における体ᖿ機能
    評価の重要性

第42回
日本⫤関⠇学会学術集会
（大阪）

人工⫤関⠇全置術（以下、THA）の術前の身体
機能が術後の回復に影響をえることが報告され
ている。THA前の体ᖿ機能と身体機能のᐈ観的な
関連性を示した報告は少なく、我々はTHA前後の
体ᖿ機能に着目し、術前から体ᖿ機能評価
（TrunkࠉRightingࠉTest以下、TRT）を行ってい
る。今回、THA前の症例を対象に、術前の体ᖿ機
能と身体機能との関係性を検討した。結果、術側
TRTと術側⭸関⠇伸展筋力、術側下⫥Ⲵ重量との
間にそれࡒれ有意な正の相関が認められた。術側
TRTと歩行時NRSとの間に有意な負の相関が認めら
れた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：中雄太、木下和昭、橋本雅⮳、
ᰘ沼ᆒ、林⏦也、橋本慎吾
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成27年11月

－ 平成27年11月

－ 平成27年11月

89. 成長期スポーツ障害
    の⭜᳝分離症と非特
    異的⭜痛の;線による
    ⭜᳝分⠇可動域の違い

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

成長期スポーツ選手の⭜᳝分離症と非特異的⭜痛
における⭜᳝の各᳝体間の可動性について検証し
た。;線またはMRIにてL5片側の⭜᳝分離症（分離
群）と診断された10名と、非ჾ質的⭜痛症（⭜痛
群）と診断された12名の⮩位⭜᳝側面ീの;線動
態影により、Ll－Sの各᳝体間の最大伸展時の
前ᘾゅおよび最大ᒅ᭤時の後ᘾゅを測定し、さら
に最大伸展時と最大ᒅ᭤時の⭜᳝分⠇ゅを計測
し、そのᕪから各᳝体間の分⠇可動域を算出し
た。結果、最大伸展時の前ᘾゅは、分離群が⭜痛
群に比して高値を示し、⭜᳝の分⠇可動域は、分
離群が⭜痛群に比して高値を示した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：中尾英ಇ、稲葉考洋、森藤武、
金子元春、木下和昭、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾

90. 小学生㌾式野⌫選手
    におけるSide Bridge 
    testの有用性

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

小学生㌾式野⌫選手に野⌫検診を実施しており、
今回、小学生㌾式野⌫選手にSBを実施し、傷害と
の関連を調査し、さらにSBの負Ⲵ量設定を検討し
た。結果、今回の᮲௳下の調査においては、SBと
ᢞ⌫による傷害との関連は認められなかった。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：井上直人、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、
佐治隆彦、藪本浩光、新宮信之、伊藤┒春、
廣瀬ちえ、橋本雅⮳、大場友裕、木下和昭、
高ᔱ厚史、石᮰友㍤、吉川▮

88. 体ᖿ筋機能のᕥྑᕪ
    がランニング動作へ
    及ࡰす影響

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

サッカー選手に対して傷害予防やパフォーマンス
の向上を目的に介入し、体ᖿ筋機能のᕥྑᕪとラ
ンニング動作との関連を調査した。体ᖿ筋機能評
価はFront Bridge test（FB）、Side Bridge 
test（SB）を実施し、ランニング動作は50m㉮、 
Ttest、12分間㉮とした。体ᖿ筋機能評価よりᕥ
ྑᕪあり群とᕥྑᕪなし群に群分けを行い、ラン
ニング動作との相関を調査した。結果、体ᖿの安
定性が必要なランニング動作では体ᖿ機能がラン
ニングの動作に影響を及ࡰすことが示၀された。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：田㢌ᝅ志、橋本雅⮳、新谷健、
ᯈ▮ᝆ佑、福本貴典、高ᔱ厚史、幸田康宏、
木下和昭、大ᵳ伸吾
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共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成27年11月

－ 平成27年11月

－ 平成28年5月93. 小学生㌾式野⌫選手
    におけるSide 
    Bridge testとᢞ⌫
    障害

第51回
日本理学療法学術大会
（ᮐᖠ）

㌾式野⌫連┕に加入している小学生に対してᢞ⌫
障害を早期発見することを目的に野⌫検診を実施
している。ᢞ⌫動作においては，上⫥機能だけで
なく下⫥，体ᖿ機能の重要性が報告されている。
今回，体ᖿ筋機能の検査方法を取り入れ、小学生
にSide Bridgetestを実施しᢞ⌫障害との関連を
調査した。結果、Side Bridge testの保持時間は
ᢞ⌫側㺂非ᢞ⌫側ともに⫝障害群と障害なし群の
間に有意ᕪは認められなかった。点数のᕪは⫝障
害群が障害なし群に比べ、有意に大きい結果で
あった。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：井上直人、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、
佐治隆彦、藪本浩光、伊藤┒春、廣瀬ちえ、
橋本雅⮳、木下和昭、高本晴㍤

91. ჾ質的なᢞ⌫障害⫝
    を有する小学野⌫選
    手の⫪関⠇・体ᖿ可
    動域の特徴

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

ჾ質的なᢞ⌫障害⫝を有する小学生野⌫選手
における⫪関⠇・体ᖿ可動域の特徴を検討した。
対象は、ᢞ⌫障害⫝と診断された小学生野⌫選手
（以下、障害群）と健常な小学生野⌫選手（以
下、健常群）とした。ᢞ⌫側の⫪関⠇2nd外᪕は
障害群が健常群に比して有意な可動域減少が認め
られた。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：植田篤史、橋本雅⮳、木下和昭、
小島喜義、衛門良幸、大ᵳ伸吾

92. 下⫥筋タイトネスが
    ボールキック動作時
    の㦵┙前傾ゅ度に及
す影響の検討ࡰ    

第26回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（神戸）

下⫥筋タイトネスがボールキック動作時の㦵┙運
動や⫥位に及ࡰす影響を検討した。
三次元動作解析システムにて、利き⬮のインス
テップキックを解析した。㋖⭈間㊥離（HBD）と
㦵┙前傾ゅ度の最大値に有意な相関は認められな
かった。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：福本貴典、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
新谷健、ᯈ▮ᝆ佑、高ᔱ厚史、幸田康宏、
木下和昭、大ᵳ伸吾
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成28年5月

－ 平成28年7月

－ 平成28年9月

95. 野⌫経験年数での⫪
    関⠇回᪕可動域の変
    化

第8回
日本関⠇㙾・⭸・スポー
ツ整形外科学会
（福岡）

小中学生の野⌫経験年数別での⫪関⠇可動域の変
化について検討した。結果は野⌫経験年数の増加
に伴い、両側共に⫪関⠇90r外㌿位での外᪕ゅ度
と全可動域に有意な低下傾向が認められた。以上
より、小中学生の野⌫選手の⫪関⠇90r外㌿位で
の外᪕ゅ度と全可動域は野⌫経験の増加に伴い減
少していくことが考えられ、今後のᢞ⌫障害治療
の一助となる可能性が示された。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：木下和昭, 中川泰ᙲ, 向井章ᝅ, 佐
治隆彦, ⸈本浩光, 井上直人, 橋本雅⮳, 大ᵳ 
伸吾

96. 成長期野⌫選手の⭜
⊨分離症における᳝ࠉࠉ
関⠇ᒅ筋群と伸筋群ࠉࠉ
の筋力の検討ࠉࠉ

第42回
日本整形外科スポーツ医
学会
（ᮐᖠ）

⭜᳝と⫤関⠇の運動時における連動について着目
し、⭜᳝分離症による⭜痛と、⫤関⠇周囲筋の筋
機能との関連性について検討した。結果、分離症
を有する選手のᢞ⌫㍈足⫤関⠇のᒅ᭤筋力、伸展
筋力ともに低く、ステップ⬮の⫤関⠇ᒅ᭤筋力が
有意に低かった。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：中尾英ಇ, 稲葉考洋, 木下和昭, 濱
田太ᮁ, 森藤武, 橋本雅⮳, 大ᵳ伸吾

94. 高校男子サッカー選
    手におけるシンスプ
    リント᪤ 者の疾㉮
    動作の特徴について

第51回
日本理学療法学術大会
（ᮐᖠ）

シンスプリント（Medial Tibial Stress 
Syndrome  以下，MTSS）の発生要因は下⭣内側筋
群の伸張性低下や足部の過回内による伸張ストレ
スによるとの報告が多い。我々は高校男子サッ
カー選手に対するフィジカルチェックにて明らか
な特徴が認められなかった。そこで今回、MTSS 
群と MTSS ᪤ の無い群（以下，control 群）の
動作時アライメントを比較しMTSS 群の動作的特
徴を検討した。
結果、静的アライメントと ROM には有意ᕪが認
められなかったが、動的アライメントでは
足関⠇の回内ゅ度と足部外㌿モーメントに有意ᕪ
が認められた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：幸田康宏、田㢌ᝅ志、新谷健、
福本貴典、ᯈ▮ᝆ佑、高ᔱ厚史、林Ꮥ明、
春日ຬ☻、木下和昭、橋本雅⮳

リハ－297



著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成28年9月

－ 平成28年11月

－ 平成28年11月

－ 平成28年11月

99. 中学生と高校生野⌫
    選手におけるᢞ⌫障
    害の危険因子の違い

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

ᢞ⌫障害（Throwing Injury、以下TI）の危険因
子を年代別で調査しTIの要因となる成長に伴う身
体的特徴の違いについて検討した。TIと関連性の
高かった項目は小中学生ではᢞ⌫側elbow push 
testとlnitial abduction test、高校生ではᢞ⌫
側EPTと⫪関⠇2nd外᪕可動域、⫤関⠇内᪕可動域
ᕥྑᕪであった。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：衛門良幸、橋本雅⮳、小島喜義、植
田篤史、大木Ẏ

100. 小学生㌾式野⌫選手
    におけるSide Bridge 
    testとᢞ⌫障害⫝と
    の関係 ～第2報～

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

小学生野⌫選手に対して野⌫⫝検診を実施してお
り、小学生野⌫選手の体ᖿ筋機能検査として我々
が用いているSide Bridge test（SB）の負Ⲵ設定
の変更が必要であることを報告した。今回、SBの
負Ⲵを変更しᢞ⌫障害との関連を調査した。SBの
ᕪは⫝傷害群が低い傾向であったことから、SBの
結果にᕥྑᕪが認められることが示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：井上直人、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、藪
本浩光、新宮信之、伊藤┒春、廣瀬ちえ、橋本雅
⮳、木下和昭

ボールキック動作にࠉ.97
おける体ᖿ運動の解 ࠉࠉ
     析

第42回
日本整形外科スポーツ医
学会
（ᮐᖠ）

サッカー選手の特有なボールのキック動作では、
㦵┙から下⫥の分析が多く、体ᖿの詳細な分析は
少ない。今回はキック動作中の体ᖿ運動に着目し
検討した。結果、インステップキックは体ᖿ伸展
位、㋾側へ側ᒅさせて力を㈓め、インパクトに向
けて㦵┙と⬚㒌が相反する動きを伴いながら、急
⃭に体ᖿをᒅ᭤し、㍈側方向へ側ᒅさせていくこ
とが示၀された。また水平面上では㦵┙と⬚㒌が
相反する回᪕を伴いながら体㍈を調整し、⬨ᰕを
一定方向へ回᪕させている可能性が示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 中尾英ಇ, 福
本貴典, 大ᵳ伸吾

98. 童期野⌫選手におけ
    る⫪⫝関⠇障害者の
    ⫪関⠇可動域の特徴
    ～健常群と障害群と
    の比較～

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

学童期野⌫選手における野⌫経験年数別での⫪、
⫝関⠇に障害を有する者の⫪関⠇可動域の特徴に
ついて検討した。野⌫開始1年目から4年目の障害
群では、ᢞ⌫側の2nd外᪕と2nd全可動域が健常群
に比して有意に可動域が低下していた。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：木下和昭、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、藪
本浩光、新宮信之、伊藤┒春、井上直人、廣瀬ち
え、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾
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－ 平成28年11月

－ 平成28年11月

－ 平成28年11月

－ 平成28年11月

103. 階層別Core stability
    testにおける身体重
    心動ᦂについての検討

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

ᖜ広い筋機能レベルの評価が可能となるように階
層別Core stability test（CST）を難᫆度別に考
案し、身体重心動ᦂの観点から、評価方法の難᫆
度の設定に関する妥当性を検討した。単位㌶㊧
長、加㏿度は有意に増加し、難度が高くなること
によりጼໃ保持における不安定性が増加すること
が示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ 厚史、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
新谷健、福本貴典、ᯈ▮ᝆ佑、幸田康宏、木下和
昭、大ᵳ伸吾

104. 男子高校野⌫選手に
    おけるSide Bridge 
    Testと㉮タイムの関
    係性

  

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

男子高校◳式野⌫部員に対して、体ᖿ筋機能検査
としてSide Bridge Test（以下、 SB）を実施し
ており、テストの目ᶆ値を提示するために㉮タイ
ムとの関連性を検討した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：ᯈ▮ᝆ佑、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、木
下和昭、新谷健、福本貴典、高ᔱ厚史、幸田康
宏、大ᵳ伸吾

101. ᗙ位での体ᖿⲴ重支
    持機能評価における
    筋活動

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

動作の体ᖿ機能評価として、➃ᗙ位での立ち直り
ጼໃから㖄直方向への負Ⲵを課した方法（体ᖿⲴ
重支持機能評価）を用いている。今回は本法の筋
活動を検討した。体ᖿⲴ重支持機能評価におい
て、⭡直筋、内⭡ᩳ筋、外⭡ᩳ筋、多筋、⭡横
筋が有意に高かった。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、中尾 英ಇ、
ᯈ▮ᝆ佑、福本貴典、高ᔱ厚史、田㢌ᝅ志、田㑔
智、大ᵳ伸吾

102. 高校野⌫選手の⭜痛
    症の体ᖿ・⫤関⠇筋
    力と⭜᳝アライメン
    トとの関係性

第27回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（千葉）

野⌫選手の⭜痛発生頻度は高く、今回、ハンドヘ
ルドダイナモメーター（HDD）にて野⌫選手の体
ᖿと⫤関⠇の筋力を測定し、⭜痛者と⭜痛の᪤ 
がない者で比較した。⭜痛群の筋力は⫤関⠇ᒅ筋
群が低下傾向を示し、同様に⭜᳝
アライメントは前湾ゅが小さいことが認められ
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：中尾英ಇ、木下和昭、橋本雅⮳、大
ᵳ伸吾
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－ 平成29年5月

－ 平成29年6月

－ 平成29年9月107. 高等学校におけるス
     ポーツ活動支援事業
     の利用状況とその意
     義

第43回
日本整形外科スポーツ医
学会
（宮崎）

本学では付ᒓの高等学校に対し、スポーツ活動支
援事業を実施している。本研究の目的は、その事
業の利用者状況とその意義について考察する。結
果、開始当初は受診率が低値であったが、継続的
に活動を行うことにより増加する傾向であった。
また医療機関を受診した者は、重度なスポーツ傷
害と診断された利用者も存在し、医療機関への受
診の重要性が示၀された。これらの結果は、学校
保健内において理学療法士が㢳問や保護者と良好
な関係を保ちながら、継続的なスポーツ活動支援
事業を実施する重要性を示၀する。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、᪸⃧佑、北川
智美、長野聖、森永敏博、ᫍ野祐一、廣島和夫

105. 片側の体ᖿのⲴ重支
     持機能の向上が動作
     にえる効果

第52回
日本理学療法学術大会
（千葉）

歩行や㉮行，ジャンプ動作では体ᖿに対して㖄直
方向にⲴ重負Ⲵが加わりながら，片⬮で支持する
ような場面が求められ，その時の体ᖿ機能の評価
方法としてᗙ位での片側の体ᖿⲴ重支持機能
（Trunk Righting Test，TRT）に着目している。
今回、TRT の向上がどのような動作能力の向上に
効果をえるのか検討することとした。結果、
pre 期と post 期の間では TRT と⭸関⠇伸展の
最大等尺性筋力，ジャンプ効率に有意な増加が認
められ，side hop test には有意な低下が認めら
れた。post 期と retraining 期の間では TRT，
ジャンプ効率に有意な低下が認められた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭，橋本 雅⮳，中尾 英ಇ田
㢌 ᝅ志，大ᵳ 伸吾

106. 小学生野⌫選手にお
     ける⫪⫝関⠇障害発
     生者の⫪関⠇可動域
     の特徴1年間の⦪断
     的検討

第㸷回
日本関⠇㙾・⭸・スポー
ツ整形外科学会
（ᮐᖠ）

1年間に⫪⫝関⠇の障害が発生した小学生野⌫選
手の⫪関⠇可動域の特徴について検討した。対象
は2015年度から2016年度の1年間に⫪⫝関⠇に障
害を有さなかった小学生野⌫選手（健常群）140
名と⫪⫝関⠇に障害を有した小学生野⌫選手（障
害群）38名とした。結果、障害群は2015年度に比
して2016年度のᢞ⌫側の2nd外᪕が有意に低下し
ていた（p㸺0.05）。小学生野⌫選手において新
規に発生した⫪⫝障害者はᢞ⌫側の2nd外᪕が低
下していた。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：木下和昭, 中川泰ᙲ, 向井章ᝅ, 佐
治隆彦, ⸈本浩光, 井上直人,伊藤┒春, 橋本雅
⮳, 大ᵳ 伸吾
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－ 平成29年11月

－ 平成29年11月

－ 平成29年11月

111.ჾᲔ体操に必要なಽ立ጼ
ໃと身体因子との関連性

－ 平成30年6月 本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 横田尚子, ⃧
᪸佑, 来田ᐉ幸, 西澤ຬ一ᮁ, ᫍ野祐一

112.⭜痛症の高校野⌫選手に
対する⫤関⠇筋力トレーニン
グが⭜᳝前ᙃゅに及ࡰす影響

－ 平成30年6月 本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：中尾英ಇ, 木下和昭, 橋本雅⮳, 大
ᵳ伸吾

第28回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（東京）

110. 小学生㌾式野⌫選手
     における関⠇可動域
     の経年変化とᢞ⌫障
     害⫝との関係

小学生の野⌫選手に対して継続して関わり、メ
ディカルチェックを行っている。対象の小学生の
⫝関⠇障害が、スポーツ活動を継続し、時間経過
を伴ってどのように発生するかを検討している。
今回はᕥྑの関⠇可動域に着目して⫤関⠇の回᪕
可動域の減少と⫝障害発生との関連性を示၀し
た。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：井上直人、中川泰ᙲ、向井章ᝅ、藪
本浩光、新宮信之、伊藤┒春、橋本雅⮳、木下和
昭

第10回日本関⠇㙾・⭸・
スポーツ整形外科学会
（福岡）

第10回日本関⠇㙾・⭸・
スポーツ整形外科学会
（福岡）

109. ጼໃ保持の難度別に
     分けたCore 
     stability 
     test の筋活動につ
     い ての検討

第28回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（東京）

Core stability test を用いて体ᖿ筋機能を測定
するにあたり、対象者の身体特性を反ᫎして用い
るጼໃ保持に難度別の᮲௳を検討している。実際
に考案した方法ごとに筋活動を測定し、難度ごと
に筋活動から見た運動負Ⲵの違いを検討した。結
果、いくつかの᮲௳間で有意ᕪが認められ、難度
別に分けることがより具体的になった。。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ 厚史、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
福本貴典、ᯈ▮ᝆ佑、木下和昭、大ᵳ伸吾

108. ಽ立ጼໃ保持におけ
     る⫝関⠇と⫪⏥㦵周
     囲の筋活動ࠥ上⫥の
     ⫥位の違いによる変
     化ࠥ

第28回
日本臨床スポーツ医学会
学術集会
（東京）

小学生女子のჾᲔ体操選手の⫝関⠇障害に着目し
て、➇技特性である上⫥でのⲴ重⫥位における筋
活動から、力学的考察を行った。特に⫝関⠇障害
の小学生に多い、⫪関⠇回᪕位に観点を置き⫪⏥
㦵から⫪関⠇⫝関⠇の制ᚚする筋活動に代ൾ運動
を示す運動を示၀する筋活動が認められた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、横田尚子、⃧
᪸佑、来田宜幸、ᫍ野祐一
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113.小学生㌾式野⌫選手にお
けるᢞ⌫障害⫝発症時の体ᖿ
筋機能の変化

－ 平成30年9月 本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：井上直人, 中川泰ᙲ, 向井章ᝅ, 横
田尚子, 橋本雅⮳, 木下和昭

114.ジュニア体操➇技におけ
るಽ立時の⑊痛調査

－ 平成30年9月 本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 横田尚子, ⃧
᪸佑, 来田ᐉ幸, 西澤ຬ一郎, ᫍ野祐一

115.地域在住高齢者における
体ᖿ筋機能とロコモティブシ
ンドロームとの関係について
144. 

－ 平成30年9月 本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：高ᔱ厚史, 大ᵳ伸吾, 橋本雅⮳, 田
㢌ᝅ志, 新谷健

116.地域在住高齢者の園ⱁ活
動の実態 ～園ⱁ習慣のアン
ケートからわかったこと～

－ 平成30年9月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：㧘野珠栄子, 田崎史江, 橋本雅⮳, 
野村和樹, 山口隆司, 中村美砂

117.ニューラルネットワーク
を用いたロコモ度判定に関連
する因子の相対的重要度につ
いて

－ 平成30年10月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：今岡真和, 中尾英ಇ, 田崎史江, 㧘
野珠栄子,ࠉ野村和樹, 橋本雅⮳, 中村美砂

118.健康教室へ参加されてい
る高齢者に対する体ᖿ機能評
価法が⾑圧・心ᢿ数に及ࡰす
影響について

－ 平成30年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：田㢌ᝅ志, 橋本雅⮳, 高ᔱ厚史, 福
本貴典, 新谷健, 大ᵳ伸吾

119.小学生㌾式野⌫選手の⫝
障害に影響をえる因子1ࠉ
年前の検診結果から

－ 平成30年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 中川泰ᙲ, 向井章ᝅ, 伊
藤┒春, 井上直人, 横田尚子, 橋本雅⮳

120.Side-bridgeጼໃにおけ
る⫤関⠇の⫥位の違いが⭜部
周囲筋の筋活動に及ࡰす影響

－ 平成30年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：㰻藤優Ꮨ, 木下和昭, 橋本雅⮳, 来
田ᐉ幸, 大ᵳ伸吾

121.高校男子サッカー選手に
おけるBridgeጼໃの保持時間
と筋厚との関係性

－ 平成30年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：新谷健, 橋本雅⮳, 木下和昭, 田㢌
ᝅ志, 福本貴典, 高ᔱ厚史, 大ᵳ伸吾

第44回日本整形外科ス
ポーツ医学会学術集会
（徳島）

第44回日本整形外科ス
ポーツ医学会学術集会
（徳島）

第44回日本整形外科ス
ポーツ医学会学術集会
（徳島）

第8回日本認知症予防学会
学術集会（東京）

第20回㦵⢒㧼症学会
（長崎）

第29回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（ᮐᖠ）

第29回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（ᮐᖠ）

第29回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（ᮐᖠ）

第29回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（ᮐᖠ）
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122.中高齢者の足部アーチ低
下の身体要因について

－ 平成30年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：中尾英ಇ, 木下和昭, 森藤武, 濱田
太ᮁ, 橋本雅⮳, 大ᵳ伸吾

123.段階づけたಽ立ጼໃにお
ける⫪関⠇と⫪⏥㦵周囲筋の
筋活動の変化

－ 平成30年12月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 横田尚子, ⃧
᪸佑

124.運動講ᗙに参加している
高齢者における体ᖿ筋機能と
下⫥機能及び移動能力との関
係について

－ 平成30年12月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ厚史, 橋本雅⮳, 田㢌ᝅ志, 新
谷健, 福本貴典, 木下和昭, 大ᵳ伸吾

125.ಽ立時の上⫥障害予防に
着目した練習方法の筋活動の
検討(Muscle Activity 
Analysis of Exercise 
Methods Focusing on The 
Prevention of Upper Limb 
Disorders During a 
Handstand)

－ 令和1年6月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下 和昭, 横田 尚子, 橋本 雅⮳, 
⃧ ᪸佑, 来田 ᐉ幸, 西澤 ຬ一郎, ᫍ野 祐一

126.コアトレーニングを効果
的に進めるために、体ᖿ(筋)
機能を適切に捉える評価につ
いて

－ 令和1年8月 特別企画「コアトレーニングの神㧊」
シンポジスト

127.段階づけたಽ立ጼໃにお
ける⫪関⠇と⫪⏥㦵周囲筋の
筋活動の変化

令和1年10月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下 和昭, 橋本 雅⮳, 横田 尚子, 
⃧ ᪸佑

128.運動講ᗙに参加している
高齢者における体ᖿ筋機能と
下⫥機能及び移動能力との関
係について

令和1年10月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ 厚史, 橋本 雅⮳, 田㢌 ᝅ志, 
新谷 健, 福本 貴典, 木下 和昭, 大ᵳ 伸吾

129.ジュニア体操➇技選手に
おける段階づけたಽ立練習方
法の有用性

令和1年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下 和昭, 横田 尚子, 橋本 雅⮳, 
来田 ᐉ幸, 西澤 ຬ一郎, ᫍ野 祐一

第45回日本整形外科ス
ポーツ医学会学術集会
（大阪）

第 7 回日本運動ჾ理学療
法学会学術大会
（岡山）

第 7 回日本運動ჾ理学療
法学会学術大会
（岡山）

第30回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（横浜）

第29回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（ᮐᖠ）

第6回日本運動ჾ理学療法
学術大会（福岡）

第6回日本運動ჾ理学療法
学術大会（福岡）

第11回日本関⠇㙾・⭸・
スポーツ整形外科学会
（ᮐᖠ）
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発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

130.上⫥支持を除外したSide 
Bridgeの筋活動について

令和1年11月 本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：田㢌 ᝅ志, 橋本 雅⮳, 木下 和昭, 
高ᔱ 厚史, 福本 貴典, 大ᵳ 伸吾

 (研究会、その他)

－ 平成22年6月

－ 平成22年6月

－ 平成22年8月

－ 平成22年8月

－ 平成23年6月

第30回日本臨床スポーツ
医学会学術集会（横浜）

21. 高校生男子サッカー
     選手に対するコンデ
     ィショニングサポー
     トが運動時⭜痛に
     える影響

第21回
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

高校生に対して行った体ᖿ筋トレーニングの指導
と実施が、運動時⭜痛の発生とዴ何に関連するか
について検討した。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：古川博章、橋本雅⮳、井上直人、
木下和昭、田㢌ᝅ志、森洋子、石᮰友㍤、
吉川也、山崎ᓅ志

19．本校の臨床実習にお
     ける態度評価の分析
     ձ～臨床実習の態度
     評価と心理テストを
     用いた検討～

第23回
教育研究大会・教員研修
会
（北海㐨）

臨床実習における学生評価の中で、態度面の評価
結果と心理テストの結果との関連性を考察し、数
項目に有意な関連性が示၀された。本学の評価項
目と一般的なテスト項目との関連から、一定のᐈ
観性を示すことができた。
本人担当部分：研究指導
共同発表者：岩崎仁美、山本貴啓、幸田利ᩗ、
橋本雅⮳、助川明、加原牧子、松本尚子、三上文
枝、᳝木文枝、村田幸司、武富由雄

20.本校の臨床実習にお
     ける態度評価の分析
     ②～実習に臨む学生
     にとって求められる
     因子～

第23回
教育研究大会・教員研修
会
（北海㐨）

本学の態度面評価項目において心理テストと関連
があった項目において、低点数を示す学生が実習
を通じて実習進行に困難さを示す場合が多いこと
が示された。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：山本貴啓、岩崎仁美、幸田利ᩗ、
橋本雅⮳、助川明、加原牧子、松本尚子、三上文
枝、᳝木文枝、村田幸司、武富由雄

17．Side-Bridgeጼໃ保
     持における筋活動の
     経時的変化について

第20回ࠉ
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

サイドブリッジテストを行う際、60⛊保持可能な
者と不可能な者との違いを筋㟁図データから検討
した。両群とも⑂労を示す中間周Ἴ数の徐ὴ化が
認められたが、平ᆒ振ᖜの増加する筋の存在が保
持可能の᮲௳であると示၀された。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
ᯈ▮ᝆ佑、新谷健、宮沢ᑗ史、石川大起、
森洋子、井谷友香理

18．グラウンドサーフェ
     イスの違いが大学サ
     ッカー選手のスポー
     ツ外傷に及ࡰす影響
     -天↛Ⱚグラウンド
     と人工Ⱚグラウンド
     との比較-

第20回ࠉ
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

グラウンドサーフェイスの違いがスポーツ外傷の
発生に及ࡰす要因について検討した。運動時間当
たりの発生௳数は人工Ⱚグラウンドの方が多かっ
たが、外傷部位がそれࡒれ違いを示し、サーフェ
イスの特徴が外傷発生の要因に関していること
が示၀された。
本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保衛、
橋本雅⮳、岸本恵一、辻信宏、田中一成、中村信
之、来田幸、藤竹ಇ㍜
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発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成23年6月

－ 平成23年6月

－ 平成24年1月

－ 平成24年6月25. クラウス・ウェーバ
    ーテスト変法と体ᖿ
    ῝部筋エクササイズ
    における⭡横筋の筋
    活動量

第22回
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

体ᖿ筋力を評価する手技と体ᖿ῝部筋のトレーニ
ングに有効とされる運動᮲௳を選択し、ワイヤー
㟁ᴟを用いた筋活動量の評価を行った。体ᖿの安
定性に㈉献するであろう⭡横筋に着目した。結
果、重㗽負Ⲵをした手技とelbpw-toeጼໃ、side 
bridgeጼໃにおいて筋活動が高値を示すことが確
認され、トレーニング手技としての有効性が示၀
された。

本人担当部分：実施、データ分析、研究指導
共同発表者：杉本拓也、能登洋平、林慈、
池内誠、柳田育久、土井㱟雄、田㑓智、
大ᵳ伸吾、橋本雅⮳、大久保⾫

23. 機能回復に難渋した
     ⫪⭝ᯈ不全断と後
     上方関⠇၁ᦆ傷術後
     の一例

第21回
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

⫪関⠇可動域制限患者の1例に対して理学療法的
工夫と考察により、可動域の改善に⮳った症例に
ついて報告した。

本人担当部分：データ分析
共同発表者：武富由雄、永富Ꮥ幸、米田⛱、
水野直子、中川人、福田明雄、᳝木Ꮥ幸、
橋本雅⮳、講武芳英、幸田利ᩗ

24. 高校サッカー選手の
     ⭜痛予防に対するコ
     アエクササイズの効
     果

第17回
スポーツ傷害フォーラム
（大阪）

高校生サッカー選手に継続的に体ᖿ筋を中心とし
たトレーニングを行わせ、運動時⭜痛の有無を経
時的に測定した。結果、体ᖿ筋機能は向上する
が、⭜痛の軽減に必ずしも関係しているとは言え
なかった。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究発表
共同発表者：橋本雅⮳、井上直人、木下和昭、
田㢌ᝅ志、石᮰友㍤

22. 大学サッカー選手の
     人工Ⱚグラウンドに
     おけるスポーツ傷害
     の経時的変化

第21回
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

人工Ⱚグラウンドでの練習が常態化したクラブに
おけるスポーツ傷害の発生について⣙4年の追㊧
し、調査・検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、大久保⾫、
橋本雅⮳、岸本恵一、辻信宏、田中一成、中村信
之、来田幸、藤竹ಇ㍜
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成24年6月

－ 平成24年6月

－ 平成25年6月

－ 平成25年6月29. ハンドヘルドダイナ
    モメーターを用いた
    体ᖿ機能評価方法の
    信頼性と妥当性

第23回
関西臨床スポーツ医科学
研究会
（大阪）

体ᖿ筋の筋力測定にハンドヘルドダイナモメータ
を用いた測定に関してその再現性について級内相
関係数を用いて検討を行った。再現性のある方法
として課題がṧり、方法のさらなる検討を必要と
する。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 米田ຬ貴, 
中雄太, 北西秀行, 大八木博貴, ᰘ沼ᆒ

27. 第5中足㦵⑂労㦵ᢡ
     受傷者におけるター
     ン動作時の足部圧力
     解析

第22回
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

第5中足㦵⑂労㦵ᢡ受傷経験者に対して足ᗏ圧セ
ンサーを足ᗏ面と足部外側面に㈞付して、動作時
の上下方向と横方向の力をᐈ観化した。結果は未
受傷者との有意ᕪは認められなかったが、接地時
間が延長していた。これは足ᗏ面の力は大きくな
くても力が加わる時間が長くなり、足部への力学
的ストレスが加わることが示၀された。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平、大ᵳ伸吾、藤竹ಇ㍜、
来田幸、岸本恵一、橋本雅⮳、大久保⾫

28. 高校男子サッカー選
     手における関⠇ᘱ緩
     性とその特徴

第23回
関西臨床スポーツ医科学
研究会
（大阪）

運動量が多い高校サッカー選手の関⠇ᘱ緩性につ
いて調査した。成長期の高校生において関⠇の安
定性や不安定性はスポーツ障害の要因になること
が考えられ、個人ᕪが多い成長段階にあるスポー
ツ選手の特徴を考察した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：山崎ᓅ志, 橋本雅⮳, 井上直人, 
古川博章, 吉川也, 石᮰友㍤

26. デジタルカメラによ
    る体ᖿ可動域の測定
    法の一検討

第22回
関西臨床スポーツ医・科
学研究会
（大阪）

スポーツ現場において▷時間での体ᖿ可動性評価
の試案として、2次元的にデジタルカメラで影
したデータから可動域をᐈ観化する方法について
検討した。体ᖿ伸展運動において再現性が示၀さ
れたが、今後方法に修正が必要であることが分
かった。
本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：福本貴典、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、
ᯈ▮ᝆ佑、高ᔱ厚史
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成26年6月

－ 平成26年6月

－ 平成27年6月

－ 平成27年6月33. 大学サッカー選手の
     人工Ⱚグラウンドに
     おけるスポーツ傷害
     の経時的変化̾人工
     Ⱚグラウンドに対す
     るゴムチップ補充の
     影響̾

第25回
関西臨床スポーツ医科学
研究会
（大阪）

サッカー➇技中に発生する外傷や障害を引き起こ
す要因は，選手が使用しているグラウンドサー
フェイスも一要因になると報告されている。今
回，長期経過した人工Ⱚグラウンドに特Ṧဠ砂や
ゴムチップを補充したことによる，スポーツ傷害
発生への影響を検討した．結果、人工Ⱚグラウン
ドでは年数が経過するとともに下⫥発生率が
増加し，ゴムチップの補充後では下⫥⫗離れの発
生率が有意に減少した．

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平, 藤竹ಇ㍜, 来田幸, 
岸本恵一, 橋本雅⮳, 大ᵳ伸吾, 大久保⾫, 熊井
司, 田中康仁

31. 足部横アーチ変化の
     測定方法の検討

第24回
関西臨床スポーツ医科学
研究会
（大阪）

外見の形状では測定が困難である足部横アーチの
ᐈ観的な測定方法について考案し、その方法の有
用性につて検討した。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：藤高⣫平, 藤竹ಇ㍜, 来田幸, 
岸本恵一, 橋本雅⮳, 大ᵳ伸吾, 大久保⾫,
熊井司, 田中康仁

32. 高校部活動に対する
     フィジカルサポート

第25回
関西臨床スポーツ医科学
研究会
（大阪）

⦪断的に行っている高校サッカー選手へのフィジ
カルサポートについて具体的に紹介した。今まで
行ってきた経験から得た課題について考察を加え
た。

本人担当部分：データ分析、研究指導
共同発表者：田㢌ᝅ志、新谷健、福本貴典、
ᯈ▮ᝆ祐、高ᔱ厚史、幸田康宏、林Ꮥ明、
橋本雅⮳

30. Trunk Righting 
     Test と体ᖿ機能の
     関係性

第24回
関西臨床スポーツ医科学
研究会
（大阪）

体ᖿ機能評価として考案したTrunk Righting 
Testと体ᖿ筋の持久性と協調性を見るブリッジテ
ストとの関連性から、体ᖿ筋の評価方法について
検討した。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：木下和昭, 橋本雅⮳, 北西秀行, 
井上直人, 植田篤志
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

－ 平成28年6月

－ 平成29年6月35. ጼໃ保持の難度別に
    分けたCore stability 
    testの保持時間につい
    ての検討

第27回
関西臨床スポーツ医科学
研究会（大阪）

我々は、体ᖿや⫤関⠇周囲筋の総合的な筋機能を
反ᫎするBridge活動を利用したSide Bridge(SB)
とFront Bridge(FB)をCore stabilityの評価とし
て用いている。ᐈ観的な指ᶆとしてጼໃの保持時
間を用いて評価してきたが、多様な対象者に対す
る評価として課題があった。そこで今回、ጼໃ保
持の難度に着目することが必要であると考え、SB
とFBのጼໃを難度に分けて階層別に評価する方法
としてCore stability test(CST)を考案した。結
果、SBとFBの両ጼໃにおいてB、C、D㡰にጼໃ保
持時間が有意に長くなっていた。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：高ᔱ厚史、橋本雅⮳、田㢌ᝅ志、新
谷健、福本貴典、ᯈ▮ᝆ佑、木下和昭、大ᵳ伸吾

34. ⭜᳝分離症者のスポ
    ーツ復帰期間による
    ⭜᳝前ᙃゅと⭜᳝᳝
    間可動域の違い

第26回
関西臨床スポーツ医科学
研究会（大阪）

⭜᳝▮状面上のアライメント評価は、分離症のス
トレス要因の特徴を見出すうえで重要な項目であ
ると考えられる。今回、スポーツ復帰までの期間
を急性期とள急性期との境界である4週経過を基
準とし、;線影による⭜᳝前ᙃゅと⭜᳝᳝間可
動域について検討した。結果、⭜᳝（L1-S）前ᙃ
ゅは、最大ᒅ᭤時、4週未満群に対し、4週以上群
は低値を示し、最大伸展時では、4週未満群に対
し4週以上群は高値を示した。⭜᳝᳝間可動域
は、4週未満群に対し、4週以上群は低値を示し
た。

本人担当部分：研究計画、実施、データ分析、研
究指導
共同発表者：中尾英ಇ、稲葉Ꮥ洋、木下和昭、森
藤武、橋本雅⮳、大ᵳ伸吾
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教  育  研  究  業  績  書 

令和 2 年 � 月 3� 日

氏名 山形 力生 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

日常生活援助技術 

高齢者支援 

臨床教育技術 

福祉用具（自助具）、住宅改造、障害と日常生活、 

高齢に伴う機能低下に対する援助、生活環境への援助 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

1）講義資料の作成 平成 18 年

～ 

平成 31 年

姫路獨協大学医療保健学部作業療法学科 

科目名「福祉機器特論、チーム医療特論、身体障害作業

療法治療学、作業療法理論特論」講義内容によって多く

の専門書等から資料を集め授業資料を作成した。 

2)パソコンを利用した視聴覚教材の作成 平成 18 年

～ 

平成 31 年

姫路獨協大学医療保健学部作業療法学科 

科目名「福祉機器特論、チーム医療特論、身体障害作業

療法治療学、作業療法理論特論」講義内容によって、で

きるだけイメージできるように写真スライドの作成・提

示、アニメーションによる図表を多く取り入れた。 

2)パソコンを利用した視聴覚教材の作成 平成 18 年

～ 

平成 31 年

姫路獨協大学医療保健学部作業療法学科 

科目名「福祉機器特論、チーム医療特論、身体障害作業

療法治療学、作業療法理論特論」講義内容によって、で

きるだけイメージできるように写真スライドの作成・提

示、アニメーションによる図表を多く取り入れた。 

3)演習問題の提示 平成 18 年

～ 

平成 31 年

姫路獨協大学医療保健学部作業療法学科 

科目名「身体障害作業療法治療学」前期、後期のそれぞ

れ中期および後半の時期に演習問題を提示し、学習内容

がどの程度身に付いているかを学生自ら点検してもら

う機会とした。また、これにより学生が適切に学期末試

験の準備ができるように配慮した。 

4)学期末試験の工夫 平成 18 年

～ 

平成 31 年

姫路獨協大学医療保健学部作業療法学科 

「身体障害作業療法治療学」出題形式を客観テストと記

述試験をバランス良く作成した。客観テストでは国家試

験を意識した回答方法を盛り込んだ。これにより学生が

国家試験の回答方法に慣れるようにした。記述試験は、

文章表現等の表現力の育成をねらいとし、作成に工夫を

こらした。 

5)学年担任およびチューター活動 平成 20 年

～ 

平成 31 年

現在 3回生学生のチューターを担当している。入学より

卒業までを継続して担当している。定期的に学生個人面

談を行い、各学生の課題の確認と指導、学科教員への周

知に努めている。担当学生が１回生時には、学習面に加

え学校生活全般の状況把握を行い、２回生時は学習面を

重点的に指導・助言を行った。3回生からは臨床実習時

の状況把握と必要な指導を行っている。 

6)臨床実習訪問指導 平成 20 年

～ 

平成 31 年

2回生時および 3回生時の臨床実習実施中に、実習施設

に訪問し、学生の問題や今後の実習の目標について、実

習指導者と協議する。毎年、各学年延べ 20 施設程度の

実習訪問指導を行った。 

7)臨床現場技術指導 平成 23 年

～ 

平成 31 年

卒業生を対象に週 1回、近隣のリハビリテーションの臨

床現場において技術指導を行っている。在校生の臨床実

習指導を担当する指導者の養成も兼ねている。 
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２ 作成した教科書，教材 

1)教科書「作業療法士が選ぶ自助具・生活機器」 平成 22 年

～ 

平成 31 年

臨床でよく使われる自助具・生活機器について紹介し、

必要な材料、制作方法、適応事例などについて紹介した。

（255 頁） 

頸髄損傷などの四肢麻痺に対するコンピューター機器

に対する自助具についての項を解説した。(P.124～

P.126)

後に、姫路獨協大学で「福祉機器特論、身体障害作業療

法学」の資料として使用した。

2)教科書「生活支援技術・介護過程」（黎明書房） 平成 22 年

～ 

平成 31 年

居住環境の整備や身じたく、移動、食事、入浴、排泄、

睡眠等における実践的な介護の方法と、介護過程の意義

から実例をふまえた介護の実践的展開やチームアプロ

ーチまでを、初めて学ぶ人でも分かるようイラストや図

を交え解説した。 

第2章 自立へ向けた居住環境の整備を担当 （P24-P40）

ヘルパーを対象にした講習において教科書として使用

した。

3) 教科書「老年看護学」（ピラールプレス） 平成 22 年

～ 

平成 31 年

高齢者の身体的・心理的特徴を十分把握したうえで、高

齢者のQOLの向上を目指した看護実践を意識的に取り上

げた、老年看護の実践に向けての質の評価への取り組み

を盛り込んだ看護学生向けのテキストとして使用した。

4)教科書「介護実習入門」（黎明書房） 平成 24 年 介護福祉士の養成科目のテキストとして作成、使用し

た。高等教育に向けた豊かな専門性と人間性の構築とい

う主旨を踏まえたうえで、介護の専門援助に焦点を当

て、その内容・方法を具体的に示した。 

5)「身体障害作業療法学実習」の補助教材 平成 22 年

～ 

平成 31 年

PBL(問題解決型学習)のために、学生の主体的なグルー

プワークにより進められるが、その臨床症例を実際の症

例から選択し、教材用に修正し作成した。学生はこの教

材を基に、グループワークを行った。 

6)OSCE（客観的臨床能力試験）のための模擬患者

症例プロフィール資料

平成 22 年

～ 

平成 31 年

学生が受ける試験の模擬患者のプロフィールを実際の

臨床例に照らし合わせ作成した。症例は、脳卒中などの

内科系と骨折などの整形外科の 2症例作成した。４回生

の総合臨床実習前の客観的臨床能力試験の学生提示資

料として使用した。 

7)実体験型課題「動作分析のフローシート」の

作成

平成 22 年

～ 

平成 31 年

「日常生活活動学」において日常の動作の分析を学習す

る際に、実際の動作分析を教材として行う。初学者の学

生でも動作分析が身につくように、動作分析のフローシ

ートを作成した。このシートに書き込むことで動作の分

析が段階的に学習できるように工夫した。 

食事・更衣・トイレ・整容・入浴の 5種類の動作につい

8)演習問題の作成 平成 22 年

～ 

平成 31 年

「日常生活活動学、身体障害作業療法学」のそれぞれの

中期および後半の時期に演習問題を分野ごとに 20 問程

度作成した（合計 80 問）。学習内容がどの程度身に付

いているかを学生自ら点検してもらうために使用した。
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9)国家試験模擬試験の作成 平成 25 年

～ 

平成 31 年

実際の国家試験の出題傾向に合せ、3回分の模擬試験問

題を作成した。4回生時の演習の中で使用した。 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

1)姫路獨協大学医療保健学部作業療法学科

学生による授業評価

平成 19 年

～ 

平成 28 年

科目：「福祉機器特論、チーム医療特論、身体障害作業

療法学、作業療法理論特論」点検・評価の結果：長所と

しては、今回の調査による得点は平均を上回っており、

授業目標は達成されていると理解した。 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 

1)奈良県介護支援専門員 現職者講習 講師 平成 15 年

～ 

平成 28 年

奈良県の現職者介護支援専門員に対象に「福祉用具・住

宅改修」の実際について講義指導した。平成１５年より

毎年１回担当、現在に至る。 

2)文部科学省教員免許更新講習 講師 平成 25 年

～ 

平成 31 年 

教員免許更新講習において「障害支援（福祉機器領域）

論」（平 25-30501-56332 号）講師として年 2回担当す

る（1回 6時間） 

５ その他 

（講演） 

1)姫路市シニアオープンカレッジ「介護に役立つ

福祉用具の基礎知識」

平成 24年 8

月 5 日～ 

平成 24 年 8

月 31 日 

姫路市の依頼により、姫路市民を対象にした姫路市シニ

アオープンカレッジ「介護に役立つ福祉用具の基礎知

識」について企画した。また、5回の講座の講師を担当

した。 

2)姫路市立生涯学習大学校公演「地域の活動を  

支える」

平成 25 年

12 月 
「地域の活動を支える」の第３回として「介護に役立つ

福祉用具の基礎知識」について公演する。歳を重ねても、

地域で生き生きと暮らしていくために役立つ福祉用具

について紹介し、介護保険制度での金銭的補助も含め

て、地域生活における介護活動への利用について述べ

た。 

3)姫路市立生涯学習大学校講座「暮らしに役立つ 平成 28 年

12 月 

健康生活コースの受講生を対象に「暮らしに役立つ福祉

用具について」３回の講座の講師を担当した。 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 

看護士免許 昭和 58 年 3月 （厚生省第 4985 号） 

作業療法士免許 昭和 63 年 4月 （厚生省第 13239 号） 

福祉用具プランナー 平成 10 年 3月 財団法人テクノエイド協会（第 9-0100 号）

認定作業療法士 平成 16 年 4月 社団法人日本作業療法士協会 

臨床実習指導者研修修了認定 平成 31 年 2月 社団法人日本作業療法士協会（認定番号 1790） 

２ 特許等 

特になし

３ 実務の経験を有する者についての特記事項 

特になし

４ その他 

奈良県介護実習・普及センター 運営委員会委員

平成 21 年 4月

～ 

現在に至る 

運営委員長および学識経験者の委員として運営委

員会に出席（奈良県知事より嘱託）。 
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研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

ⴭ書・論文等の

名⛠ 

༢ⴭ・ 

ඹⴭのู

Ⓨ行ཪ

は 

Ⓨ表の

年月 

Ⓨ行所、Ⓨ表㞧ㄅ

等ཪはⓎ表学会

等の名⛠ 

概 要 

（ⴭ書） ⦅者・ⴭ者名 頁  ᩘ

1 生活支援技術・介護

過程 

ඹⴭ 2010 黎明書房 Ᏺ本ともᏊ、

ᫍ野ᨻ明 

24-40 （第２章 自立へ向けた居住環境の整備

を担当） 

2 老年看護学 ඹⴭ 2012 黎明書房 ᕝ野㞞資、Ᏺ

本ともᏊ 

258-266 （高齢者を介護する家᪘への援助を担当）

3 介護実習入門 ඹⴭ 2012 黎明書房 Ᏺ本ともᏊ、

ᫍ野ᨻ明 

106-134 （第３⠇ 整容の介助を担当） 

（学術論文） 

1 作業療法学生の

OSCE の成績とコ࣑

ュニࢣーション・ス

キルの関㐃につい

て 

ඹⴭ 2014.3 රᗜ県作業療法

士会機関ㄅ第 3

ᕳ1号 

�山形力生۔

ᱵ本㟼㤶�

部ோࠎ┾

⨾ ，Ḉ⚽

㞝 

10̽18 作業療法学生にとって対人関ಀ能力を含

むコ࣑ュニࢣーション・スキル（௨下CS）

を⋓得することは重要な課題といえる。今

回、客観的臨床能力試験（௨下 OSCE）の

成績と CS との関㐃について検ウを行っ

た。作業療法学科4回生50名を対象とし

て、臨床総合実習前に面᥋と検査 定の2

課題のOSCEを実施した。CSの評価はコ࣑

ュニࢣーション・スキルᑻ度（E1'CO5EV）

を用い、研究目的を説明しྠ意を得た上で

調査を実施した㸬分析は OSCE 合格⩌と

合格⩌の E1'CO5EV 得点についてẚ㍑検ウ

し、E1'CO5EV の下 6 ᅉᏊについてもẚ

㍑を行った。その結果、E1'CO5EV 得点は

合格⩌に対して合格⩌が有意に高かっ

た。面᥋課題では合格⩌が有意に高く、下

6ᅉᏊ得点のẚ㍑では「自ᕫ⤫制」と「自

ᕫ主ᙇ」のᅉᏊ得点に有意ᕪがみられた。

これらから「自ᕫ⤫制」と「自ᕫ主ᙇ」の

スキルを⋓得に重点を⨨かれた教育プロ

グラムの必要性が⪃えられた。 

㹙担当部分㹛 

研究の企画、ࢹーターの集および分析、

論文のᇳ➹を担当した。 

2 ཎⴭ 実習指導内

容評価スࢣールの

検ウ 

ඹⴭ 2015.3 リハビリテーシ

ョン教育研究

第20号 

山形力，Ḉ۔

⚽㞝、┾ࠎ

部ோ⨾ 

324-329 現在の大学教育では教授内容の改ၿや質

の向上のため、学生による授業評価が行わ

れている。しかし、実習科目については評

価を受けることはᑡない。特に臨床実習の

指導内容に関する評価はとんど行われ

ていない。そこで今回、臨床実習をより良

いものとするために、学生主体の実習指導

内容評価スࢣールを検ウしሗ࿌した。作業

療法学科4年生39名を対象として、総合

臨床実習⤊了後、実習指導内容を評価する

質問紙を実施した。また、調査協力の得ら

れた 32 名の実習指導者による自ᕫ評価を
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実施した。評価結果は、スࢣールの下の

9項目それぞれについて得点を⟬出しẚ㍑

した。各下の項目とも学生の評価得点が

上回る傾向がみられた。さらに各項目毎の

平均得点を :LOFR[RQ-0DQQ-:KLWQH\ 検定

を行ったとこࢁ、մ指導者・学生┦行Ⅽ

（㹮㸺0.05）、յ学生への期ᚅ・要ồ（㹮

㸺0.01）、ն教員・指導者間の指導調整（㹮

㸺0.05）の3項目について、学生の評価得

点が有意に高い傾向がみられた。また、全

項目の合計得点について学生得点と指導

者得点の┦関ಀᩘをồめたとこࢁ、

UV 0.40（㹮㸺0.05）で正の┦関がみられ

た。各下の項目とも学生の評価得点が上

回る傾向がみられた。有意なᕪがみとめら

れた下の 3 項目は学生と指導者の指導

的上の┦関ಀを示す項目で࠶り、指導内

容の中᰾をなす部分と⪃えられる。この項

目において学生の得点が上回ったことい

うことは指導者の指導に対して概ね‶㊊

しているものと⪃えられ、正の┦関を示し

たことから指導内容評価スࢣールは指導

内容を評価するにጇ当なものと⪃えた。 

㹙担当部分㹛 

研究の企画、ࢹーターの集および分析、

論文のᇳ➹を担当した。 

3 ཎⴭ 作業療法評

価技術学実習にお

けるSWXGHQW 

$VVLVWDQWのຠ果̾

上⣭生の視点から̾ 

ඹⴭ 2016.3 リハビリテーシ

ョン教育研究

第21号 

，山形力生۔

▼ᾆభ୍，

⏣ᬒ  ୕

416-421 本学作業療法学科では、３年生が教員の補

助（SWXGHQW $VVLVWDQW：௨下，S$）とし

て 2 年生の作業療法評価学実習の授業に

入り、実技指導する科目を᥇用している。

今回、S$のຠ果について調査、検ウした。

作業療法学科3回生40名を対象として、

S$ に関する質問紙をཧ⪃に作成し調査を

実施した。内容は、授業の‶㊊度、2年生

および教員とのコ࣑ュニࢣーション、授業

後の学習意ḧのኚ、自ᕫの知識㺃技術の

認職度、4年生臨床実習の準備などについ

て調査した㸬調査後、項目間の┦関を調べ

た。ᑦ、┦関ಀᩘは5㸣ᮍ‶を有意とした。

その結果、講義を㏻じて学んだことして、

説明のスキル(90㸣)、専門知識技術の確認

（75㸣）、CS（60㸣）をᣲげた。授業の‶

㊊度は 92.5㸣と高く、知識技術は 62㸣が

確認できたと回答した。成果として92.5㸣

が実習の準備となり、95㸣が今後の学習意

ḧが高まったと回答した。教科書等での事

前学習も十分に行い指導にᮃんだ学生は、

対象学生に分かりやすく説明でき、実技指

導もうまくできたと評価した。S$ の経験

は᪤習技術の確認となり、4年生実習の

準備の機会となると⪃えられ、さらなる学

習意ḧを高め、授業の‶㊊度も高くなると
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⪃えられた。୍ 方、授業準備が十分でなか

った学生は、ᛮったよりも成果は上げられ

授業前の準備学習を確認させる工夫が、ࡎ

今後の課題と⪃えられた。また、説明のス

キルに関して、2年生にうまく説明しきれ

ᅔᝨするᵝᏊもみられ、状況に応じて、ࡎ

教員が介入する必要性も⪃えられた。 

㹙担当部分㹛 

研究の企画、ࢹーターの集および分析、

論文のᇳ➹を担当した。 

4 教員免許更新講習

における福祉用具

講習の導入につい

て 

ඹⴭ 2016.3 රᗜ県作業療法

士会機関ㄅ第 5

ᕳ1号 

 �山形力生۔

⏣中ඃᏊ 

12-19 本学では大学地域㈉⊩事業の୍環として

教員免許状更新研修を行っている。今回、

この更新研修の୍科目として福祉用具に

関する科目を実施し、受講者に意識調査を

実施した。調査の目的は、現場にᚑ事する

教員の福祉用具に関する講習の実ែやຠ

果および課題点を検ウすることに࠶る。平

成 26 年および平成 27 年に受講した教員

119名を対象に、講習を選択した動機、ᚑ

事する現場のヲ⣽などの⫼ᬒのか、講習

でᢅった用具に対する認知度、講習の理解

度、用具の現場における必要度などについ

て調査した㸬講座選択の動機から現場での

用具の必要性を主とする実践⩌と教養と

して選択した㠀実践⩌に大ูされた。調査

の結果は、用具の種類により㐪いが࠶り、

実践⩌かྰかによっても㐪いがみられた。

講座の理解度は高く、講習の内容の構成や

㞴᫆度は概ねጇ当と⪃えられた。また、用

具の適応やุ定の中で作業療法士の専門

性や役についてゐれ、教員の作業療法士

に対する認識を高めることにᐤできた

と⪃えられた。 

㹙担当部分㹛 

研究の企画、ࢹーターの集および分析、

論文のᇳ➹を担当した。 

5 作業療法評価学実

習においてSWXGHQW 

$VVLVWDQW 導入が学

生におよࡰすຠ果 

ඹⴭ 2016.3 රᗜ県作業療法

士会機関ㄅ第 5

ᕳ1号 

▼ᾆభ୍，۔

山形力生，┾

， ⨾部ோࠎ

⏣ᬒ  ୕

3-7 現在、本学科の2年生は作業療法評価学実

習において、3年生が教員の補助（SWXGHQW 

$VVLVWDQW：௨下、S$）として 2 年生に実

技指導を行う授業形ែを導入している。S$

導入の目的は、3年生から指導を受けるこ

とで、評価に関する身近な自ᕫ฿達目標が

設定でき、学習意ḧの向上を図る，評価の

重要性を具体的に学ぶ、コ࣑ュニࢣーショ

ンスキルの向上などで࠶る。今回、2年生

の作業療法評価学実習における S$ 導入の

ຠ果を調査、検ウした。本学科 2 年生 51

名を対象に S$ に関する質問紙により実施

した。質問項目は、3 年生の指導方法、3

年生との関ಀ性、実習後の学習意ḧのኚ

や‶㊊度、習⇍度、教員との関ಀ性に関し

てで࠶った。調査後、質問項目間の┦関を
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調べた。3年生の指導方法や3年生との関

ಀ性、学習意ḧのኚや‶㊊度、習⇍度、

教員との関ಀ性においては࣏ジティࣈな

回答が多かった。 質問項目間の┦関につ

いて、学習意ḧは、3 年生の指導方法や 3

年生との関ಀ性、教員とのコ࣑ュニࢣーシ

ョンで┦関を認めた。また‶㊊度は、3年

生の指導方法、3年生へのኌかけや┦談で

┦関を認めた。習⇍度は、3年生の指導方

法、教員への┦談、3年生へのኌかけや┦

談で┦関を認めた。これらの結果より S$

導入は本学科 2 年生にとって有ຠで࠶る

ことが示၀された。また、学習意ḧ、‶㊊

度、習⇍度と3年生の指導方法や3年生と

の関ಀ性、教員とのコ࣑ュニࢣーションで

┦関を認めたことから、3年生と2年生と

の関ಀ性をいかに良ዲに保つか、3年生が

評価技術を適切に指導できるよう教員が

どのように調整していくかが重要で࠶り、

今後の課題となった。  

㹙担当部分㹛 

研究の企画、ࢹーターの集および分析、

論文のᇳ➹を担当した。 

6 ཎⴭ 作業療法実

習における学生の

レジリエンスとス

トレスの関ಀにつ

いて 

ඹⴭ 2017.3 リハビリテーシ

ョン教育研究

第22号 

山形力۔

生，Ḉ⚽㞝

280-284 臨床実習は学生にとってストレス状況で

り，その状況に適応しり㉺えることが࠶

要ồされる㸬ストレス状況に┤面し，り

㉺えるためにはレジリエンス（⢭⚄的回

力）がᕥྑするものと⪃えられる㸬この研

究の目的はレジリエンスと実習ストレス

との関㐃について検ウをすることとした㸬

対象および方法は，作業療法学生 4 年生

69 名を対象とし，総合臨床実習の⤊了時

にレジリエンスᑻ度を実施した㸬また実習

場面のストレスおよびストレスによる心

理的ⴠࡕ込みを 定し、レジリエンスとの

関㐃を検ウした㸬その結果，実習ストレス

の内容としては，「対象者の評価・治療が

上ᡭくいかない」，「睡眠時間のῶᑡ」，「レ

ートが進まない」の㡰に得点が高かっ࣏

た㸬また，各ᑻ度得点の┦関をồめたとこ

┦込み得点は正のࡕ実習ストレスとⴠ，ࢁ

関を示し，レジリエンスとⴠࡕ込み得点は

㈇の┦関を示した㸬したがって，実習スト

レスの高いものどⴠࡕ込み得点は高い

傾向に࠶り，レジリエンスの高いものど

ⴠࡕ込み得点は低い傾向を示した㸬ḟにレ

ジリエンスおよび実習ストレスの得点の

夫ࠎについて高得点⩌（高⩌）と低得点⩌

（低⩌）に分け，ⴠࡕ込み得点についてẚ

㍑した㸬その結果，実習ストレスの高⩌に

おいて，レジリエンスの高⩌のⴠࡕ込み得

点は，レジリエンスの低⩌にẚべ⩌有意に
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低್を示した（S�.01）㸬 したがって，レ

ジリエンスの高い学生はྠじストレスを

受けてもレジリエンスの低い学生にẚべ

⢭⚄的立ࡕ┤りは᪩く，ࢲメージはᑠさい

と⪃えられた㸬 

㹙担当部分㹛 

研究の企画、ࢹーターの集および分析、

論文のᇳ➹を担当した。 

7 脳 ᱾ ሰ に よ り

DSDWK\ を࿊した୍

例への介入 

～$'L 自立とᴦしみ

活動の⋓得を目

指して～ 

ඹⴭ 2017.3 රᗜ県作業療法

士会機関ㄅ第 6

ᕳ 

ᒾ㷂ᬛᏊ、۔

山形力生 

16-21 脳⾑⟶性 DSDWK\ は᭱近ὀ目されてきた

ែで࠶る.今回 DSDWK\をⓎ症し�㞴した

୍例に対し�͆意ḧにはῐ⌫の活性が重

要で࠶る と͇するụ㇂の理論をཧ⪃に作業

療法を行った.介入を㏻して�意ḧの向上

がぢられ�$'Lの自立度も向上した.ࡦいて

は�㏥㝔後継続して実施ྍ能なᴦしみ活動

の⋓得に⧅げることができたことは�70

歳௦前半というⱝさで�施設に㏥㝔するこ

とが決まっている症例にとって�QOL に関

わる大切な事で࠶ったと⪃える. 

㹙担当部分㹛 

研究の企画ࢹ�ーターの集および分析�

論文のᇳ➹を担当した. 

8 ᡭを使用する行動

ᡓ ␎ （ 7UDQVIHU 

PDFNDJH）により上

肢機能が改ၿした

㢁髄症の事例 

ඹⴭ 2017.3 රᗜ県作業療法

士会機関ㄅ第 6

ᕳ 

ሷぢ健ኴ，۔

山形力生，和

⏣⏤⨾Ꮚ，▼

⏣ⲁ ，上⏣

ᚭ 

27-32 㢁髄症によりឤ覚障害がⴭ明に࠶り，上肢

使用㢖度がῶᑡしていた患者に対し，脳卒

中患者に実施される CRQVWUDLQW-LQGXFHG 

PRYHPHQW WKHUDS\ （C,療法）のコンセプ

トで࠶る 7UDQVIHU PDFNDJH(௨下 7P)を行

った㸬  

C,療法でే用される7Pでは࠶るが，今回

ሗ࿌する㢁髄症患者では，患者自ら改ၿ方

法を᥈⣴できるように 7P のᡭ法を導入し

たとこࢁ，$'Lでの୧上肢の使用㢖度が向

上するຠ果が得られた㸬その経過をሗ࿌す

るとともに㢁髄症に対する 7P 活用のྍ能

性について⪃ᐹした㸬㢁髄症の患者にも有

ຠで࠶ったことから，脳卒中௨外の患で

のリハビリテーションでే用がຠ果的で

 ると᥎ᐹされた㸬࠶

㹙担当部分㹛 

研究の企画ࢹ�ーターの集および分析�

論文のᇳ➹を担当した. 

9 ཎⴭ 作業療法実

習における学生の

レジリエンスとス

トレスの関ಀにつ

いて ～ストレスコ

ーピングからの分

析 

ඹⴭ 2018.3 リハビリテーシ

ョン教育研究

第24号 

山形力۔

生，Ḉ⚽㞝

226-231   臨床実習は学生にとってストレス状況

で࠶り，その状況に適応しり㉺えること

が要ồされる㸬学生は実習場面において

ᵝࠎなストレス状況にさらされることに

なるが，ストレス状況に┤面し，り㉺え

るためにはレジリエンス（⢭⚄的回力）

がᕥྑするものと⪃えられる㸬作業療法学

生４年生に対してレジリエンスᑻ度（ᑠሷ

ら，2002）を実施し，総合臨床実習の⤊了

時に実習場面のストレスと実習中のスト

レスコーピングについて調査した㸬調査は
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2014～2016 年において，研究内容を説明

しྠ意を得られた84名（⏨性32名，ዪ性

52 名）を分析対象とした㸬ストレスは，

ᕝᮧら（2008）の臨床実習中のストレスに

関するᅉᏊ分析の結果をཧ⪃に作成した

質問紙と⚄ᮧら（1995）のストレスへの対

ฎ方␎ᑻ度(௨下7$C-24）によって 定し

た㸬ストレスによる心理的ⴠࡕ込みの 定

にはᇼ野ら（1991）のⴠࡕ込みᑻ度を用い

た㸬レジリエンス（௨下5ES）とストレス

の得点（௨下S75）は㈇の┦関を示した㸬

ⴠࡕ込みと問題回㑊の得点に有意な正の

┦関がみられた㸬5ESとCPB)2には㈇の┦

関がみとめられたまた，7$C-24 の 8 下

ᑻ度の各得点ついて，クラスター分析を行

った㸬その結果，Ϩ型「問題回㑊・動調

整型」� ϩ型「対ฎᑡ・㠀動調整型」，

Ϫ型「問題解決・㠀問題回㑊型」の３つの

クラスターが得られた㸬ḟに，３型につい

てⴠࡕ込み得点およびレジリエンス得点

の分ᩓ分析を行ったとこࢁ，レジリエンス

得点はϪ型が有意に高く，Ϩ型が有意に低

くかった㸬実習等の指導においては「問題

回㑊・動調整型」のコーピングを行うも

のの指導が重要と⪃えられ，問題の回㑊や

㈐任㌿᎑をしやすい学生ととらえ指導に

当たる必要が࠶ると⪃えた㸬 

㹙担当部分㹛 

研究の企画ࢹ�ーターの集および分析�

論文のᇳ➹を担当した. 
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学会等および社会における主な活動 

2010年～2012年 
奈良県ᗈ㝠⏫福祉用具専門┦談員指定講習会、講師。 

「福祉用具と自助具」について講義する。年２回実施した。 

2010年～2012年 
高ḟ脳機能障害リハビリテーション講習会を企画、運営。 

（奈良県脳外傷の会「࠶すか」㢳問） 

2012年㸴月11日～24日 第32回近␥作業療法学会、演題査ㄞ委員。  

2012年10月7日 第32回近␥作業療法学会、୍般演題について座長を担当。 

2012年10月5日～31日 
姫路市シニアオープンカレッジ「介護に役立つ福祉用具の基礎知識」を企画。 

10月に５回の講座の講師を担当する。 

2009年～現在 
奈良県介護実習・普及センター運営委員会出席。 

2009年度運営委員会長（奈良県知事より嘱託）を担当。 

2013年～2018年 教員免許更新講習、講師担当。 

2014年9月 රᗜ県作業療法学会（姫路）、演題Ⓨ表座長担当。 

2015年4月 日本作業療法学会、第4期（平成26年度～平成28年度）演題ᑂ査委員担当。 

2015年6月 第49回日本作業療法学会（⚄ᡞ）、教育講演座長担当。 

2016年４月～現在 姫路市立生涯学習大学校講師（毎年5回） 

2017年４月～現在 奈良県社会福祉事業団評議会、評議委員（奈良県知事より嘱託） 

2018年4月 日本作業療法学会、第5期（平成29年度～令和ඖ年度）演題ᑂ査委員担当。 

2018年10月25日～11月1日 
姫路市シニアオープンカレッジ「介護に役立つ福祉用具の基礎知識」を企画。２回の

講座の講師を担当する。 

2019年9月22日 臨床実習指導者講習会（奈良県作業療法士会）講師 

大学内における主な活動 

2010年4月～2012年3月 姫路獨協大学国際交ὶセンター運営委員 

2012年4月～現在 姫路獨協大学教育改ၿ実施（㹄㹂）委員会委員 

2014年4月～2015年3月 
姫路獨協大学活性取組施⟇（医療保健学部生に必要な対人コ࣑ュニࢣーション能力

向上プログラム）企画担当，実施。 

2019年4月～現在 奈良学ᅬ大学保健医療学部学生生活ワーキング委員 
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年月日

平成27年10月
～

平成28年3月

平成28年4月
～

平成31年3月

平成28年4月
～

平成31年3月

平成28年10月
～

平成31年3月

平成28年10月
～

平成31年3月

4．症例レポートの作成のためのグループワーク
 の活用

大和大学保健医療学部総合リハビリテーション学科
理学療法学専攻での呼吸・循環障害理学療法学で、
肺および肺葉の位置、肺区域の位置などの確認を触
診で演習を行い、呼吸器疾患に関する理学療法評
価、呼吸機能検査等の評価方法や排痰手技や呼吸介
助などの演習を行っている。また、臨床実習や症例
レポート課題を見越し、学生に慢性呼吸器疾患患者
のビデオを視聴させ、性別や年齢、現病歴といった
基本情報を基にグループワークで問題点や課題点を
協議し、レポート作成の指導を実施している。

5.症例のレジュメをもとに、症例の問題点や課
題点を探るグループワークを活用

大和大学保健医療学部総合リハビリテーション学科
理学療法学専攻での内部障害理学療法学で、内部障
害患者の症例レポートのレジュメから主な問題点や
課題点、今後予想される問題などをグループワーク
を通し演習を起こい、各グループによる発表会を催
している。

1.呼吸機能検査や呼吸理学療法評価の実技演習
および排痰手技や気道吸引実習の活用

京都橘大学健康科学部理学療法学科での内部障害系
理学療法学応用演習で、肺および肺葉の位置、肺区
域の位置などの確認を触診および座学にて演習を
行った。また、呼吸器疾患に関する理学療法評価、
呼吸機能検査等の評価方法や排痰手技および気道吸
引の演習を行った。

2.授業における小テストの活用 大和大学保健医療学部総合リハビリテーション学科
理学療法学専攻での呼吸・循環障害理学療法学およ
び内部障害理学療法学で、座学を中心に講義してい
る。なお、毎回、授業の初めに前回の授業内容の復
習を目的とした小テストを実施している。

3.症例ビデオを視聴してADLや家庭環境を
もとに、介護保険を使ったサービスなど
を協議するグループワークの活用

大和大学保健医療学部総合リハビリテーション学科
理学療法学専攻での地域理学療法で、学生は介護保
険を使ったサービスや価格帯を予習し、症例ビデオ
を視聴した後、対象症例の在宅における問題点及び
課題をグループワークで協議し、発表会を催す反転
授業を実施している。その際、対象症例の動作や基
本情報を基に介護度を予想し、その介護度ごとに異
なる補助費から提供サービスを検討するよう指導し
ている。また、授業前に前回の授業内容から小テス
トを実施している。

人間医工学
リハビリテーション科学・福祉工学、呼吸リハビリテーション、がん
リハビリテーション

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

１　教育方法の実践例

教 育 研 究 業 績 書

氏名

令和2年�月�1日

　　阿波　邦彦

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド
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平成29年7月8日
～

平成29年7月9日

平成28年4月
～

平成31年3月

平成28年12月6日
発行

令和元年1月10日
発行

令和元年3月25日
発行

平成23年7月

平成25年10月

1.大学設置・学校法人審議会の教員組織審査 学校法人京都橘学園京都橘大学健康科学部理学療法
学科専任助教「内部障害系理学療法学基礎演習」
「内部障害系理学療法学応用演習」資格有りと判定

2.大学設置・学校法人審議会の教員組織審査 学校法人西大和学園 大和大学 保健医療学部 総合
リハビリテーション学科 理学療法専攻専任講師
「卒業研究Ⅰ」「内部障害理学療法学」「内部障害
理学療法学演習」「呼吸・循環障害理学療法学」
「呼吸・循環障害理学療法学演習」「地域理学療法
学」「理学療法学臨床実習Ⅰ」「理学療法学臨床実
習Ⅱ」「理学療法学臨床実習Ⅲ」「理学療法学臨床
実習Ⅳ」「卒業論文」資格有りと判定

４　実務の経験を有する者についての特記事項

3.PT・OT入門 イラストでわかる内部障害、
ISBN 978-4-263-26611-3

「【第2章　呼吸器疾患-知識・検査データ・治療-
】、エッセンス、治療、p.19～26」の執筆を担当。

4.PT・OT入門 イラストでわかる理学療法概論、
ISBN 978-4-263-26614-4

「【第15章　内部障害系理学療法（COPDの症
例）】、エッセンス、内部障害とは、増加している
内部障害者、高齢化と内部障害そして重複障害、内
部障害とリハビリテーション対象患者、慢性閉塞性
肺疾患とは、COPDの病態、全身併存症と肺合併症、
COPDの問題点、呼吸リハビリテーション、症例検
討、確認してみよう！・解答p.263～282」の執筆を
担当。

３　教育上の能力に関する大学等の評価

２　作成した教科書，教材

1.講義用プリント 大和大学保健医療学部総合リハビリテーション学科
理学療法学専攻での呼吸循環障害理学療法学、内部
障害理学療法学、地域理学療法学のための講義用プ
リントを作成し、使用している。

2.PT・OTビジュアルテキスト　内部障害理学療
法学、ISBN 978-4-7581-0217-9

「【第5章　呼吸器疾患・呼吸障害の理学療法】、
肺がんを含む胸部外科手術前後、症状・障害の理
解、理学療法の理論と実際、p.224～231」の執筆を
担当。

6.兵庫県立但馬長寿の郷で地域ケアに関わる
座学およびグループワークの活用

大和大学保健医療学部総合リハビリテーション学科
理学療法学専攻での地域理学療法学で、兵庫県立但
馬長寿の郷で学外講習を受ける。そこでは地域ケア
に関わる当該施設の理学療法士より「地域ケアに関
わる基礎知識」等の座学を受け、当該施設で管理さ
れている介護補助具や車いす等を用いてグループ
ディスカッション並びにグループ発表を行った。
学外講習を受けるために、当該施設で協議および準
備し、宿泊と食事、移動手段の手配等を準備した。

リハ－320



平成21年4月
～

平成24年3月

平成22年8月

平成22年9月

平成22年11月

平成24年2月

平成24年10月6.京都橘大学 淳芳会　健康セミナーでの講義
「あなたが知らないCOPD」

京都橘大学卒業生を対象に健康セミナーとしてCOPD
について講義した。喫煙とCOPDとの関わり、COPDの
病態やその対策などを講義するとともに、参加者の
呼吸機能を測定した。

3.佐賀県理学療法士会南部地区研修会での講義
「呼吸リハビリテーションの基礎」

呼吸リハビリテーションにおける基礎的な知識、臨
床においての慢性呼吸不全患者に対する中止するこ
となどを講義し、歩行トレーニングや離床の重要性
を中心に講義を行った。

4.武雄医師会研修会での講義
「呼吸リハビリテーションの基礎」

看護師を中心に構成された研修会で、呼吸リハビリ
テーションにおける基礎的な知識やupdate BODE
indexなどの新しい知見などを紹介した。

5.佐賀包括的呼吸リハビリテーション研究会
南部地区勉強会での講義
「呼吸リハビリテーションの基礎」

理学療法士、看護師を中心とした呼吸リハビリテー
ションに係わる勉強会で、慢性呼吸器疾患患者に対
する酸素管理や運動療法、基礎的な考え方などを講
義した。

2.佐賀県理学療法士会研修会での講義「排痰」 今年度から理学療法士も吸引が可能となり、吸引・
排痰における知識と技術が求められる。本研修会で
は排痰と吸引の知識と技術獲得のためである。理学
療法士の立場での排痰法や排痰体位、排痰の機序な
どの講義を行い、排痰の技術指導や吸引指導などを
行った。

1.実習指導実績 敬天堂古賀病院にて
スーパーバイザーとして、臨床実習、評価実習、見
学実習、クリニカル・クラークシップ実習などの実
習を受け入れた。対象校は西九州大学（佐賀）、医
療福祉専門学校緑生館（佐賀）、福岡国際医療福祉
学院（福岡）、目白大学（埼玉）、西日本リハビリ
テーション学院（熊本）であり、年間7名～8名の実
習生を受け入れた。その際、上記以外に下記のこと
に留意した。
・ 呼吸リハビリテーション専門病院として、質の
高い医療を経験してもらい、考察できるように担当
制とし、症例を3例ほど担当し指導した。また、他
の患者に対し呼吸リハビリテーション評価を実施す
る際はアシスタントとして、必ず評価に参加するこ
とを徹底していた。
・ 担当患者の症例レポート、症例発表を必須課題
とし、実習終盤に症例発表を実施する。発表時は西
九州大学リハビリテーション学部堀江研究室の勉強
会などで多くの人の前で発表する機会を作った。
・ 臨床実習では英文抄読を課題とし、佐賀大学大
学院医学系研究科堀川研究室の抄読会で発表を実施
した。
・ 臨床実習指導者としての資質を高めるため、外
部研修や関連学会への参加した（平成21年度九州ブ
ロック研修会・臨床実習指導者研修会参加）
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平成24年11月

平成25年12月

平成26年10月

平成27年8月

平成27年11月

平成28年4月

平成28年10月

平成28年10月

平成29年11月2日15.わかあゆ呼吸ケア勉強会での講義
 　「慢性期呼吸リハビリテーション」

理学療法士と作業療法士を中心とした慢性期リハビ
リテーションに関する評価法と運動療法、薬物療法
を中心に座学形式で講義した。参加者は80名弱で
あった。

12.第56回日本呼吸器学会学術講演会および
    第13回呼吸ケアカンファレンスでの講義
    アシスタント
   「理学療法の実習」アシスタント

チーム医療のためのプラクティカルな呼吸ケアに関
する講義と実践に即した実習のアシスタントを行っ
た。

13.兵庫県介護老人保健施設協会阪神支部
　 リハビリテーション部会研修会での講義
　　「呼吸リハビリテーションの基礎と在宅
　　・施設への応用」

理学療法士と作業療法士を中心に呼吸リハビリテー
ションの基礎と在宅・施設への応用について、症例
を交えた座学と実技実習を用いて講義した。

14.わかあゆ呼吸ケア勉強会での講義
 　「慢性期呼吸リハビリテーション」

理学療法士と作業療法士を中心とした慢性期リハビ
リテーションに関する評価法と運動療法を中心とし
た研修会で、運動機能に関する評価、呼吸機能に関
する評価と、それらを基にした運動療法等について
講義した。

9.わかあゆ呼吸ケア勉強会での講義
   「慢性期呼吸リハビリテーション」

理学療法士と作業療法士を中心とした慢性期リハビ
リテーションに関する評価法と運動療法を中心とし
た研修会で、参加者は100名程度であった。内容は
運動機能に関する評価、呼吸機能に関する評価と、
それらを基にした運動療法等について講義した。

10.チーム医療CE研究会九州主催、第73回
　　臨床セミナー、呼吸療法Brush-up!
　　～あなたの知識、更新してみませんか
　　～福岡県での講義
　 「呼吸リハビリテーションの基礎」

チーム医療に必要な呼吸リハビリテーションに関す
る基礎知識とチーム医療脳方法などを講義した。

11.わかあゆ呼吸ケア勉強会での講義
   「慢性期呼吸リハビリテーション」

理学療法士と作業療法士を中心とした慢性期リハビ
リテーションに関する評価法と運動療法を中心とし
た研修会で、参加者は120名程度であった。内容は
運動機能に関する評価、呼吸機能に関する評価と、
それらを基にした運動療法等について講義した。

7.わかあゆ呼吸ケア勉強会での講義
   「慢性期呼吸リハビリテーションの評価」

理学療法士と作業療法士を中心とした慢性期リハビ
リテーションに関する評価法の研修会を実施した。
内容は運動機能に関する評価、呼吸機能に関する評
価、日常生活動作や健康関連生活の質の評価などを
講義した。

8.わかあゆ呼吸ケア勉強会での講義 
   「慢性呼吸器疾患の呼吸リハビリテーション
  　 の実際」

理学療法士と作業療法士を中心とした慢性呼吸器疾
患の呼吸リハビリテーションに関する研修会を実施
した。参加者は140名程度で、内容は運動療法、日
常生活動作に関することを中心に講義した。
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平成29年11月26日

平成30年7月22日

【研修活動】

平成19年9月1日
～

平成20年3月31日

令和元年5月30日
～

現在に至る

平成22年1月

平成23年2月

平成24年9月

平成24年9月

平成27年10月

【研究活動】

3.第2回日本ヘルスプロモーション理学療法
学会（佐賀県）学会長賞受賞

第2回日本ヘルスプロモーション理学療法学会
「COPD患者の歩行距離低下に与える身体機能的影響
因子の抽出と外出制限に関する研究」

4.第4回日本ヘルスプロモーション理学療法
学会（京都府）学会長賞受賞

第2回日本ヘルスプロモーション理学療法学会
「COPD患者の歩行距離低下に与える身体機能的影響
因子の抽出と外出制限に関する研究」

5.第5回日本ヘルスプロモーション理学療法
学会（佐賀県）学会長賞受賞

第5回日本ヘルスプロモーション理学療法学会
「下肢荷重力測定における日常生活動作自立度判定
の基準訪問リハビリテーション利用者での検証」

【受賞】

1.第18回佐賀県理学療法士会学会 優秀賞 第18回佐賀県理学療法士会学会
「COPD患者におけるBODE indexを用いた身体機能と
ADLの関係についての検証」

2.第19回佐賀県理学療法士会学会 優秀賞 第19回佐賀県理学療法士会学会
「Update BODE indexと身体機能評価の関係」

５　その他

1.長崎呼吸器リハビリクリニックでの研修 毎週木曜日に長崎呼吸器リハビリクリニックにて、
呼吸リハビリテーションの研修を受けた。主に呼吸
リハビリテーション評価方法（フィジカルアセスメ
ント、画像診断、呼吸機能検査、6分間歩行距離テ
スト、漸増シャトルウォーキングテストなど）、治
療方法（全身持久力トレーニング指導、呼吸介助、
薬物療法、栄養療法など）などを研修した。

2.大阪国際がんセンターでの研修 毎週金曜日に大阪国際がんセンターにて、がんリハ
ビリテーションの研修を受け、特別研究員として評
価・治療に関わる知識、技術を学んでいる。

16.石川県臨床工学技士会　第11回呼吸療法
セミナー
「テーマ：ベッドサイドで活かす呼吸療法」
での講義「チームとして取り組む呼吸
リハビリテーション」

看護師を中心としたコメディカルに対して、急性期
から慢性期にかけての呼吸リハビリテーションに関
する講義を実施した。参加者は100名程度であっ
た。

17.鳥取県臨床工学技士会　第7回鳥取県呼吸療法
セミナー
「テーマ：チームで学ぶ！呼吸ケア！」
での講義「急性期から慢性期にかけたCOPD患
者に対する呼吸リハビリテーション」

看護師、理学療法士、臨床工学技士を中心としたコ
メディカルに対して、急性期から慢性期にかけての
呼吸リハビリテーションに関する講義を実施した。
参加者は222名であった。
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平成25年4月1日
～

平成27年3月31日

平成28年4月1日
～

平成29年3月31日

平成29年4月1日
～

現在に至る

平成24年4月1日
～

平成28年3月31日

平成28年4月1日
～

平成31年3月31日

2.大和大学保健医療学部総合リハビリ
テーション学科理学療法学専攻にお
ける教育実績

大学設置・学校法人審議会の教員組織審査を受け、
専任講師として勤務する。担当科目は、呼吸・循環
障害理学療法学、呼吸・循環障害理学療法学演習、
内部障害理学療法学、内部障害理学療法学演習、地
域理学療法、健康科学概論である。平成28年度は2
期生の副クラスアドバイザーとして、平成29年は4
学年すべての副クラスアドバイザーとして学生指導
等を日々行うとともに、国家試験対策および広報活
動の責任者として業務に携わり、成績下位学生への
個別指導およびグループワークにおける助言と監督
業務を行っている。また、2か月に1回開催される吹
田市片山地区の地域ケア会議に参加し、地域におけ
る事案について協議している。

3.科学研究助成費 若手研究Ｂ
（代表者 阿波邦彦：17K17456）

研究代表者として「術後の健康関連QOLの早期回復
を目的とした肺がん患者教育プログラムの開発」に
従事している。助成額：4,160千円 (直接経費 : 
3,200千円、間接経費 : 960千円)

【教育実績】

1.京都橘大学健康科学部理学療法学科に
おける教育実績

大学設置・学校法人審議会の教員組織審査を受け、
専任助教として勤務する。担当科目は、内部障害系
理学療法学基礎演習、内部障害系理学療法学応用演
習であった。実務としては、理学療法学実習におけ
る巡回指導および実習先との連絡・調整業務、理学
療法学科運営に関する業務、各種行事への参加、調
査活動、広報活動、入試関連業務等に従事し、特に
ヘルスプロモーションコースに在籍していたため、
野洲市や山科市での調査測定で学生とともに身体能
力調査を行い、学生へ調査方法の指導、スケジュー
ル管理、機器・機材運搬等を行った。ホームルーム
や学生が主体となっている学生学会の臨床評価研究
会にて、アドバイザーとして、学生学会の一員とし
て参加していた。また、例年行われている『全国私
立大学FD研修会（浜松）』に参加し、FDについて学
ぶ。一方、京都・滋賀を中心とした呼吸リハビリ
テーションを学ぶ会「わかあゆ呼吸ケア勉強会」を
つくり、その事務局として運営に関わっている。

1.科学研究助成費 若手研究Ｂ
（代表者 阿波邦彦：25750240）

研究代表者として「健康関連QOLに着目した、新た
な肺がん葉切除術前後のがんリハビリテーションの
開発」に従事した。助成額：4,290千円 (直接経費 
: 3,300千円、間接経費 : 990千円)

2.大阪ガス研究助成（代表者 阿波邦彦） 研究代表者として「高齢肺がん患者の術前後におけ
る呼吸代謝能評価スケールの開発」に従事した。助
成額：700千円
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平成31年4月1日
～

現在に至る

年月日

平成16年4月26日

平成22年1月1日

平成22年3月24日

平成25年4月1日

（5）博士（保健学） 平成30年3月31日

平成16年4月1日
～

平成19年8月31日

1.春陽会うえむら病院理学療法士 リハビリテーション科に勤務。
主に脳血管疾患、パーキンソン病などの特殊疾患、
大腿骨頸部骨折術後、変形性関節症疾患を有する患
者に対する理学療法、他部署とのカンファランス業
務を中心に業務をしていた。特に循環器を中心に診
療する病院であったため、循環器疾患をベースとす
る患者が多く、リスク管理、症状・病状の変化に十
分に注意を払って理学療法を実施していた。家屋調
査や訪問リハビリテーションを積極的に導入し、平
成18年7月からは週3日午後から2～3件ほどの訪問リ
ハビリテーション業務を行った。その際、担当者会
議や訪問リハビリテーション会議などに参加を積極
的に行った。また、地域における介護予防事業での
転倒予防、筋力増強の講習会などで講師として参加
し、年間2回程度定期的に行った。

特記事項なし

３　実務の経験を有する者についての特記事項

（3）修士（医科学） 佐賀大学第72号

（4）呼吸ケア指導士 第213313号

大阪府立大学第27号

２　特許等

１　資格，免許

（1）理学療法士資格 第46765号

（2）3学会合同呼吸療法認定士 第100732号

3.奈良学園大学保健医療学部リハビリ
テーション学科理学療法学専攻にお
ける教育実績

大学設置・学校法人審議会の教員組織審査を受け、
専任准教授として勤務する。担当科目は、基礎ゼミ
Ⅱ、人体機能学Ⅱ、人体生理機能実習、運動学Ⅱ、
臨床運動学、理学療法研究法、客観的臨床能力演
習、理学療法卒業研究、内部障害評価法、早期体験
実習、地域理学療法実習、理学療法評価実習、総合
臨床実習Ⅰ、総合臨床実習Ⅱである。平成31年度は
1期生のクラスアドバイザーとして学生指導等を
日々行っている。大学管理運営においては、キャリ
アセンター運営委員会、学生生活WG委員会に所属し
ている。

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

事項 概 要
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平成19年9月1日
～

平成24年3月31日

平成21年4月
～

平成22年4月

平成24年4月1日
～

平成28年3月31日

4.京都橘大学健康科学部理学療法学科 助教 担当科目は、内部障害系理学療法学基礎演習、内部
障害系理学療法学応用演習であり、実技をともなう
科目やその他の科目の補助として講義に参加する。
ホームルームや学生が主体となっている学生学会の
臨床評価研究会にて、アドバイザーとして、学生学
会の一員として参加している。また、例年行われて
いる『全国私立大学FD研修会（浜松）』に参加し、
FDについて学ぶ。また、京都・滋賀を中心とした呼
吸リハビリテーションを学ぶ会「わかあゆ呼吸ケア
勉強会」をつくり、その事務局として運営に関わっ
ている。また、平成25年度4月から平成28年3月ま
で、科学研究助成費「課題名：健康関連QOLに着目
した、新たな肺がん葉切除術前後のがんリハビリ
テーションの開発」に携わった。

2.敬天堂古賀病院理学療法士 リハビリテーション部開設および勤務。
入職時はリハビリテーション機能がなく、リハビリ
テーション部責任者として平成19年9月にリハビリ
テーション部を立ち上げた。入職当初は開設業務を
行いながら理学療法を実施、平成19年9月から平成
20年3月末まで長崎呼吸器リハビリクリニックにて
週1日の頻度で研修させてもらった。また、開設2年
時は新人が入職、理学療法士2人となり、後進の指
導を中心に行った。主に呼吸器疾患、運動器疾患を
有する患者に対する理学療法、他部署とのカンファ
ランス業務、リハビリテーション部の管理業務、新
人職員の教育、実習生指導を中心に業務をした。特
に呼吸器疾患を中心に診療する病院であるため、呼
吸器疾患に対する理学療法を実施し、専門的な知
識・技術を習得するため学会活動、研修会活動を積
極的に行っていた。リハビリテーション対象者の5
割超が呼吸器疾患であり、専門的な呼吸リハビリ
テーション評価を行い、客観的な運動処方を行い、
定期的な評価を実践していた。また、リハビリテー
ション部責任者として、運営会議、病院機能評価委
員会、広報・地域連携委員会、医療安全委員会リス
ク部会、教育委員会、リハビリテーション検討会、
療法病棟検討会などに参加し、病院の運営方針、事
業計画に介入していた。院内活動では呼吸ケアに関
わる講義など院内研修活動に従事していた。院外活
動では活動地域における呼吸器疾患に関するリハビ
リテーションの啓発活動、佐賀包括的呼吸リハビリ
テーション研修会の事務局を行いつつ、地域行事な
どへ参加し広報活動を行った。

3.地域における肺機能検診 地域の行事（江北町馬頭観音祭り）において、健康
相談ブースの設置、無料の肺機能検査などを実施
し、地域における呼吸器関連、リハビリテーション
関連の相談、呼吸器疾患の早期発見事業に取り組ん
だ。
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平成28年4月1日
～

平成31年3月31日

平成31年4月1日
～

現在に至る

著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

（著書）

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

４　その他

特記事項なし

5.大和大学保健医療学部総合リハビリテー
　ション学科理学療法専攻 講師

担当科目は、呼吸・循環障害理学療法学、呼吸・循
環障害理学療法学演習、内部障害理学療法学、内部
障害理学療法学演習、地域理学療法学、健康科学概
論である。加えて、実技をともなう科目やその他の
科目の補助として講義に参加する。平成28年度は2
期生の副クラスアドバイザーとして、平成29年は4
学年の副クラスアドバイザーとして学生指導等を
日々行うとともに、国家試験対策および広報活動の
責任者として業務に携わっている。また、2か月に1
回開催される吹田市片山地区の地域ケア会議に参加
し、地域における事案について協議している。

6.奈良学園大学保健医療学部リハビリ
　テーション学科理学療法学専攻にお
　ける教育実績

大学設置・学校法人審議会の教員組織審査を受け、
専任准教授として勤務する。担当科目は、基礎ゼミ
Ⅱ、人体機能学Ⅱ、人体生理機能実習、運動学Ⅱ、
臨床運動学、理学療法研究法、客観的臨床能力演
習、理学療法卒業研究、内部障害評価法、早期体験
実習、地域理学療法実習、理学療法評価実習、総合
臨床実習Ⅰ、総合臨床実習Ⅱである。平成31年度は
1期生のクラスアドバイザーとして学生指導等を
日々行っている。大学管理運営においては、キャリ
アセンター運営委員会、学生生活WG委員会に所属し
ている。
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1．『PT・ATビジュアルテ
キスト内部障害理学療法
学』

共著 平成28年12月 本書は学生がイメージしやすいよう多数の
図表を掲載し、「目で見てわかる」かつ
「実践的な」理解が進めやすいことを目的
に企画された書籍である。その中で、「第5
章　呼吸器疾患・呼吸障害の理学療法、肺
がんを含む胸部外科手術前後、症状・障害
の理解、理学療法の理論と実際」を担当
し、症状・障害、理学療法の実際について
科学的根拠と治療のポイントなどを絞って
解説した。
B5版　全333頁

編者：松尾善美
共著者：角田晃啓、松尾善美、椿淳裕、高
橋祐介、山科吉弘、関川清一、田畑稔、平
野康之、泉唯史、高瀬広詩、堀江淳、柳澤
幸夫、阿波邦彦、石井光昭、堀竜次、笹沼
直樹、森田恵美子、河野健一、井坂昌明、
永嶋道浩

本人担当部分：「第5章　呼吸器疾患・呼吸
障害の理学療法、肺がんを含む胸部外科手
術前後、症状・障害の理解、理学療法の理
論と実際」（p224～231）
肺がん周術期の理学療法に焦点を当て、周
術期における症状や各合併症、障害につい
て説明し、それらに対する理学療法の理論
と治療方法に関する実践的な内容について
解説した。

2．『PT・OT入門 イラス
トでわかる内部障害』

共著 令和元年1月 本書は理学療法士・作業療法士養成校の学
生に合った内容で、「わかりやすい」・
「興味が持てる」・「ポイントを絞った」
を目標に企画された書籍である。その中
で、「第2章　呼吸器疾患-知識・検査デー
タ・治療-、エッセンス、治療」を担当し、
呼吸器疾患の病態・症状について科学的根
拠と治療のポイントなどを絞って解説し
た。
B5版　全337頁

監修者：上杉雅之
編集者：堀江淳
共著者：堀江淳、阿波邦彦、江越正次郎、
田平一行、野崎忠幸、木村智子、小川真
人、北村匡大、下雅意崇享、笠原酉介、井
澤和大、野村卓生、河野健一、河辺信秀、
渡部祥輝、音部雄平、平野康之、堀田千
春、堀田一樹、平木幸治、加藤祐司、鈴木
昌幸、池田聖児、島雅晴、島崎寛将、谷口
小百合、井出宏、森尾裕志

本人担当部分：「第2章　呼吸器疾患-知
識・検査データ・治療-、エッセンス、治
療」（p.19～26）
呼吸器疾患の病態・症状について説明し、
その治療方法に関する実践的な内容につい
て解説した。

羊土社
全333頁

医歯薬出版株式会社
全337頁
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3．『PT・OT入門 イラス
トでわかる理学療法概
論』

共著 令和元年3月 本書は理学療法士・作業療法士養成校の学
生に合った内容で、「わかりやすい」・
「興味が持てる」・「ポイントを絞った」
を目標に企画された書籍である。その中
で、「第15章　内部障害系理学療法（COPD
の症例）、エッセンス、内部障害とは、増
加している内部障害者、高齢化と内部障害
そして重複障害、内部障害とリハビリテー
ション対象患者、慢性閉塞性肺疾患とは、
COPDの病態、全身併存症と肺合併症、COPD
の問題点、呼吸リハビリテーション、症例
検討、確認してみよう！・解答」を担当
し、内部障害の概要、COPDの病態と治療、
呼吸リハビリテーションについて解説し
た。
B5版　全337頁

監修者：上杉雅之
共著者：秋月千典、阿波邦彦、安彦鉄平、
今井章人、岩瀬弘明、岡村和典、金井秀
作、神里巌、小柴武、木下めぐみ、甲田宗
嗣、菅原仁、武内孝祐、永井宏達、中越竜
馬、中西亮介、成瀬進、西守隆、山野薫、
山本克己、吉田一正、吉田勇一
本人担当部分：「第15章　内部障害系理学
療法（COPDの症例）、エッセンス、内部障
害とは、増加している内部障害者、高齢化
と内部障害そして重複障害、内部障害とリ
ハビリテーション対象患者、慢性閉塞性肺
疾患とは、COPDの病態、全身併存症と肺合
併症、COPDの問題点、呼吸リハビリテー
ション、症例検討、確認してみよう！・解
答」（p.263～282）
内部障害の概要、COPDの病態と治療につい
て説明し、呼吸リハビリテーションの理論
と治療方法に関する実践的な内容について
解説した。

（学術論文）

1．酸素カートの異なる運
搬条件が6分間歩行距離テ
ストに及ぼす影響
（査読付）

共著 平成22年3月 本研究は、6分間歩行距離テスト（以下、
6MWT）において酸素カートの異なる運搬条
件（自己牽引・他者運搬）が最大歩行距離
と生理学的変化、自覚症状の変化に及ぼす
影響を検証することである。対象はCOPD患
者16例（在宅酸素療法群8例、対照群8例）
とした。6MWTは対照群では自己牽引よりも
他者運搬の方が有意に高値であった。した
がって、6MWTは酸素カートの運搬条件の違
いが最大歩行距離に影響すると示唆され
た。
本人担当分：筆頭著者として報告した。
共著者：阿波邦彦、堤恵理子、堀江淳、白
仁田秀一、山田穂積、古賀義行、堀川悦夫

西九州リハビリテーショ
ン研究
第3号
pp.17～22

医歯薬出版株式会社
全337頁
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2．慢性閉塞性肺疾患患者
における多次元重症度指
数（BODE index）の有用
性の研究
（修士論文）

単著 平成22年3月 COPDは全身性疾患であり、運動耐容能の低
下を呈している。Celliらによって発表され
た多次元重症度を評価するBODE indexは
GOLD病期分類よりCOPDを機能的に評価でき
る。そこで、COPD患者の身体機能とBODE 
indexとGOLD病期分類との関係を検討した。
GOLD病期分類は実際の症状よりも軽症に評
価してしまう可能性が示唆され、BODE 
indexは身体機能を含め総合的な評価となり
うると考えられた。（全23頁）

3．慢性閉塞性肺疾患患者
における30秒椅子立ち上
がりテストの運動耐容能
評価法としての可能性
 （査読付）

共著 平成22年10月 30秒椅子立ち上がりテストがCOPD患者の運
動耐容能評価として応用できるかCOPD患者
27例を対象に検証した。CS-30はpeak 
VO2predとの間に精度の高い回帰式が得られ
た。このことから、CS-30は運動耐容能評価
法として臨床応用の可能性を有しているの
ではないかと考えられた。
本人担当分：データ収集、分析、考察を担
当。
共著者：髙川晃敏、堀江淳、阿波邦彦、畠
中耕志、白仁田秀一、畠中章吾、髙折和男

4．男性慢性閉塞性肺疾患
患者の病期におけるバラ
ンス能力の差異に関する
検討
（査読付）

共著 平成23年4月 COPD患者のバランス能力と身体機能、身体
能力の関係、GOLD病期間のバランス能力の
差を検証することを目的とした。男性COPD
患者31例のTUGは身体機能、身体能力と有意
な相関が認められ、外周面積、総軌跡長は
身体能力と有意な相関が認められた。GOLD 
最重症ではバランス能力の低下が起こり始
める可能性が高くなることが示唆された。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：堀江淳、阿波邦彦、今泉裕次郎、
市丸勝昭、直塚博行、白仁田秀一、田中将
英、林真一郎、堀川悦夫

5．A Comparison of the 
BODE Index and the GOLD 
Stage  Classification of 
COPD Patients in the 
Evaluation of  Physical 
Ability
（COPD患者の身体能力評
価におけるBODE指数と
GOLD分類の比較）
（査読付）

共著 平成23年6月 COPD患者におけるBODE indexと身体機能、
身体能力の関係、BODE indexとGOLD病期分
類の関係、BODE indexの軽症群と重症群と
の身体機能、身体能力の比較を検証するこ
とを目的とした。COPD患者48例のBODE 
indexは身体機能、身体能力と有意な相関が
認められ、GOLD病期分類は実際の症状より
も軽症と判断されることが示唆された。こ
れらにより、BODE indexはGOLD重症度分類
よりもCOPDの身体機能を含め総合的な評価
となりうると考えられた。
本人担当分：データ収集、統計処理、考察
などを担当。
共著者：Anami Kunihiko、Horie Jun、
Shiranita Shuichi、Imaizumi Yujiro、Ichimaru 
Katsuaki、Naotsuka Hiroyuki、Yamada 
Hozumi、Koga Yoshiyuki、Horikawa Etsuo

Journal of Physical Therapy 
Science  Vol．23 No．3 
第23巻第3号
pp.437～441

佐賀大学

日本呼吸ケア・リハビリ
テーション学会誌
第20巻第2号
pp.156～159

理学療法科学　26巻2号
pp.215～219
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6. 慢性閉塞性肺疾患患者
のBODE indexの重症度別
におけるTimed up and go 
testの比較
（査読付）

共著 平成23年11月 COPD患者のTimed up and go testと身体機
能、身体能力の関係およびBODE indexの重
症度分類に分けてTUGの差を検証することを
目的とした。COPD患者48例が対象であっ
た。TUGと各身体機能は相関化関係を認め、
TUGはBODE indeの軽症群より重症群に低下
が認められた。COPD患者は重症化するとTUG
は低下し、転倒への危険性が増えることが
示唆された。
本人担当分：データ収集、分析、考察を担
当。
共著者：阿波邦彦、堀江淳、白仁田秀一、
今泉裕次郎、市丸勝昭、直塚博行、山田穂
積、古賀義行、堀川悦夫

7．慢性閉塞性肺疾患患者
の肥満が身体機能、身体
能力に及ぼす影響に関す
る検証
（査読付）

共著 平成24年2月 研究はCOPD患者の栄養状態をBMIから「痩
せ」「標準」「肥満」と分類し、運動機
能、運動能力が如何に影響を及ぼしている
か検討した。その結果、COPD患者にとって
「肥満」は、必ずしも否定される状態では
なく、むしろ肯定すべき状態である可能性
が示唆された。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：堀江淳、林真一郎、田中将英、阿
波邦彦、堀川悦夫

8．COPD患者の重症度別5m
最速歩行時間測定の意義
の検討
（査読付）

共著 平成24年2月 本研究は、COPD患者の瞬間的歩行能力とし
て5m最速歩行時間が有用な指標となり得る
か検討した。結果、運動耐容能評価精度向
上のために瞬発的歩行能力測定を組み合わ
せることは、有用であることが示唆され
た。
本人担当分：データ収集、分析を担当。
共著者：栁原加奈子、堀江淳、阿波邦彦、
村田伸

9．COPD患者の歩行距離低
下に与える影響因子の抽
出と外出制限に関する研
究
（査読付）

共著 平成24年10月 本研究の目的は、COPD患者の外出制限の一
指標である歩行距離低下の影響因子を抽出
し、そのカットオフ値を算出することであ
る。その結果、COPD患者の外出制限に影響
を及ぼす因子はmMRC息切れスケールと膝伸
展筋力であった。そのカットオフ値は、
mMRCがGrade2、膝伸展筋力は53.6%であっ
た。
本人担当分：データ収集、分析、考察を担
当。
共著者：阿波邦彦、堀江淳、村田伸、林真
一郎、田中将英、堀川悦夫、山田穂積、古
賀義行

10．慢性閉塞性肺疾患患
者の6分間歩行距離の違い
における身体特性の比較
（査読付）

共著 平成24年10月 慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者の6分間歩行距
離(6MWD)の違いにおける身体特性を比較し
た。対象は安定期COPD患者76名とした。
COPD患者における6MWDは、呼吸機能、筋
力、身体能力、ADL能力、健康関連QOLを反
映した。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：江越正次朗、堀江淳、阿波邦彦、
今泉裕次郎、市丸勝昭、直塚博行、白仁田
秀一、上田真智子、田中将英、林真一郎
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11. 30秒間椅子立ち上が
りテストは慢性閉塞性肺
疾患患者の運動耐容能を
反映するか?
（査読付）

共著 平成24年10月 慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者に対して、
30秒間椅子立ち上がりテスト（CS-30）が運
動耐容能評価法として応用できるかを検証
した。対象はCOPD患者137例で、6MW peak 
VO2 pred=0.38×CS-30+4.42（R2=0.53）、
ISWT peak VO2 pred=0.64×CS-30+1.85
（R2=0.59）の有意な回帰式が得られた。
CS-30の影響因子は、ISWT peak VO2 pred、
TUGであった。CS-30は、在宅や狭小な施設
において、客観的に運動耐容能が評価でき
る可能性が示唆された。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：白仁田秀一、堀江淳、直塚博行、
髙川晃敏、阿波邦彦、今泉潤紀、田中将
英、渡辺尚、林真一郎

12．高齢患者の最速歩行
と最大低速歩行に及ぼす
下肢筋の貢献度 －大腿四
頭筋筋力と足把持力に着
目して－
（査読付）

共著 平成25年1月 本研究の目的は、高齢入院患者を対象に、
異なる歩行速度における下肢筋力の貢献度
を明らかにすることである。足把持力は最
大低速歩行時の姿勢の安定化に関与してい
る可能性が示された。一方、大腿四頭筋筋
力は、身体を前方へ進める推進力としての
役割が大きいことが推察された。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：岩瀬弘明、村田伸、阿波邦彦、松
尾奈々、山﨑康平、米山智彦、小松直正、
重田裕子、窓場勝之

13．地域活動に参加して
いる地域住民の閉塞性換
気障害調査とCOPDスク
リーニングテストの関係
－Eleven-Item Pre- 
Interview　Questionnaire
（11-Q）、IPAGによる
COPD質問票（IPAG質問
票）と呼吸機能検査を用
いて－
（査読付）

共著 平成25年2月 本調査の目的は、呼吸機能検査、11-Qと
IPAG質問票を地域祭事に参加している地域
住民に実施し、閉塞性換気障害を疑う対象
がいないか調査することである。結果、閉
塞性換気障害疑いは4名（11．8%）であっ
た。今回の調査から、地域祭事参加者に1割
強ほどの閉塞性換気障害を疑う人たちがい
ることが分かった。
本人担当分：データ収集、分析、考察を担
当。
共著者：阿波邦彦、堀江淳、堀川悦夫、白
仁田秀一、村田伸、池田秀俊、山田穂積、
古賀義行

14. 疾患に関係なく簡便
に評価できる下肢機能評
価法の検討－座位での下
肢荷重力測定法に関して
－
 （査読付）

共著 平成25年2月 本研究の目的は、様々な疾患を有する対象
に、下肢荷重力測定法が下肢機能を反映す
る有用な評価法となるか否かについて検討
することである。結果、入院中の回復過程
にあり、様々な疾患を有する患者を対象と
した場合、下肢荷重力測定法は下肢機能を
反映する有用な評価法とは成り得ない可能
性が示された。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：岩瀬弘明、村田伸、阿波邦彦、松
尾奈々、下平佳代、渡邉俊行、廣瀨智理、
舩田雅之、原由香利、窓場勝之、宮原洋八
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15．疾患に関係なく簡便
に評価できる下肢機能評
価法の検討－虚弱高齢者
用10秒
椅子立ち上がりテスト
（Frail CS-10）を用いて
－
（査読付）

共著 平成25年2月 様々な疾患を有する入院患者を対象に、虚
弱高齢者 10秒椅子立ち上がりテスト
（Frail CS-10）が下肢機能を反映する有用
な評価法であるか否かについて検討した。
結果、Frail CS-10 は男女ともにほぼ全て
の評価項目と有意な相関あるいは、有意な
相関を示す傾向が認められた。Frail CS-10 
は疾患を統一せずに様々な疾患を有する患
者を対象としても、下肢機能を反映する有
用で簡便な評価法であることが示唆され
た。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：岩瀬弘明、村田伸、阿波邦彦、松
尾奈々、佐藤光美、原田純、今西和也、福
永恵子、窓場勝之

16．高齢患者の歩行パラ
メーターと下肢筋力およ
びADL能力との関連 －最
速歩行と最大低速歩行時
の比較－
（査読付）

共著 平成25年6月 高齢入院忠者を対象に、最速歩行と最大低
速歩行の歩行パラメーターを洪1定し、条件
別に下肢筋カおよびADL能力との関係を明ら
かにすることを目的とした。結果、最速歩
行時において、歩行パラメーターはFIM-M
と、最大低速歩行時において、歩行パラ
メーターはFrail CS-10との間に有意な相関
を示した。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：岩瀬弘明、村田伸、阿波邦彦、松
尾奈々、米山智彦、山﨑康平、小松直正、
重田裕子、窓場勝之

17．慢性閉塞性肺疾患患
者の抑うつに関わる因子
の検討
（査読付）

共著 平成25年7月 本研究の目的は、COPD患者における抑うつ
状態に影響を及ぼす規定因子を不安尺度、
身体機能、日常生活動作などの観点から検
討することとした。対象は、COPD患者21名
であった。主要項目は、抑うつ自己評価尺
度（Self-rating Depression Scale；SDS）
とした。結果、SDSに影響を与える項目は、
STAI特性と30秒椅子立ち上がりテストで
あった。COPD患者における抑うつ状態は、
不安感や下肢機能の低下が影響することが
示唆された。これにより、チームアプロー
チが抑うつ状態を予防できる可能性を示唆
した。
本人担当分：データ収集、分析、考察を担
当。
共著者：阿波邦彦、堀江淳、白仁田秀一、
北島麻美、宮副孝茂、林真一郎

18．COPD患者の予後予測
評価であるupdated BODE 
indexとADO indexは健康
関連QOLに影響している
か？
（査読付）

共著 平成25年9月 本研究の目的は、COPD患者の予後予測評価
であるupdated BODE indexとADO indexが健
康関連QOLの指標であるSGRQに影響している
か検証することである。updated BODE 
indexは、ADO indexよりも健康関連QOLに影
響することが示唆された。
本人担当分：データ収集、分析、考察を担
当。
共著者：阿波邦彦、堀江淳、村田伸、林真
一郎、田中将英、堀川悦夫
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19．立位から背臥位まで
の臥床パターンの分類と
身体機能の特徴
（査読付）

共著 平成25年9月 地域在住の女性高齢者143名を対象に、立位
から仰臥のパターンを類型化し、各動作パ
ターン別に身体機能を比較し、仰臥パター
ンに影響を及ぼす要因を明らかにするため
に調査を行った。立位からの臥床パターン
は、体格や動的バランス能力に影響を受け
る可能性が示唆された。
本人担当分：分析、考察を担当。
共著者：岩瀬弘明、村田伸、宮崎純弥、大
田尾浩、堀江淳、阿波邦彦

20．男性間質性肺炎患者
におけるCS-30と運動能力
との関係
（査読付）

共著 平成25年12月 本研究の目的は、慢性閉塞性肺疾患患者に
おける抑うつ状態に影響を及ぼす規定因子
を不安尺度、身体機能、日常生活動作など
の観点から検討することとした。COPD患者
における抑うつ状態は、不安感や下肢機能
の低下が影響することが示唆された。これ
により、チームアプローチが抑うつ状態を
予防できる可能性を示唆した。
本人担当分：データ収集、分析、考察を担
当。
共著者：阿波邦彦、堀江淳、上田真智子、
白仁田秀一、田中将英、林真一郎

21．非呼吸器疾患にて
　理学療法を実施して
　いる症例の呼吸機能
　に関する調査
   （査読付）

共著 平成26年3月 呼吸器疾患以外で理学療法を施行している
26名（男7名、女19名、中央値72.0歳）を対
象に、呼吸機能に関する調査を行った。結
果、呼吸・換気障害疑いと判定されたのは5
名で、1秒率70%未満の閉塞性換気障害疑い
が1名（男）、%肺活量80%未満の拘束性換気
障害疑いが4名（女）であり、身体能力や精
神機能との関連は認めなかった。
本人担当分：リクルート、データ収集、分
析、考察を担当。
共著者：堀江淳、阿波邦彦、今西和也、窓
場勝之、中川法一、宮崎純弥、阪本良太、
西川明子、森實徹、高橋健太郎、富田素子

22．地域在住男性高齢
　者のブリッジ力と立
　位バランスならびに
　筋力との関連
   （査読付）

共著 平成26年3月 本研究では、ブリッジ力測定法の有用性に
ついて、地域在住男性高齢者32名に対し、
ブリッジ力と各種身体機能評価との関連性
から検討した。結果、ブリッジ力と膝伸展
筋力、FRT、片脚立位保持時間との間に有意
な相関が認められた。さらに、ブリッジ力
へ影響を及ぼす因子として、膝伸展筋力と
FRTが抽出された。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：政所和也、村田伸、宮崎純弥、堀
江淳、阿波邦彦、上城憲司
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23．最重症COPD患者に
　対する運動療法中に
　おけるモニター心電
　図検査の取り組み
  （査読付）

共著 平成26年9月 運動負荷後に上室性期外収縮2連発が出現し
た最重症COPD患者に対し、運動療法実施時
にモニター心電図を検査しながら負荷量を
調節した。モニター心電図で循環動態を確
認しながらの運動療法は、リスク管理や運
動プログラムの作成、効果判定に有用であ
ると考えられる。
本人担当分：考察指導を担当。
共著者：松本雄次、阿波邦彦、宮副孝茂、
財津和希、北島麻美、手島由美子、山田穂
積、古賀義行

24．慢性呼吸不全患者の
ADL指導
（査読付）

共著 平成26年10月 慢性呼吸不全患者に対する作業療法士によ
るADL、IADLの獲得に向けた指導や援助は、
呼吸リハにおける直近の課題である。そこ
で実践報告を踏まえ、ADLにおけるモニタリ
ングや動作指導の基本、指導上の留意点に
ついて報告した。
本人担当分：文章構成および内容指導を担
当。
共著者：野﨑忠幸、阿波邦彦、堀江淳、林
真一郎、堀川悦夫

25．運動負荷後における
循環応答の経時的変化
（査読付）

共著 平成27年4月 安静時の血圧や脈拍を測定する際の適切な
安静時間を明らかにするため、健常者27名
に対し、30秒椅子立ち上がりテスト後の脈
拍や血圧の変化を終了直後から30秒ごとに5
分間計測した。その繕果、血圧や脈拍の測
定において、開始前の安静時間を設定する
際は個々の変動パターンに合わせて安静時
間を設定する必要性が示唆された。
本人担当分：データ収集、分析を担当。
共著者：小西佑磨、村田伸、窓場勝之、阪
本昌志、杉森信吾、山川瑠奈、白岩加代
子、安彦鉄平、阿波邦彦、堀江淳

26．虚弱高齢者を対象と
した腹筋トレーニングを
含む通所リハビリテー
ションの効果
（査読付）

共著 平成27年4月 虚弱高齢者20名に対する腹筋トレーニング
を含んだ6ヵ月間の通所リハビリテーション
の効果を検証した。結果、FIM-M、片脚立位
時間、5m最速歩行速度に交互作用が認めら
れ、片脚立脚時間と5m最速歩行速度は介入
群が有意な向上を認めた。一方で、FIM-Mは
対照群が有意な低下を認めた。
本人担当分：データ収集、分析、考察を担
当。
共著者：阿波邦彦、北村智哉、堀江淳、伊
藤健一
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27．登山による大腿四頭
筋の筋力および筋活動量
の変化
（査読付）

共著 平成27年7月 本研究の目的は、登山前後における大腿四
頭筋の筋疲労について、筋力および筋活動
量を用いて検討することである。対象は健
常成人15名であった。登山後に大腿四頭
筋、特に内側広筋と外側広筋に筋疲労が生
じる可能性が示された。
本人担当分：データ測定を担当。
共著者：桐野耕太、安彦鉄平、川添里菜、
小澤美奈、和田真紀、白岩加代子、堀江
淳、阿波邦彦、窓場勝之、村田伸

28. 踵なしスリッパの着
用が歩行に及ぼす影響
（査読付）

共著 平成27年9月 本研究の目的は、踵なしスリッパの着用が
歩行に及ぼす影響を明らかにすることであ
る。対象は、健常成人女性14名とした。踵
なしスリッパの着用は、歩幅を狭めるが素
早く1歩を出すことで通常のスリッパと同じ
歩行速度を保ち、大腿直筋および腓腹筋の
筋活動を効果的に高める可能性が示され
た。
本人担当分：分析を担当。
共著者：吉田安香音、村田伸、安彦鉄平、
小澤実奈、小西佑磨、阪本昌志、高橋 萌、
白岩加代子、 窓場勝之、阿波邦彦、堀江
淳、甲斐義浩

29．地域在住高齢者の転
倒要因に関する研究身
体・認知・精神機能の共
分散分析による検討
（査読付）

共著 平成27年9月 地域在住高齢者の転倒と身体・認知・精神
機能との関連性について総合的に明らかに
するために、高齢者345名を対象に、過去1
年間における転倒経験の有無別に身体・認
知・精神機能について、年齢と性別を調整
した共分散分析で比較した。その結果、転
倒の危険因子は数多く報告されているが、
年齢や性を考慮する必要性が示唆された。
本人担当分：分析を担当。
共著者：井上椋太、村田伸、桐野耕太、小
澤実奈、 小西佑磨、白岩加代子、安彦鉄
平、阿波邦彦、窓場勝之、堀江淳

30．地域在住高齢者の参
加サークルの違いによる
身体機能の差異
（査読付）

共著 平成28年1月 地域在住高齢者を対象に身体機能の評価を
行い、参加しているサークルにより身体機
能に差異がみられるのか検討した。年齢と
性別を共変量として解析した結果、上体起
こしの測定項目のみ「いきいき百歳体操」
グループの方が、「マシントレーニング
サークル」グループよりも低い値を示した
（p<0．01）。このことから、「いきいき百
歳体操」グループでは、体幹機能の強化に
関してはさらにトレーニングを追加する必
要性が示唆された。
本人担当分：データ収集、分析を担当。
共著者：白岩加代子、村田伸、安彦鉄平、
阿波邦彦、窓場勝之、堀江淳
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31．最適歩行と最速歩行
中の歩行パラメーターと
下肢筋活動の比較
（査読付）

共著 平成28年1月 最適歩行と最速歩行の歩行パラメーターと
下肢筋活動を比較し、それぞれの特徴を明
らかにするため、健常成人女性15名を対象
に、歩行中の大腿直筋、大腿二頭筋長頭、
前脛骨筋、腓腹筋内側頭の筋活動量を、表
面筋電計を用いて測定した。歩行速度の増
大には、歩行率の増加、立脚期の短縮が大
きく関与し、また筋活動では前方への推進
力としての役割が強い大腿直筋が大きく影
響していることが示唆された。
本人担当分：データ分析を担当。
[執筆者]小澤実奈、村田伸、窓場勝之、小
西佑磨、阪本昌志、高橋萌、吉田安香音、
安彦鉄平、白岩加代子、阿波邦彦、堀江
淳、甲斐義浩

32．後方歩行の歩行パラ
メーターと筋活動の特徴
健常成人を対象とした検
討
（査読付）

共著 平成28年1月 本研究の目的は後方歩行における、歩行パ
ラメーターと筋活動の特徴を明らかにする
ことである。対象は健常成人女性15名と
し、各筋の最大随意収縮を測定後、前方歩
行と後方歩行の2条件で歩行を行った。後方
歩行では距離因子、時間因子の影響により
前方歩行に比べて速度、ケイデンスが低下
することで安定性が高まり、1歩行周期での
筋活動量においても前方歩行と相違が認め
られたことから、後方歩行の運動学的特徴
が明らかとなった。
本人担当分：データ分析を担当。
共著者：阪本昌志、村田伸、小澤実奈、小
西佑磨、高橋萌、吉田安香音、安彦鉄平、
白岩加代子、阿波邦彦、窓場勝之、堀江
淳、甲斐義浩

33．高齢者の主観的な睡
眠状態と身体・認知・精
神機能との関係
（査読付）

共著 平成28年2月 健康支援事業に参加した65歳以上の男女264
名にアンケートと各種評価を行い、主観的
な睡眠状態と身体・認知・精神機能との関
係について統計学的に検討した。主観的な
睡眠状態は「等尺性膝伸展筋力」「SF-8」
と有意な正の相関を示した。また、「主観
的な健康感・満足感」と有意な正の相関を
示し、「主観的な認知症症状」と有意な負
の相関を示した。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：大杉紘徳、村田伸、白岩加代子、
安彦鉄平、阿波邦彦、窓場勝之、堀江淳
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34．閉塞性換気障害と拘
束性換気障害が疑われる
地域在住高齢者の身体機
能の特徴
（査読付）

共著 平成28年4月 地域在住高齢者における閉塞性換気障害と
拘束性換気障害の有症率を明らかにし、正
常群を含む3群間の身体機能を比較検証する
ために、地域在住高齢者128名（年齢75.5 
± 6.1歳）に対し、呼吸機能検査や身体機
能を評価し、換気障害別の各測定項目を比
較した。結果、換気障害の差異で身体機能
に有意差は認めないが、閉塞性換気障害群
は呼吸機能の低下に伴い、筋力が低下する
可能性が示された。
本人担当分：データ収集、データ分析、考
察を担当。
共著者：阿波邦彦、村田伸、岩瀬弘明、政
所和也、八谷瑞紀、久保温子、伊藤健一、
上城憲司、堀江淳

35．地域在住高齢者にお
ける血圧と認知機能との
関係
（査読付）

共著 平成28年6月 本研究では、地域在住高齢者の血圧と認知
機能との関連について、地域在住高齢者286
名を対象に収縮期血圧と拡張期血圧を自動
血圧計により測定し、認知機能をMini-
Mental State Examination（MMSE）で評価
した。結果、非通院群でのみ、収縮期血圧
とMMSEとの間に有意な低い負の相関を認め
た。高齢者において、血圧と認知機能との
関係は高血圧治療における降圧剤の影響を
うけることが推察される。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：大杉紘徳、村田伸、白岩加代子、
安彦鉄平、阿波邦彦、窓場勝之、堀江淳

36．地域在住の前期高齢
女性と後期高齢女　性の
握力および足趾把持力が
身体機能に及ぼす影響
（査読付）

共著 平成28年7月 地域在住高齢女性312名を対象に、前期高齢
者と後期高齢者の2群に分類し、握力および
足趾把持力が身体機能に及ぼす影響につい
て検討した。結果、前期高齢者では足趾把
持力が、後期高齢者では握力が身体機能と
関連しやすいことが示された。
本人担当分：データ収集、考察の助言を担
当。
共著者：二階堂素子、安彦鉄平、阿波邦
彦、足立愛実、井上椋太、山川瑠奈、窓場
勝之、白岩加代子、堀江淳、村田伸

37．軽度認知機能障害に
該当する高齢者の身体機
能・活動能力・精神機能
の特徴
（査読付）

共著 平成28年7月 地域在住高齢者335名を対象に、軽度の認知
機能障害に該当する高齢者と認知機能の低
下を認めない高齢者の身体機能、活動能力
および精神機能を比較し、認知機能に及ぼ
す要因を検討した。軽度の認知機能を呈す
る高齢者では、教育歴、バランス能力およ
び活動能力が低下していることが示され
た。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：山川瑠奈、安彦鉄平、大杉紘徳、
足立愛実、井上椋大、二階堂素子、窓場勝
之、阿波邦彦、白岩加代子、堀江淳、村田
伸

日本早期認知症学会誌
第9巻第1号
pp.41～46

ヘルスプロモーション理
学療法研究
第6巻第2号
pp.53～57

ヘルスプロモーション理
学療法研究
第6巻第2号
pp.59～64

ヘルスプロモーション理
学療法研究
第6巻第1号
pp.17～22

リハ－338



38．活動的な高齢者の5m
最速歩行時間と身体・認
知・精神機能との関連
（査読付）

共著 平成28年9月 女性高齢者351名を対象に、5m最速歩行時間
と下肢筋力や立位バランスなどの身体機能
の他,認知機能や精神機能を含めて調査し
た。重回帰分析の結果、5m最速歩行時間と
独立して関連する因子は、30-second 
chair-stand test,身長,大腿四頭筋筋力,開
眼片脚立位時間,Geriatric Depression 
Scale-5の5項目であった。このことから、
5m最速歩行時間の測定は,活動的な高齢者で
あっても下肢筋力やバランス能力などの身
体機能のみならず、精神機能をも反映する
簡便な指標として使用できる可能性が示さ
れた。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：中嶋大喜、村田伸、飯田康平、井
内敏揮、鈴木景太、中島彩、中村葵、白岩
加代子、安彦鉄平、阿波邦彦、窓場勝之、
堀江淳

39．二重課題が地域在住
高齢者の歩行パラメータ
に及ぼす影響
（査読付）

共著 平成28年9月 本研究の目的は、二重課題が地域在住高齢
者の歩行パラメータに及ぼす影響を明らか
にすることである。方法は女性高齢者35名
を対象に、通常歩行（single-task歩行;ST
歩行）と暗算課題を行いながらの歩行
（dual-task歩行;DT歩行）について、それ
ぞれの歩行パラメータを比較した。DT歩行
中の歩行速度の低下には、歩行率、歩幅、
ストライドの短縮、および立脚時間と両脚
支持時間の増加が影響していること、特に
立脚時間と両脚支持時間の増加が歩行速度
低下に大きく関与していることが示唆され
た。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：飯田康平、村田伸、井内敏揮、鈴
木景太、中島彩、中嶋大喜、中村葵、白岩
加代子、安彦鉄平、阿波邦彦、窓場勝之、
堀江淳

40．ヒールの高さの違い
が歩行パラメータと下肢
筋活動に及ぼす影響
（査読付）

共著 平成28年9月 本研究は健常成人女性14名を対象に、ヒー
ルの高さの違いが歩行パラメータと下肢筋
活動に及ぼす影響について検討した。ヒー
ル高3cm以上で歩行中の立脚時間や遊脚時間
に影響を与えるが、ヒール高3cmまでであれ
ば、歩行速度および歩幅やストライド長に
は影響が少ないことが示唆された。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：中島彩、村田伸、飯田康平、井内
敏揮、鈴木景太、中嶋大喜、中村葵、白岩
加代子、安彦鉄平、阿波邦彦、窓場勝之、
堀江淳
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41．高齢女性における主
観的な認知症症状の有無
による身体・認知・精神
機能の差異
（査読付）

共著 平成28年10月 胸腔鏡下肺葉切除術（VATS）前の身体機能
と健康関連QOLが、退院時にどのように変化
しているかを明らかにするために、測定を
完遂できた33症例の身体機能と健康関連QOL
を評価した。結果、身体機能における6分間
歩行距離は有意に低下し、健康関連QOLでは
身体機能に関するQOLが有意に低下した。特
に身体機能にかかわる健康関連QOLの低下程
度は大きかった。
本人担当分：データ収集、データ分析、考
察の助言を担当。
共著者：大杉紘徳、村田伸、白岩加代子、
安彦鉄平、阿波邦彦、窓場勝之、堀江淳

42．胸腔鏡下肺葉切除術
後患者に対するリハビリ
テーションの短期的検証
（査読付）

共著 平成28年12月 女性高齢者189名に対し、主観的な認知症症
状の自覚の有無で、身体、認知、精神機能
に差異を認めるか否かを前期高齢者と後期
高齢者それぞれに明らかにすることが目的
である。主観的な認知症症状の有無に関わ
る身体、精神機能は、前期高齢者と後期高
齢者では異なる傾向を示すことが明らかと
なった。
本人担当分：データ収集、データ解析、考
察を担当。
共著者：平山善康、太田垣あゆみ、瀬崎萌
恵、出見世真人、佃陽一、田中宇大、小池
初慧、山下直己、阿波邦彦、内藤紘一、堀
江淳

43．高齢者用歩行評価法
「バランス歩行テスト」
の開発
（査読付）

共著 平成29年2月 歩隔を制限しながら超低速で歩行する『バ
ランス歩行テスト』を考案し、その妥当性
について一般高齢者258名を対象に検討し
た。結果、本テストは再現性が高く、他の
身体機能や認知機能との相関も認められた
ことから妥当性があると考えられた。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：村田伸、甲斐義浩、安彦鉄平、岩
瀬弘明、白岩加代子、窓場勝之、阿波邦
彦、大杉紘徳、堀江淳

44．地域在住女性高齢者
の疼痛の部位数と身体機
能および精神・心理機能
との関係
（査読付）

共著 平成29年4月 本研究目的は地域在住高齢女性を疼痛の部
位数によって分類し、比較することで、疼
痛を有する高齢者の特徴を明らかにするこ
とである。対象は、186名の高齢女性とし
た。疼痛の部位数という側面を考慮するこ
とで、疼痛を有する高齢者の特徴をより詳
細に捉えることが可能なことを明らかにし
た。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：安彦鉄平、村田伸、大杉紘徳、窓
場勝之、阿波邦彦、白岩加代子、堀江淳
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45．登山前のスクワット
運動が登山後の大腿四頭
筋の筋疲労に与える効果
（査読付）

共著 平成29年4月 登山2週間前に、登山と類似したスクワット
運動を行う介入群（10名）と介入を行わな
いコントロール群（10名）に分類した。登
山前後に最大随意収縮の50%に相当する大腿
四頭筋筋力を91秒間持続させたときの中間
周波数を用いて筋疲労を評価した。測定筋
は内側広筋、外側広筋、大腿直筋の3筋と
し、コントロール群と介入群を比較した。
その結果、登山前にスクワット運動を行う
ことで、筋疲労が軽減する可能性が示され
た。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：林勇樹、安彦鉄平、井上遼一、岡
本雄輝、澤田貴大、村山寛和、白岩加代
子、阿波邦彦、堀江淳、窓場勝之、村田伸

46．高齢肺がん患者の術
前後における呼吸代謝能
評価スケールの開発
（査読付）

共著 平成29年6月 高齢肺がん患者のVATS前後において、呼吸
機能と健康関連QOLは有意に低下した。ま
た、術後健康関連QOLは術前の呼吸代謝能と
有意な相関を認めたが、呼吸機能、筋力、
歩行能力とは有意な相関を認めなかった。
そこで、術後のQOLの大小に関するカットオ
フをROC曲線で解析し、活用が期待できる
カットオフが算出された。
本人担当分：データ収集、データ解析、考
察を担当。
共著者：阿波邦彦、堀江淳、平山善康、山
下直己、大杉紘徳、伊藤健一

47．Relationship between  
strength asymmetry and 
body sway in older adults
（高齢者の体力と非対称
性の関係）
（査読付）

共著 平成29年10月 高齢者の膝伸展力、足の握り強さ、手の握
力の非対称性を分析し、歩行中のこれらの
非対称性と身体の揺れの関係を検証した。
右膝伸展筋力および手握り強度の値は、左
膝伸展筋力および手握り強度の値よりも有
意に高かった。左右のつま先握力の間に有
意差はなかった。トーグリップ強度の非対
称性は、歩行中の身体の揺れと有意な正の
相関を示した。膝関節と手の握力の非対称
性は、身体の揺れとの有意な相関を示さな
かった。トーグリップ強度の非対称性は、
身体の揺れを増加させ、カットオフ値は
23.5％であった。
本人担当分：統計解析を担当。
共著者：Hitoshi Koda、Yoshihiro Kai、Shin 
Murata、Hironori Osugi、Kunihiko Anami、 
Takahiko Fukumoto、Hidetaka Imagita

Aging Clinical and 
Experimental Research 
Vol.16
第16巻
pp.1～17

ヘルスプロモーション理
学療法研究
第7巻第1号
pp.13～17

大阪ガスグループ福祉財
団研究報告書
第30巻
pp.33～38
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48. 運動習慣のある高齢
者の転倒と身体・認知・
精神機能との関連
（査読付）

共著 平成30年1月 本研究の目的は、運動習慣のある高齢者に
おける転倒経験の有無と身体・認知・精神
機能との関連について明らかにすることで
ある。地域在住高齢者158名を対象に、過去
1年間における転倒経験の有無別に身体・認
知・精神機能を二元配置分散分析で比較し
た。結果、高齢者が運動習慣を有すること
は転倒の有無に関わらず身体・認知・精神
機能の維持に影響し、転倒は過去の転倒経
験と精神機能の低下によって予測できる可
能性が示された。
本人担当分：データ収集を担当。
共著者：鈴木景太, 村田伸, 白岩加代子, 
安彦鉄平, 阿波邦彦, 窓場勝之, 堀江淳

49. Natural recovery of 
exercise tolerance and 
quality of life  in elderly  
patients with 
 lung cancer who undewent 
thoracotomy via video-
assisted thoracic surgery
（胸腔鏡下肺葉切除術を
受ける高齢肺がん患者の
運動耐容能とQOLの縦断的
変化に
関する研究）
（博士論文）

単著 平成30年3月 本研究は、入院期間にのみ理学療法を実施
した患者の12週間の身体機能とQOLの経時的
な変化を調査し、QOLの変化に関連する指標
を明らかにすることとした。研究方法は前
向き研究とし、胸腔鏡下肺葉切除術が施行
された36名の肺がんサバイバーを対象とし
た。測定項目は呼吸機能検査や心肺運動負
荷テスト、QOLの指標にはSF-36を使用し
た。測定時期は、術前、術後1週、術後4
週、術後12週とした。呼吸機能は術後12週
まで有意に低下しているが、運動耐容能を
含む身体機能は4週までに術前レベルまで回
復することが明らかとなった。一方、身体
的側面QOLは術後4週、術後12週でも有意な
低下を認めた。そして、身体機能の変化率
とQOLの変化率には有意な相関は認めなかっ
たことから、身体機能とQOLの変化は乖離し
ていることが示された。その要因には、肺
がんサバイバーが術後に身体活動レベルが
低下することや、対象者の老化やがんに対
する自己認識がQOLの低下や身体活動レベル
の低下に影響している可能性が推察され
る。
（全22頁）

50.Changes in exercise 
tolerance and quality of life 
are unrelated  in lung cancer 
survivors who undergo  
video-assisted thoracic 
surgery
（胸腔鏡下肺葉切除術を
受ける肺がんサバイバー
の運動耐容能とQOLにおけ
る経時的変化は無関係で
ある）
（査読付）

共著 平成30年4月 胸腔鏡下肺葉切除術を受ける肺がんサバイ
バーの呼吸機能、運動耐容能、および生活
の質の変化の関連を明らかにすることを目
的に、前向き研究を行った。結果、術後の
身体機能は早期回復が可能であったもの
の、QOLの回復と相関しているわけではな
かった。QOLの回復は12週かかることが示唆
された。
本人担当分：研究立案、データ収集、解
析、考察を担当。
共著者：Anami Kunihiko, Horie Jun, Hirayama 
Yoshiyasu, Yamashita Naomi, Ito Kenichi

ヘルスプロモーション理
学療法研究
第7巻第4号
pp.171～175

大阪府立大学

J Phys Ther Sci. vol.30
（3）
第30巻第3号
pp.467～473

リハ－342



51.男性慢性閉塞性肺疾患
患者のライフスタイル・
社会背景は健康関連QOLと
関連しうるか?
（査読付）

共著 平成30年7月 男性慢性閉塞性肺疾患患者の健康関連QOLに
関連する因子について、ライフスタイルや
社会背景に着目し検討を行った。安定期男
性COPD患者53名を対象として、SGRQの結果
に基づき、高QOL群と低QOL群に分類し、各
測定項目の比較を行った。その結果、ライ
フスタイル・社会背景では、運動習慣、
home oxygen therapy（HOT）の使用、家外
環境においてHRQOLとの有意な関連が示唆さ
れた。
本人担当分：考察を担当。
共著者：江越正次朗、堀江淳、阿波邦彦、
今泉裕次郎、市丸勝昭、直塚博行、白仁田
秀一、林真一郎

52.腰痛予防教室に参加し
た地域在住女性高齢者の
慢性腰痛に影響を与える
心理的因子
（査読付）

共著 平成31年1月 本研究は、腰痛予防教室に参加した地域在
住女性高齢者の身体的および精神心理的特
徴を明らかにするため、慢性腰痛に影響を
及ぼす因子について検討することを目的と
した。対象は、腰痛予防教室に参加した地
域在住女性高齢者71名とし、腰痛既往群
（13名）と腰痛群（58名）の2群に分類し、
痛みの有無を目的変数とした多重ロジス
ティック回帰分析を用いて、慢性腰痛に影
響を及ぼす因子を抽出した。結果、痛みの
有無に影響を及ぼす因子は、恐怖回避思考
と破局的思考であった。特異的腰痛が多い
とされる地域在住女性高齢者の腰痛と心理
的因子との関連が明らかになり、とくに恐
怖回避思考や破局的思考への対応が必要で
あることが示唆された。
本人担当分：データ測定を担当。
共著者：牧野有沙、安彦鉄平、村田伸、白
岩加代子、岩瀬弘明、窓場勝之、阿波邦
彦、堀江淳

53.腰椎アライメントに着
目した腰痛学級が腰痛者
および腰痛既往者の身体
機能・精神心理機能に与
える効果の検証
（査読付）

共著 平成31年3月 本研究は、市町村主体の腰痛学級を開催
し、腰痛者及び腰痛既往者を対象に姿勢に
ちゃくもくした腰痛学級効果を検証した。
対象は34名であり、2週に1度約60分の腰痛
学級を計6回実施した。結果、腰痛ぐうは介
入前位に比べて痛みが改善した。しかし、
腰痛既往群において破局的思考が高まり、
腰痛群には効果的であることが示唆され
た。
本人担当分：データ測定を担当。
共著者：安彦鉄平、村田伸、阿波邦彦、窓
場勝之、岩瀬弘明

保健の科学
第61巻3号
pp.205～211

ヘルスプロモーション理
学療法研究
第8巻第2号
pp.57～63

ヘルスプロモーション理
学療法研究
第8巻第4号
pp.175～179
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54. Positive Effects of
Yoga on Physical and
Respiratory Functions in
Healthy Inactive
Middle-Aged People.
（健康的で非活動な中年
者における身体的呼吸機
能に対するヨガの効果）
（査読付）

共著 平成31年4月 身体的、呼吸機能に対する異なるヨガ手法
の効果検証をRCTにて実施した。参加者28名
に対し、一般的なヨガグループと呼吸法を
特化したヨガグループに分け8週間実施し
た。その結果、両群とも身体木野の改善を
示し、呼吸法を特化した予後グループは最
大吸気量も向上した。
本人担当分：データ測定、考察を担当。
共著者：Yamamoto-Morimoto Kuniko, Horibe 
Shuji, Takao Rikio, Anami Kunihiko

55. 慢性呼吸器疾患高齢
患者の呼吸リハビリテー
ションにおけるADLトレー
ニング・指導
（総説・査読付）

共著 令和元年9月 呼吸リハビリテーション対象疾患である
COPDの特徴と、それに伴う全身併存症、高
齢化と重複障害について解説し、COPDに対
する呼吸リハビリテーションの概要、ADL評
価とトレーニングについて、最新の知見を
踏まえ解説した。
共著者：阿波邦彦、松本雄次

（その他）

「学会発表」

1．COPD患者におけるBODE
indexを用いた身体機能と
ADLの関係についての検証

- 平成22年1月 本研究では、COPD患者における身体機能、
ADL能力がBODE indexやGOLD重症度分類にど
の程度関係するのかを客観的に検証した。
BODE indexは全身持久力をはじめ、各身体
機能や日常生活動作にGOLD重症度分類より
も高い相関が認められ、重症度別にみても
各測定項目で有意差が認められた。要因と
してBODE indexは6MWTやMRCなど障害像を多
次元的に捉えているためと考えられる。呼
吸困難と全身持久力は呼吸リハビリテー
ションで介入できる項目であり、それらの
改善はBODE indexに反映され、呼吸リハビ
リテーションの効果予測に有用と考えられ
る。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当。
[共同研究者]阿波邦彦、堀江淳、白仁田秀
一、堀川悦夫

第18回佐賀県理学療法士
会
（佐賀）

Int J Yoga. 2019 Jan-Apr;12
（1）
第12巻第1号
pp.62～67

臨床老年看護
第26巻第5号
pp.53～61
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2．バランス能力に着目し
た間質性肺炎の一考察～
重心動揺計を用いて～

- 平成22年4月 間質性肺炎患者の呼吸リハビリテーション
はまだ確立されていない。本研究の目的
は、間質性肺炎患者のバランス能力につい
て、症例を通して検証する。対象は%FVCが
73%（症例A）･55%（症例B）･41%（症例C）
で、それらの症例に対し重心動揺計（総軌
跡長･単位軌跡長･外周面積）を用いて評価
した。結果、症例A･B･Cの順により、 総軌
跡長、単位軌跡長、外周面積、片脚立位時
間、FRなど静的バランスの低下がみら
れ、%FVCの低下はバランス能力に影響して
いることが示唆された。今後、症例数を増
やし、更なる影響因子の検証を努めていき
たい。
本人担当分：データ収集、統計解析、発表
指導を担当。
[共同研究者]白仁田秀一、阿波邦彦、堀江
淳、山田穂積、古賀義行

3．COPD患者に対する全身
持久力評価としてのCS-30
の有用性の検証

- 平成22年5月 本研究は30秒椅子立ち上がりテスト（CS-
30）がCOPD患者の客観的な全身持久力評価
として、有用であるのか検証することを目
的とする。対象は、安定期COPD患者21名
（平均年齢74.5±6.6歳）とした。結果、
CS-30とMRC息切れスケール、%膝伸展筋力、
TUG、ISWT、NRADL、SGRQに有意な相関が認
められた。また、従属変数をISWT、独立変
数をCS-30とする単回帰分析ではy=29.5x-
138.5（R2=0.728）の回帰式が得られた。
CS-30とISWTは高い相関を示し、有意な回帰
式が得られたことで、CS-30は全身持久力を
予測する方法として有用であることが示唆
された。転倒や循環能のモニタリングなど
リスク管理が可能になると考えられ、臨床
的な全身持久力評価として提案できる有意
義な研究となった。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当。
[共同研究者]阿波邦彦、髙川晃敏、堀江
淳、畠中耕志、白仁田秀一、山田穂積、古
賀義行、堀川悦夫

第45回日本理学療法学術
大会
（岐阜）

第54回佐賀リハビリテー
ション研究会
（佐賀県）
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4．COPD患者における新し
い全身持久力評価とし
て、CS-30への期待

- 平成22年10月 CS-30とISWTとの関係、各評価項目との関係
を検証し、CS-30の全身持久力評価としての
有用性を検討した。対象は、安定期の男性
COPD患者27名（平均年齢76.9±7.1歳）。
CS-30とBMI、MRC、%MEP、 %膝伸展筋力、
6MWT、ISWT、NRADL、SGRQに有意な相関が認
められた。従属変数をISWT、独立変数をCS-
30とする単回帰分析ではy=25.2x-55.7
（R2=0.642）の回帰式が得られた。CS-30と
ISWTは高い相関を示し、有意な回帰式が得
られた。また、CS-30は全身持久力に関係す
る各評価項目との相関が高く、COPD患者の
全身持久力評価法として有用性が期待でき
る。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当。
[共同研究者]阿波邦彦、髙川 晃敏、堀江　
淳、白仁田秀一、畠中耕志、山田穂積、古
賀義行、堀川悦夫

5．COPD患者のバランス能
力と％FEV1.0、身体機
能、ADL、QOLの関係につ
いての検討

- 平成22年10月 バランス能力と%FEV1.0、身体機能、ADL、
QOLの官益を客観的に検証した。方法は、片
足立脚時間、FR、TUG、重心動揺と肺機能、
身体機能との関係を分析した。COPD患者の
バランス能力は、病期の進行、身体能力、
ADLと関連のあることが示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、作成協力を担
当。
[共同研究者]市丸勝昭、堀江淳、今泉裕次
郎、阿波邦彦、白仁田秀一、直塚博行、富
永正樹、片渕宏輔

6．COPD患者における重症
度別に見た動的バランス
の検討Timed up and go 
testに着目して

- 平成22年10月 COPD患者48名を対象にTUGおよび肺機能、身
体機能を測定し、TUGと各測定項目との相関
関係を分析し、重症度別にTUGの群間比較を
実施した。結果、TUGは各身体機能と相関関
係が認められ、BODE indexの軽症群と重症
群との間に有意差が認められた。このこと
から重症COPD患者は動的バランスが低下し
ており、転倒のリスクがあることが示唆さ
れた。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当。
[共同研究者]阿波邦彦、堀江淳、白仁田秀
一、今泉裕次郎、市丸勝昭、直塚博行、栁
原加奈子、山田穂積、古賀義行、堀川悦夫

第20回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学会
（長崎）

第20回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学会
（長崎）

第52回全日本病院学会
（兵庫）

リハ－346



7．侵襲的人工呼吸器装着
患者の在宅への取り組み
と課題

- 平成22年10月 IPPV管理下の患者に対する在宅復帰へ向け
て呼吸ケアの取り組みに対する症例検討。
60代女性で膠原病肺が主病名の患者を担当
し、2型呼吸不全を呈しており、ADL、在宅
へのケア、家族への指導などを行い、退院
が可能となった。今後、呼吸ケアに対する
取り組みが課題となった。
本人担当分：データ収集、抄録・スライド
作成協力、口頭発表指導などを担当。
[共同研究者]徳本洋、阿波邦彦、堀江淳、
岸川美代、蒲原美智子、小副川豊美、片渕
あきな、重松敬子、山田穂積、古賀義行

8．慢性閉塞性肺疾患患者
のバランス能力は病期進
行といかに関係があるか
～%FEV1、身体能力、ADL
の関係について～

- 平成22年11月 COPD患者17例に対して、バランス能力と
GOLD病期分類の進行を検討した。重心動揺
と%FEV1、身体機能との相関関係を分析し、
重心動揺はそれらと相関関係を示した。こ
れによりCOPD患者のバランス能力は、病期
の進行、身体機能、ADLと関連のあることが
示唆された。今後、病期の進行との関係を
明確にし、理学療法プログラム、ADL指導に
活用できるようにする。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、作成協力を担
当。
[共同研究者]今泉裕次郎、堀江淳、阿波邦
彦、白仁田秀一、市丸勝昭、直塚博行、平
田晃久、三村さやか、堀邦広、小柳孝太
郎、本田知行

9．Update BODE indexと
身体機能評価の関係

- 平成23年2月 update BODE indexが身体機能と関係してい
るかを検討した。対象はCOPD患者64名であ
り、mMRC息切れスケールやシャトルウォー
キングテスト、Timed up and go test、
NRADL、SGRQなどを測定し相関関係を求め
た。結果はほとんどの身体機能評価と相関
関係が認められた。このことからupdate 
BODE indexは身体機能を反映することが示
唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]栁原加奈子、阿波邦彦、白仁
田秀一、今泉裕次郎、市丸勝昭、直塚博
行、山田穂積、古賀義行、堀江淳

第19回佐賀県理学療法士
会学会
（佐賀）

第52回全日本病院学会
（兵庫）

第32回九州理学療法士・
作業療法士合同学会
（沖縄）
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10．update BODE indexお
よびADO indexと身体機能
評価との関係

- 平成23年5月 2009年に発表されたupdate BODE indexと
ADO indexが身体機能と関係しているかを検
討した。対象はCOPD患者64名であり、
update BODE indexとADO indexともに呼吸
困難感、筋力、全身持久力、動的バラン
ス、ADL、QOLと有意な相関を求めた。この
ことからupdate BODE indexとADO indexは
身体機能を反映することが示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表を担当
した。
[共同発表者]阿波邦彦、堀江淳、白仁田秀
一、今泉裕次郎、市丸勝昭、直塚博行、栁
原加奈子、山田穂積、古賀義行、堀川悦夫

11．慢性閉塞性肺疾患患
者における息切れ分類別
にみるバランス能力の差
異についての検討

- 平成23年5月 COPD患者は息切れによって活動性の低下か
らADLやQOLを低下させる。本研究の目的
は、息切れの重症度とバランス能力の関係
を検証することである。結果、性的バラン
スと動的バランスは息切れの増加により低
下していることが示唆された。COPD患者に
おいて息切れの増加による活動性の低下は
廃用性症候群などによるバランス能力の低
下に影響を及ぼしていると考えられる。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]白仁田秀一、堀江淳、阿波邦
彦、栁原加奈子、今泉裕次郎、市丸勝昭、
直塚博行、山田穂積、古賀義行

12．慢性閉塞性肺疾患患
者における息切れスケー
ル、多次元重症度指数の
各クラス別にみた動的バ
ランスの検討―Timed up 
and go testに着目して―

- 平成23年5月 本研究の目的は、mMRC息切れスケールと多
次元重症度指数（BODE index）の各クラス
別に動的バランスの差異を検討することし
た。その結果、息切れが強くなるほど動的
バランスは低下し、BODE indexでも最重症
において動的バランスの有意な低下を認め
た。これらのことより、重症COPD患者の転
倒リスク管理、理学療法プログラムの立案
などにも有益となると考える。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]今泉裕次郎、阿波邦彦、堀江
淳、白仁田秀一、市丸勝昭、直塚博行、平
田晃久、小柳孝太郎、本多知行
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13．COPD患者のバランス
能力と身体能力、ADL、
QOLの関係についての検討

- 平成23年5月 本研究は、COPD患者のバランス能力と、身
体機能、ADL、QOLの関係を客観的に検証す
ることである。動的バランスはほぼすべて
の測定項目と関係を認め、バランス能力は
全身持久力とも関係を認めた。これらのこ
とから、バランス能力の低下からADL不安定
感を感じることで自発的な活動が低下し、
さらに身体機能の低下を引き起こすことが
示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]市丸勝昭、堀江淳、今泉裕次
郎、阿波邦彦、白仁田秀一、直塚博行、岩
永健一郎、片渕宏輔

14．慢性閉塞性肺疾患患
者の6分間歩行距離350mの
違いにおける身体特性の
比較

- 平成23年5月 COPD患者における6分間歩行距離が350m以上
群と350m未満群で身体機能にどのような違
いがあるのかを比較することとした。結
果、多くの身体機能で意差を認め、350m未
満群は有意な低値を認めた。このことか
ら、6分間歩行距離が350m未満は生命予後の
指標だけでなく運動能力の低下を示すこと
が示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]江越正次朗、阿波邦彦、堀江
淳、今泉裕次郎、市丸勝昭、直塚博行、白
仁田秀一、柳原加奈子、藤岡康彦

15．当院における呼吸不
全患者に対する呼吸リハ
ビリテーションの短期的
効果の検証

- 平成23年10月 運動療法を中心とした慢性呼吸不全患者に
対するリハビリテーションの3ヶ月間におけ
る短期的効果を検証した。結果、3ヶ月間の
リハビリ継続率は44%であり、%握力、TUG、
6MWDに有意な改善が認められた。筋力、動
的バランス、持久力が改善したことで、敬
天堂古賀病院におけるプログラムの効果が
得られたと考えられる。しかし、ADL、生活
関連QOLに改善が認められなかった。また、
継続率が低値を示した要因として、患者教
育や患者会などが積極的に実施できていな
かったことが考えられる。当院における今
後の取り組みとして、病院全体で患者を
フォローする体制を再構築していく必要が
あると思われる。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]栁原加奈子、阿波邦彦、白仁
田秀一、松本雄次、財津和希、山田穂積、
古賀義行、堀江淳
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16．COPDにおけるBody 
Mass Indexが身体機能、
身体能力に及ぼす影響
「痩せ型」「標準型」
「肥満型」の比較から

- 平成23年10月 本研究は、COPD患者におけるBMIが身体機
能、身体能力に与える影響を検討するこ
と。結果、「肥満」は必ずしも回避するべ
き状態ではなく、むしろ身体機能、身体能
力にとって良好な状態をもたらすものであ
る可能性が示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析を担当
した。
[共同発表者]堀江淳、阿波邦彦、白仁田秀
一、今泉裕次郎、市丸勝昭、直塚博行、江
越正次郎、田中将英、林真一郎、堀川悦夫

17．外科周術期における
運動療法の必要性の検討

- 平成23年10月 本研究の目的は術前後の呼吸機能検査を含
めた理学療法評価を実施し、外科周術期に
おける運動療法の必要性を明らかにするこ
とである。結果、内視鏡手術後においても
運動療法の必要性が示唆された。
本人担当分：抄録・スライド作成の指導、
口頭発表の指導を担当した。
[共同発表者]大野正也、今山隆士、堀江
淳、金子秀雄、阿波邦彦、堀川悦夫、千住
秀明、塩塚順、那須賢司、松山悟

18．慢性閉塞性肺疾患患
者の6分間歩行距離の違い
における身体特性の比較

- 平成23年10月 COPD患者の6MWDを350m以上群と349-250m
群、249m以下群に分類し、身体特性を比較
した。結果、肺機能、筋力、身体能力、ADL
に有意差を認め、これらの能力低下は生存
率に悪影響を及ぼす可能性があることが示
唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]江越正次郎、堀江淳、阿波邦
彦、今泉裕次郎、市丸勝昭、直塚博行、白
仁田秀一、田中将英、林真一郎

19．慢性閉塞性肺疾患患
者の6分間歩行距離テスト
前後の脈拍の上昇率の違
いにおける身体特性の比
較

- 平成24年4月 COPD患者の6MWD前後の脈拍の上昇率に着目
し、上昇率の高値群と低値群で身体特性に
違いがあるのかを比較検討した。結果、
6MWD前後の脈拍上昇率は22．1%であった。
そして、高値群と低値群との間にFVC、膝伸
展筋力、片足立脚時間、6MWD、5m最速歩行
速度などで有意差を認めた。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]野中賢、阿波邦彦、堀江淳、
江越正次朗、今泉裕次郎、市丸勝昭、直塚
博行、白仁田秀一、山下義己、藤岡康彦、
林真一郎
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20．慢性閉塞性肺疾患患
者の6分間歩行距離と%1秒
量の違いにおける身体特
性の比較

- 平成24年4月 COPD患者において、％一秒量が50％未満群
と50％以上群に分け、身体特性を比較した
結果、多くの身体特性に有意差を認めた。
6MWDは呼吸機能よりも筋力、バランス能
力、歩行能力、ADL能力により強い影響を受
けることが示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導を担当した。
[共同発表者]江越正次朗、堀江淳、阿波邦
彦、今泉祐次郎、市丸勝昭、直塚博行、白
仁田秀一、藤岡康彦、田中將英、林真一郎

21．男性COPD患者に対す
る全身持久力評価として
の30秒間椅子立ち上がり
テストの可能性

- 平成24年4月 男性 COPD 患者に限定し、また、GOLD 病期
分類で 1 期 2 期と 3 期 4期に分け、CS-
30 と 6MWT 予測 V̇O2Peak、ISWT 予測 
V̇O2Peak の関係を検証する事とした。CS − 
30 と 6MWT と ISWT の予測 V̇O2Peak は病
期進行に関わらず有意な回帰式が得られ
た。
本人担当分：データ収集を担当した。
[共同発表者]白仁田秀一、堀江淳、直塚博
行、阿波邦彦、今泉裕次郎、市丸勝昭、江
越正次朗、今泉潤紀、渡辺尚、田中將英、 
林真一郎

22．佐賀県下での医療連
携に向けた呼吸リハビリ
テーションの取り組み

- 平成24年4月 平成22年より呼吸リハビリテーションの臨
床連携と教育・研修活動を目的とした佐賀
包括的呼吸リハビリテーション研究会を発
足し、様々な取り組みを行ってきたので、
これまでの活動状況を報告した。今後の課
題として、未診断のCOPD患者の早期発見の
ため、また包括的に呼吸リハビリテーショ
ンを行っていくための地域全体・多職種へ
の呼吸リハビリテーションの啓蒙活動や、
呼吸リハビリテーション継続率を高めるた
めの工夫、地域で継続して行うためのメ
ディカルスタッフのスキルアップ、地域で
の各施設の強みを生かした連携病院の拡大
など取り組んでいく必要があると考える。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]上田真智子、直塚博行、江越
正次朗、 今泉裕次郎、市丸勝昭、阿波邦
彦、白仁田秀一、堀江淳、田中将英、林真
一郎
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23．30秒踵上げ反復テス
トは慢性閉塞性肺疾患患
者の身体能力の一指標と
なり得るのか?　新たな簡
易検査法としての可能性
の試み

- 平成24年4月 今回、我々は簡易検査法として30秒踵上げ
反復テストを考案し、各種検査項目との関
連性を検討した。今回の結果から踵上げ動
作は単なる筋力評価に止まらず、バランス
能力（片脚立位時間、TUG-T、5ｍ最速歩行
時間）や筋力（握力、膝伸展筋力、CS-30、
MIP、MEP）や全身持久力（6MWT、ISWT）等
と有意な相関が認められた。これは踵上げ
反復運動は全身の運動機能的な要素が強く
反映される動作であることが考えられ、
COPD 患者の身体能力の一指標としての可能
性が示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]兵働佳代子、今泉裕次郎、三
村さやか、白仁田秀一、今泉潤紀、本多知
行、小林弘美、杉原充、小柳孝太郎、阿波
邦彦、八谷瑞紀、堀江淳

24．男性COPD患者におけ
る6MWD、片脚立位時間、
5m最速歩行速度はADO 
indexに影響していた

- 平成24年4月 今回、ADO index に影響を与えている身体
機能、身体能力を検証したので報告した。
本研究により、COPD患者の生命予後、障害
像に 6MWD、片脚立位時間、5m最速歩行速度
が関与する可能性が示唆された。これに
よって、COPD 患者に対する治療プラグラム
の中で、運動耐容能、バランス能力、歩行
スピードの改善に向けたアプローチの効果
が、生命予後、障害像にいくらかの影響を
与える可能性が期待される。
本人担当分：データ収集、スライド作成の
指導を担当した。
[共同発表者]神門慶子、阿波邦彦、堀江
淳、市丸勝昭、今泉裕次郎、白仁田秀一、
直塚博行、江越正次朗、片渕宏輔、林真一
郎

25．COPD患者における外
出制限指標としての体重
支持力指数（WBI）の有用
性

- 平成24年4月 外出に制限が生じ始める 6 分間歩行距離 
400m をもとに、大腿四頭筋筋力を体重で除
した体重支持力指数（WBI）のカットオフ値
を求めた。そして、そのカットオフ値で 
COPD 患者を 2 群に分け、身体機能、身体
能力、ADL、健康関連 QOL の比較をするこ
とでWBI のカットオフ値の有用性を検討し
た。COPD 患者における外出に制限が生じ始
める WBI は中等度の予測能を認めた。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、堀江淳、長江真
弥、村田伸、林真一郎、今泉裕次郎、市丸
勝昭、直塚博行、白仁田秀一、江越正次
朗、堀川悦夫
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26．COPD患者に対して
「歩行速度指数」は運動
耐容能評価指標となりえ
るか?

- 平成24年4月 簡便で安全に持久力を評価する 6MWDに瞬発
的な要素を反映する 5m最速歩行速度を掛け
合わせ、6MWDの運動耐容能評価としての精
度を高めることを目的とした『歩行速度指
数』を考案した。COPD 患者17名のパイロッ
トスタディ−の結果として、6MWD 単独より
も歩行速度指数が ISWT と極めて強い相関
が得られた。そこで今回は、症例数を増や
して検証してみた。本研究により、6MWD の
評価精度を高めることは困難であった。し
かし、歩行速度指数は ISWT と強い相関を
認めたことで、全身持久力評価として有用
である可能性が示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]松本雄次、堀江淳、阿波邦
彦、今泉裕次郎、市丸勝昭、直塚博行、江
越正次朗、白仁田秀一、山田穂積、林真一
郎

27．COPD Assessment 
Testと呼吸機能、身体機
能、身体能力、ADL能力、
QOLの関係

- 平成24年4月 CAT と呼吸機能、身体機能、身体能力、ADL 
能力、健康関連 QOL との関係を検証し、評
価項目の相対的な指標として CAT が臨床的
に有用であるかを検討することを目的とし
た。本研究の結果より、CATはCOPD患者の全
体像を把握するツールとして活用できる可
能性が示唆された。専門的な検査を行うこ
とができない病院、施設でも、CAT を用い
ることで簡便に COPD 患者の身体能力や 
ADL 能力、QOL の相対的な状態を把握する
ことができるのではないかと考える。ま
た、患者教育や病態管理を行う際の指標と
しても用いることができ、より的確な治療
やケアを提供できるのではないかと考え
る。
本人担当分：スライド作成の指導、口頭発
表の指導を担当した。
[共同発表者]今泉潤紀、白仁田秀一、堀江
淳、阿波邦彦、渡辺尚

28．当院における呼吸リ
ハビリテーション継続脱
落課題と今後の展望

- 平成24年9月 呼吸リハの継続群と脱落群の身体機能の比
較、その背景を調査し、結果から今後の当
院における取組を検討した。継続率は42％
と低かったが男女差や身体機能の差は認め
られなかった。そのため、個人におけるモ
チベーションなどが関与したものと考えら
れる。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]宮副孝茂、阿波邦彦、柳原加
奈子、財津和希、松本雄次、北島麻美、堀
江淳、山田穂積、古賀義行

第47回日本理学療法学術
大会
（兵庫）

第54回全日本病院学会
（神奈川）

第47回日本理学療法学術
大会
（兵庫）
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29．佐賀県内の作業療法
士における呼吸リハビリ
の現状

- 平成24年10月 佐賀県内のOTにおける呼吸リハの現状を分
析した。結果、回答率は、施設が76％、個
人が84％であった。呼吸リハに興味を持つ
OTは多いが、施設基準や専門医の有無など
OT実施には環境的要因も影響されることが
示唆された。
本人担当分：統計解析、抄録・スライド作
成の指導を担当した。
[共同発表者]野崎忠幸、堀江淳、阿波邦
彦、市丸勝昭、林真一郎

30．間質性肺炎患者にお
けるCS-30と身体機能との
関係COPD患者と比較して

- 平成24年10月 間質性肺炎におけるCS-30と身体機能の関係
をCOPD患者と比較しながら報告した。結
果、CS-30において間質性肺炎群はCOPD群よ
り有意な低回数を認めた。また、筋力や歩
行能力と強く関係した。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]上田真智子、阿波邦彦、堀江
淳、田中将英、林真一郎

31．mMRC息切れスケー
ル、CS-30、年齢を用いた
COPD患者の漸増シャトル
ウォーキングテストの予
測式

- 平成24年10月 COPD患者の漸増シャトルウォーキングテス
トの予測式を作成することを目的とした。
結果、有効な予測式が算出され、診察室や
在宅などでも簡易的に評価できることが可
能になると考えられた。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、堀江淳、直塚博
行、田中将英、林真一郎

32.男性慢性閉塞性肺疾患
（COPD）患者の体重支持
指数（WBI）0．6を示す
CS-30のカットオフ値

- 平成24年10月 COPD患者のWBIのカットオフ値を算出するこ
とを目的とした。結果、WBIが0.6に相当す
るCS-30のカットオフ値は16回であった。
COPD患者の活動指標としてのWBIは、CS-30
である程度の予測が可能であると示唆され
た。
本人担当分：スライド作成の指導を担当し
た。
[共同発表者]白仁田秀一、堀江淳、阿波邦
彦、八谷瑞紀、直塚博行、今泉潤紀、田中
将英、林真一郎、 渡邊尚

第22回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学術集
会
（福井）

第22回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学術集
会
（福井）

第22回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学術集
会
（福井）

第22回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学術集
会
（福井）
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33．COPD患者のmMRC息切
れスケール、CATに影響を
与える因子の検討

- 平成24年10月 COPD患者におけるドキュメント分類に基づ
きmMRCとCATの値で対象を2群に分け、身体
特性などの比較を行った。結果、mMRCとCAT
は、どちらもSGRQが影響しており、ドキュ
メント分類の症状はHRQOLが基準になること
が示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]今泉潤紀、白仁田秀一、堀江
淳、阿波邦彦、八谷瑞紀、渡邊尚

34．当院における呼吸リ
ハビリテーション継続に
おける課題

- 平成24年10月 呼吸リハの継続群と脱落群の身体機能の比
較、その背景を調査し、結果から今後の当
院における取組を検討した。継続率は42％
と低かったが男女差や身体機能の差は認め
られなかった。そのため、個人におけるモ
チベーションなどが関与したものと考えら
れる。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成の指導、口頭発表の指導
を担当した。
[共同発表者]宮副孝茂、阿波邦彦、柳原加
奈子、財津和希、松本雄次、堀江淳、山田
穂積、古賀義行

35．COPD患者の歩行距離
低下に与える身体機能的
影響因子の抽出と外出制
限に関する研究

- 平成24年10月 本研究の目的は、COPD患者の外出制限の一
指標である歩行距離低下の影響因子を抽出
し、そのカットオフ値を算出することであ
る。その結果、COPD患者の外出制限に影響
を及ぼす因子はmMRC息切れスケールと%膝伸
展筋力であった。そのカットオフ値は、
mMRCがGrade2、%膝伸展筋力は53.6%であっ
た。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、堀江淳、村田伸、
林真一郎、田中将英、堀川悦夫、山田穂
積、古賀義行

36．COPD患者において
　簡易的に6分間歩行距
　離テストを予測するこ
　とは可能か？

- 平成25年5月 本研究の目的は、診察室や在宅でもCOPD患
者における6MWTの予測式を作成することと
した。本研究のデザインは横断研究であ
る。有用な予測式を作成できた。これによ
り多忙な診療の中で 6MWT を簡便に予測す
ることが可能となりうる、臨床還元性の高
い貴重な研究であると思われる。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、堀江淳、直塚博
行、今泉裕次郎、市丸勝昭、白仁田秀一、
宮副孝茂、江越正次朗、林真一郎

第22回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学術集
会
（福井）

第22回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学術集
会
（福井）

第2回日本ヘルスプロモー
ション理学療法学会学術
集会
（佐賀）

第48回日本理学療法学術
大会
（愛知）
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37．COPD患者において簡
易的に6分間歩行距離テス
トを予測することは可能
か?

- 平成25年5月 本研究の目的は、診察室や在宅でもCOPD患
者における6MWTの予測式を作成することと
した。141名（年齢73.3 ± 8.1歳）を解析
対象とした。結果、mMRC、CS-30、%FVC、年
齢が、呼吸機能を除いた分析では、mMRC、
CS-30、年齢が6MWTに影響することが明らか
となった。そして本研究の結果より、予測
精度の高い6MWTの予測式を作成することが
出来た。決定係数は0.5以上で適合度は高い
と評価できるため、本研究による予測式は
適合度が高く、男性COPD患者に対して有用
な予測式となりえる。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、堀江淳、直塚博
行、今泉裕次郎、市丸勝昭、白仁田秀一、
宮副孝茂、江越正次朗、林真一郎

38．慢性閉塞性肺疾患患
者の健康関連QOLと生活背
景、身体特性との関係

- 平成25年5月 COPD患者の健康関連QOLにはどのような生活
背景や身体特性が関係しているのか調査す
ることとした。対象は、研究の参加に同意
が得られた安定期COPD患者142名である。生
活背景の運動習慣、高血圧、HOTの使用、呼
吸器での入院に有意な関連が認められたこ
とより、COPD患者の良好なQOLを確保するた
めには、運動習慣を身につけ、高血圧を予
防し、HOTの使用や入院に至るような呼吸器
疾患の重症化を可及的に予防することの必
要性が示唆された。
本人担当分：統計解析を担当した。
[共同発表者]江越正次朗、堀江淳、今泉裕
次郎、市丸勝昭、直塚博行、上田真智子、
白仁田秀一、阿波邦彦、田中將英、林真一
郎

39．ブリッジ力測定法の
有用性について地域在住
男性高齢者を対象に

- 平成25年5月 本研究では、ブリッジ力測定法の有用性に
ついて各種身体機能評価との関連性から検
討した。対象は、要支援および要介護状態
でない地域在住男性高齢者32 名（平均年齢
78.6 ± 6.8 歳、平均体重59.5 ± 7.2kg）
とした。ブリッジ力と下肢筋力を反映する
膝伸展筋力およびバランス能力を反映する
片脚立位保持時間、FRT との間に有意な相
関が認められた。その他、上体起こし、
TUG、長座体前屈との間には有意な相関は認
められなかった。
本人担当分：データ収集を担当した。
[共同発表者]政所和也、村田伸、宮崎純
也、堀江淳、阿波邦彦、上城憲司

第48回日本理学療法学術
大会
（愛知）

第48回日本理学療法学術
大会
（愛知）

第48回日本理学療法学術
大会
（愛知）
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40．運動療法を中心とし
た呼吸リハビリテーショ
ンが慢性呼吸器疾患患者
に及ぼす影響

- 平成25年6月 本研究は、COPD患者と間質性肺炎患者をは
じめとする慢性呼吸器疾患患者群を対象
に、全身持久力評価（シャトルウォーキン
グテスト、6分間歩行テスト）の結果から運
動強度の基準を同一方法で設定した呼吸リ
ハビリ介入効果を疾患別に比較検討し、身
体機能の改善およびADLの向上などの介入効
果を明らかとすることを目的とした。結果
より、両群ともADLなど同じ測定項目に改善
を認めた。全身持久力評価から運動強度を
決定した運動処方はCOPD以外の疾患でも有
用と考えられる。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、堀江淳、宮副孝
茂、白仁田秀一

41．閉塞性換気障害を有
する地域在住高齢者の特
徴

- 平成25年10月 本研究の目的は、閉塞性換気障害を有する
地域在住高齢者の身体機能や主観的健康感
などから、その特徴を検証することとし
た。
閉塞性換気障害を有している地域在住高齢
者は主観的健康感が有意に低値を示し、そ
れ以外には有意差を認めなかった。このこ
とより、閉塞性換気障害がある場合、身体
機能の低下がなくとも、健康感に対する不
安感などが早期から低下していることが示
唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、村田伸、堀江淳、
政所和也、八谷瑞紀、久保温子、江渡文、
上城憲司

42．胸腔鏡下手術
（VATS）後の身体機能と
健康関連QOLの低下を呈し
た症例を経験して

- 平成26年2月 胸腔鏡下手術（VATS）後の身体機能と健康
関連QOL低下を呈した症例について検討し
た。症例1は左下葉扁平上皮癌の70歳代男、
症例2は右下葉扁平上皮癌の70歳代男で、術
後翌日から離床と周術期呼吸理学療法を開
始した。症例1の6MWDは術後1ヵ月時には
495mと著明に低下し、健康関連QOLもSF-8 
PCSは44.5→36.9へ低下した。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]平山善康、阿波邦彦、佃陽
一、太田垣あゆみ、山下直己、堀江淳

第38回日本運動療法学会
（大分）

第23回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学会学
術集会
（東京）

京都府理学療法学会
（京都）
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43．慢性閉塞性肺疾患患
者の健康関連QOLに影響を
及ぼす因子の検討

- 平成26年5月 安定期COPD患者57名に対し、健康関連QOLへ
の影響因子について生活背景や身体特性に
着目し検討した。有意な関連が認められた
項目を独立変数、SGRQを従属変数としてス
テップワイズ分析した結果、mMRC、運動習
慣、呼吸器疾患での入院の有無、%FEV1.0が
規定因子として抽出され、6MWDは除外され
た。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]江越正次朗、堀江淳、今泉裕
次郎、市丸勝昭、直塚博行、上田真智子、
白仁田秀一、阿波邦彦、宮副孝茂、田中將
英、林真一郎

44．肺がん患者に対する
胸腔鏡下肺葉切除術
（VATS）後の身体機　能
および精神心理機能の変
化に関する検証

- 平成26年5月 本研究の目的は、術前の身体機能、精神心
理機能が、退院時にどのように変化してい
るか検討し、VATS施行患者の術後経過を検
証することとした。周術期呼吸理療法を実
施した13名であった。結果、TUGの所要時間
の延長、6MWDの有意な減少が認められた。
VATSは低侵襲であるため、早期離床が容易
に可能であるが、歩行時における疼痛や呼
吸機能の低下が原因で、それらの能力が低
下したものと考えられる。その一方、術後1
週間程度では、倦怠感や不安などの精神心
理機能面や健康関連QOLの改善には至ってい
ない。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成を担当した。
[共同発表者]平山善康、阿波邦彦、佃陽
一、太田垣あゆみ、松井萌恵、田中宇大、
堀江淳、山下直己

45．どのような慢性閉塞
性肺疾患患者が短期間で
運動耐容能を改善させる
ことができるのか?呼吸リ
ハビリテーションベース
ライン特性の多次元的比
較より

- 平成26年5月 本研究の目的は、運動耐容能が、3か月間の
呼吸リハビリで改善できた患者と改善でき
なかった患者の初期評価の種々の指標を比
較すること。更に、その特性を多次元的、
横断的に検証し、今後の呼吸リハビリプロ
グラム導入の在り方について提言すること
とした。COPD患者51例（男性44例、女性7
例、平均年齢74±9歳）とした。短期的な運
動耐容改善効果は、予測比一秒量に有意差
がなく、初期評価時の息切れ、運動耐容
能、ADL、QOLの評価に差が認められている
ことから、それらはCOPDの病期進行に依存
するものではなく、症状、運動耐容能など
能力の高低に依存する可能性が示唆され
た。
本人担当分：統計解析を担当した。
[共同発表者]堀江淳、白仁田秀一、阿波邦
彦、林真一郎

第49回日本理学療法学術
大会
（神奈川）

第49回日本理学療法学術
大会
（神奈川）

第49回日本理学療法学術
大会
（神奈川）
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46．慢性閉塞性肺疾患患
者に対する呼吸リハビリ
テーションの長期効果身
体活動量の高い群と低い
群の効果

- 平成26年5月 1年間の呼吸リハについて、身体活動量の高
い群と低い群に分けて検討する事を目的と
した。1年間の呼吸リハ継続において、高活
動群は、mMRCスケール、%膝伸展筋力、運動
耐容能の項目で有意な改善を示した。一方
で低活動群は全てにおいて維持傾向を示し
た。両群において呼吸リハ開始当初は運動
習慣に差が認められないことからも、呼吸
リハ期間中に身体活動が向上させることが
長期の呼吸リハにおいて重要である事が示
唆された。
本人担当分：統計解析を担当した。
[共同発表者]白仁田秀一、今泉潤紀、堀江
淳、阿波邦彦、林真一郎、渡辺尚

47．胸腔鏡下肺葉切除術
（VATS）後1ヵ月時におけ
るATポイントでのMETsの
差異で術前の身体機能に
違いはあるか?

- 平成26年9月 本研究の目的は、胸腔鏡下肺葉切除術（以
下、VATS）後1ヵ月時におけるATポイントで
のMETsの差異で術前の身体機能に違いがあ
るか検証することとした。周術期呼吸理療
法を実施した23名（男性16名、女性7名）で
あった。3METs以下群は有意に術前の体重比
膝伸展筋力（p<0.05）が低値を認めたが、
それ以外には有意差を認めなかった。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、堀江淳、宮副孝
茂、白仁田一

48．慢性閉塞性肺疾患患
者における6分間歩行テス
ト後の息切れ優位群と下
肢疲労優位群の身体機能
の比較

- 平成26年9月 6分間歩行テスト後に下肢疲労感よりも息切
れ感を強く感じる群を息切れ優位群、下肢
疲労感の方が強く感じる群を下肢疲労優位
群とし、両軍の呼吸機能、身体機能に差が
あるのか検証した。結果、下肢疲労優位群
は下肢筋力が低下していることが示唆され
た。
本人担当分：統計解析、抄録・スライド作
成を担当した。
[共同発表者]松本雄次、宮副孝茂、財津和
希、北島麻美、手島由美子、小野智史、山
田穂積、古賀義行、阿波邦彦

第49回日本理学療法学術
大会
（神奈川）

第33回日本臨床運動療法
学会
（大阪）

第4回日本ヘルスプロモー
ション理学療法学会学術
大会
（京都）
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49．当院における透析中
の運動療法の実際いつま
でも歩ける透析患者をめ
ざして

- 平成26年9月 今回、運動療法の効果を実感できた症例を
報告する。【症例】80歳代の男性。原疾患
は慢性糸球体腎炎。脊椎カリエス・狭心症
の既往あり。要介護2。2012 年末より活動
量低下、転倒を繰り返し歩行困難となる。
翌5月より透析中の下肢床上運動を開始しPT 
の運動機能評価と運動処方に基づき透析後
の下肢ストレッチも実施している。1年後の
評価で下肢筋力向上し転倒リスクが減少し
た。また意欲的に生活し運動を継続してい
る。
本人担当分：抄録・スライド作成、発表準
備を担当した。
[共同発表者]坂あゆみ、阿部美穂、池田友
子、半田誠、安田真知子、富田耕彬、阿波
邦彦、岩瀬弘明

50．透析患者の転倒危険
因子に関する調査

- 平成26年9月 転倒危険因子に関して検討を行ったので報
告する。
外来透析患者81名に対し、半年間の転倒歴
を調査した。転倒危険因子として年齢、透
析歴、転倒恐怖感、バーセルインデック
ス、外出頻度、日常作業頻度、透析日・非
透析日の臥床時間の７項目とした。
結果、転倒群は24名、非転倒群は57名で、
転倒因子として日常作業頻度が抽出され
た。透析患者の転倒危険因子は日常活動頻
度が低下している者ほど転倒しやすいこと
が示唆された。
本人担当分：統計解析、スライド作成を担
当。
[共同発表者]成瀬綾、辻節子、南出悦子、
宮本和代、荒木陽子、岩瀬弘明、阿波邦
彦、廣川隆一、 安田真知子、富田耕彬

51．COPD患者の心理面に
おける呼吸機能、身体機
能、能力、ADL、QOLの差
の検討

- 平成26年10月 本研究は、COPD 患者の心理的要因として 
HADS を用い不安・抑うつを疑診群と非疑診
群に分類し、それぞれの呼吸機能、身体機
能、身体能力、ADL 能力、QOL への差につ
いて検討することとした。結果、不安得点
の 2 群間比較において、mMRC、SGRQ、CAT 
は疑診群が有意に高く、抑うつ得点の 2 群
間比較においては、SGRQ、CAT、NR-ADL は
疑診群が有意に高かった。また、HADS の不
安における SGRQ のカットオフポイントは 
50.8 点（AUC；0.82）であった。統計解析
を担当した。
本人担当分：統計解析、スライド作成を担
当。
[共同発表者]松枝希見子、今泉裕次郎、堀
江淳、阿波邦彦、池田さやか、小池この
み、梅口仁美、河島通博、林真一郎

第24回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学会学
術集会
（奈良）

第35回滋賀腎・透析研究
会
（滋賀）

第35回滋賀腎・透析研究
会
（滋賀）
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52．COPD患者のISWT終了
時における自覚症状の違
いは、身体機能に差を生
じさせるか?

- 平成26年10月 COPD患者の漸増 Shuttle Walking Test終了
時に息切れ感が強く感じる群と下肢疲労感
が強く感じる群の身体機能などの特性を比
較した。結果、年齢や呼吸機能、呼吸筋
力、ISWT に有意差を認めなかったが、下肢
疲労感優位群は、息切れ感優位群よりも握
力（p＜0.044）、体重比膝伸展筋力（p＜
0.002）、Timed up and go test（p＜
0.014）が有意に低下していた。
本人担当分：統計解析、抄録・スライド作
成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]諸富誠一、古賀秀作、阿波邦
彦、堀江淳、林真一郎

53．胸腔鏡下肺葉切除術
前の高齢者がん患者にお
ける心肺機能と健康関連
QOLとの関係パイロットス
タディ

- 平成27年3月 本研究の目的は、胸腔鏡下肺葉切除術
（VATS）前の肺がん患者における心肺機能
と健康関連QOLとの関係を検証することとす
る。術前肺がん患者は、先行研究と同様に
健康関連QOLは高くはなく、Peak VO2は低下
していた。今回、PCSに関係しているのは
Peak VO2とVE/VCO2 slopeであるが、Peak 
VO2はModel 2～4より、見かけ上の相関であ
る可能性が示唆された。一方で、PCSは年齢
や性別を考慮した状態でもVE/VCO2 slopeと
負の相関を認めた。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、堀江淳、平山善
康、山下直己、伊藤健一

54. 肺癌葉切除例の年齢
の差異による術後身体機
能と健康関連QOL変化の関
係

- 平成27年6月 本研究では、肺癌葉切除術後の身体機能と
健康関連QOLについて、年齢の違いによる術
前、術後、退院後の継時的変化を検討し
た。退院期において手術操作後の肺容量の
減少による%FVCやPeakTVなどの換気量低下
はあるものの、最大運動能力や最大仕事量
としてのPeakVO2/Wt、PeakWRに有意な低下
は認めなかった。疼痛、息切れ、歩行能力
の改善に向けた治療アプローチの効果が、
高齢者の健康関連QOLにいくらかの影響を与
える可能性が期待される。
本人担当分：統計解析を担当した。
[共同発表者]市丸勝昭、堀江淳、阿波邦
彦、林真一郎、光岡正浩

第24回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学会学
術集会
（奈良）

第16回日本健康支援学会
（福岡）

第50回日本理学療法学術
大会
（東京）
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55. 肺癌葉切除例の年齢
の差異による術後身体機
能と健康関連QOL変化の関
係

- 平成27年6月 本研究は、VATSにて肺葉切除を実施した症
例に対し、周術期リハビリテーションを実
施し、身体能力、健康関連QOLが術前から術
後1ヵ月にかけて、どのように変化している
か前向き研究で検証した。VATS前後から術
後1ヵ月にかけて、身体能力および健康関連
QOLの変化を前向きに検証した。結果、呼吸
機能は低下したままだが、運動耐容能は術
後1ヵ月で術前の値まで回復することが示唆
された。しかしながら、健康関連QOLは1ヵ
月では改善できない可能性が示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、平山善康 山下直
己、堀江淳、太田垣あゆみ、松井萌恵、出
見世 真人 佃陽一、伊藤健一

56. 地域在住虚弱高齢者
における二重課題下歩行
トレーニングが身体機
能・身体能力に及ぼす効
果の検証

- 平成27年6月 本研究の目的は、虚弱高齢者に対するDT効
果を身体機能，身体能力、ADLの6ヶ月間の
変化から縦断的に検証することである。研
究デザインは無作為化対照試験とし、研究
のプロトコールは、「通常の理学療法」の
みを実施した群を対照群（n＝15）、「通常
の理学療法」に加え、DTを追加した群を介
入群（n＝15）とした。FIM（合計）、FIM
（運動）、長座位体前屈、障害物歩行、最
速歩行時間は有意な期間の主効果を認めて
おり、ADL、柔軟性、動的バランス、瞬発的
歩行能力の改善にはPTプログラムは有効か
もしれない。しかし、MMSE、FIM（認知）、
老研式活動能力指標、上体起こし回数、握
力、6MWD、%QF、TUG、FR、片脚立位時間は
PTプログラムが有効でない可能性が示唆さ
れた。
本人担当分：統計解析、抄録・スライド作
成を担当した。
[共同発表者]北村智哉、萩原崇、小島宏
志、阿波邦彦、堀江淳

57．下肢荷重力測定にお
ける日常生活動作自立度
判定の基準　訪問リハビ
リテーション利用者での
検証

- 平成27年9月 本研究は下肢荷重力がADLの自立度判定基準
として有用か否かの検証を行った。訪問リ
ハ利用者44名を対象とした結果、カットオ
フは63.1％であった。AUCは0.67-0.73で
あった。これにより、他専門職種や利用者
本人、またはその家族が、利用者のADL自立
度を共通認識できると考えられる。
本人担当分：統計解析、抄録・スライド作
成を担当した。
[共同発表者]窓場勝之、大杉紘徳、阿波邦
彦、村田伸

第5回日本ヘルスプロモー
ション理学療法学会学術
大会
（佐賀）

第50回日本理学療法学術
大会
（東京）

第50回日本理学療法学術
大会
（東京）
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58．閉塞性換気障害ある
　いは拘束性換気障害を
　呈する地域在住高齢者
　の身体機能の特徴

- 平成27年9月 本研究の目的は、地域在住高齢者における
閉塞性換気障害と拘束性換気障害の優勝率
を明らかにし、正常群を含む3軍艦の身体機
能を比較検証することである。128名を対象
とした結果、正常群は66.7％、閉塞性換気
障害軍は11.7％、拘束性換気障害群は
19.1％であった。群間比較において有意差
は認めなかった。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、村田伸、堀江淳、
岩瀬弘明、政所和也、八谷瑞紀、久保温
子、平尾文、伊藤健一、上城憲司

59．閉塞性換気障害なら
びに拘束性換気障害を有
する未診療地域在住高齢
者の身体機能的特徴

- 平成27年10月 本研究は、閉塞性換気障害ならびに拘束性
換気障害を有する未診療地域在住高齢者の
身体機能的特徴を検証することを目的とし
た。地域在住高齢者270名に対し、身体機能
や呼吸機能などを計測し、年齢と性別を共
変量とした共分散分析で検証した結果、拘
束性換気障害群は身体機能の一部が低下し
ている可能性が示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、村田伸、白岩加代
子、安彦鉄平、窓場勝之、伊藤健一、堀江
淳

60．高齢者の認知機能低
下に関連する身体・精神
機能の検討　地域在住高
齢者を対象とした1年間の
縦断調査

- 平成28年3月 本研究の目的は、地域在住高齢者の1年後の
認知機能低下にかかわる身体・精神機能を
明らかにすることである。対象は123名で
あった。結果、1年間の追跡機関で認知機能
が低下した対象は35名であり、ベースライ
ンのTUG、足把持力の成績が悪くMMSEが高い
ものが経過することが示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析を担当
した。
[共同発表者]大杉紘徳、村田伸、白岩加代
子、安彦鉄平、阿波邦彦、窓場勝之、堀江
淳

61．気道閉塞別にみた地
　域在住高齢者の身体・
　認知機能の差異閉塞性
　換気障害群、COPDに
　分類できない分類不能
　群と正常群における
　比較

- 平成28年3月 本研究の目的は、地域在住高齢者を気道閉
塞別に分類し、身体および認知機能の差異
について検討することとした。対象は、体
力測定会で地域在住高齢者252名とした。3
群間における各測定項目の比較では、分類
不能群は、予測比努力性肺活量が他2群より
も有意に低下していた。また、体脂肪量が
閉塞性換気障害群よりも有意に多かった。
しかし、身体および認知機能において、分
類不能群は他2群と有意差は認められなかっ
た。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、村田伸、堀江淳、
安彦鉄平、大杉紘徳、白岩加代子、窓場勝
之

第5回日本ヘルスプロモー
ション理学療法学会学術
大会
（佐賀）

第25回日本呼吸ケア・リ
ハビリテーション学会学
術集会
（東京）

第17回日本健康支援学会
（愛知）

第17回日本健康支援学会
（愛知）
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62．地域在住高齢女性に
おける疼痛の部位数と身
体・認知・精神心理機能
の差異

- 平成28年3月 本研究の目的は地域在住高齢女性を対象に
疼痛の部位数と身体、認知、精神心理機能
の関連について検討することとした。対象
は241名であった。疼痛の部位数が1か所の
高齢者はと通のないものと同等の身体機能
を有しているものの主観的健康感が低下し
ていることが明らかになった。そのため、
身体的なアプローチだけでなく、ストレス
マネジメントなども必要であると考える。
本人担当分：データ収集、統計解析を担当
した。
[共同発表者]安彦鉄平、村田伸、阿波邦
彦、大杉紘徳、白岩加代子、堀江淳、窓場
勝之

63．長下肢装具を作成し
た脳卒中患者の在宅復帰
率と身体的特徴の検討

- 平成28年3月 本研究は長下肢装具を処方された患者が、
その後、短下肢装具へと移行できたか否か
に着目し、移行できなかった患者の転機先
を示すともに、そのリハ開始時の機能的特
徴を明らかにする。結果、長下肢装具から
短下肢装具へと移行できなかった群は、移
行できた群よりも在宅復帰率が低く、入院
時の機能障害の程度やADLが低いことが示さ
れた。
本人担当分：統計解析を担当した。
[共同発表者]窓場勝之、大杉紘徳、阿波邦
彦、村田伸

64． 特異的運動耐容能を
呈するCOPD患者の呼吸リ
ハビリテーションにおけ
る変化特性についての検
証

- 平成28年5月 本研究は、COPD患者の1年間の縦断的分析か
ら、呼吸リハビリテーションにおける変化
の特性を多施設共同の前向きコホート研究
で明らかにすることを目的とした。COPD患
者294例のうち、1年間、呼吸リハビリが継
続できた49例とした。呼吸リハビリに関す
る1年間の効果は、特異的運動耐容能を有す
るCOPD患者では、多くの指標において変化
に乏しく、現状維持が呼吸リハビリの目標
となるのかもしれない。
本人担当分：統計解析を担当した。
[共同発表者]堀江淳、白仁田秀一、阿波邦
彦、林真一郎

第17回日本健康支援学会
（愛知）

第51回日本理学療法学術
大会
（北海道）

第17回日本健康支援学会
（愛知）
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65． 肺がん患者の健康康
関連QOLと身体能力の術後
回復過程

- 平成28年5月 本研究の目的は、胸腔鏡下肺葉切除術（以
下、VATS）で肺葉切除を施行された症例の
術後3カ月間における身体能力、健康関連
QOLの縦断的変化を明らかにすることとし
た。反復測定共分散分析の結果、術後1ヵ月
後に有意に低下したのは、呼吸機能、握
力、SF-36 PCS、SF-36 RCSであった。呼吸
機能とSF-36 PCSの術後3ヵ月後は術前より
も有意に低下していた。TUG、Peak VO2、
SF-36 MCSは各時点において有意差を認めな
かった。また、各群におけるSF-36の変化で
は、運動耐容能の低い群が術後優位に低下
していた。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、平山善康、山下直
己、堀江淳、太田垣あゆみ、松井萌恵、出
見世真人、佃陽一、伊藤健一

66. 長下肢装具のカット
ダウンにおける身体機能
要因の検証

- 平成28年5月 本研究では、カットダウンに影響する身体
機能要因を明らかにすることを目的とし
た。本研究は後ろ向き研究として平成21年
から平成27年までにA病院に入院し、KAFOを
作成した脳卒中患者43名（年齢74.2±12.2
歳）の情報を調査した。入院直後のFIMに影
響する身体機能要因と、カットダウンした
か否かに影響する身体機能要因は，ともに
SIAS下位項目が抽出された。
本人担当分：統計解析を担当した。
[共同発表者]窓場勝之、大杉紘徳、阿波邦
彦、岩瀬弘明、村上貴士、東智里

67. 血液透析患者におけ
るADL困難感に関連する要
因の検証

- 平成28年5月 本研究は、ADL困難感を測定可能である透析
患者移動動作評価表（以下、ADL評価表）を
用いてADL困難感に影響を及ぼす身体機能を
横断的に検討した。対象は、研究の参加の
同意が得られた当院透析センター通院中の
血液透析患者58名（男性38名、女性20名、
平均年齢68.1±10.5歳、BMIは20.9±2.9）
とした。ADL評価表は%膝伸展筋力、SPPB合
計点、立位バランス、，起立・着席、4m歩
行、起立・着席時間、歩行時間と有意な相
関関係が確認された。さらにADL評価表を従
属変数とした重回帰分析において起立・着
席時間、歩行時間、が影響因子として抽出
された（R2=0.297，p＜0.001）。
本人担当分：統計解析、考察指導を担当し
た。
[共同発表者]田中宇大、小林光子、山田優
美子、辻博子、阿波邦彦

第51回日本理学療法学術
大会
（北海道）

第51回日本理学療法学術
大会
（北海道）

第51回日本理学療法学術
大会
（北海道）
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68. 地域在住虚弱高齢者
における二重課題下歩行
トレーニングが身体機
能・身体能力に及ぼす効
果の検証

- 平成28年5月 本研究は、12ヶ月間の縦断的な検証によ
り、要介護高齢者に対するDTの効果を認知
機能、身体機能、ADLから明らかにすること
を目的とした。
統計解析、考察指導を担当した。対象は通
所リハビリテーションを利用し、12ヶ月間
の縦断調査が可能であった要介護高齢者23
名であった。老健式活動能力指標（p＜
0.05）において交互作用を認め、介入後の
介入群で対照群よりも有意な高値を示し
た。DTは社会適応能力の改善に有用である
可能性が示唆された。
本人担当分：統計解析を担当した。
[共同発表者]北村智哉、萩原崇、阿波邦
彦、大杉紘徳、堀江淳

69．肺がん患者の術前に
おける歩行テストの臨床
意義

- 平成28年10月 本研究の目的は、肺がん患者の術前におけ
る歩行テストの臨床意義を身体機能および
健康関連QOLとの関係から検証することであ
る。歩行テストは身体機能および健康関連
QOLの身体機能に関わる領域と有意な相関を
認め、影響する指標であった。加えて術後
1ヵ月後の健康関連 QOL と有意な相関を認
めたことにより、術前における歩行テスト
は健康関連QOLの観点からも臨床上意義のあ
る評価指標であることが示唆された。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]阿波邦彦、堀江淳、内藤紘
一、平山善康、太田垣あゆみ、松井萌恵、
田中宇大、小池初慧、山下直己、伊藤健一

70．高齢者における筋力
の非対称性と身体動揺性
の関係

- 平成28年10月 本研究は、地域在住高齢者を対象に、膝伸
展筋力、足把持力、握力の非対称性と歩行
時の身体動揺性との関係性を検討すること
とした。結果、足把持力の非対称性は歩行
時における身体動揺性との間に有意相関を
認めた。一方、膝伸展筋力および握力の非
対称性は、歩行時における身体動揺性との
間に有意相関を認めなかった。また、身体
動揺性を増大させる足把持力の非対称性の
カットオフ値は23.5％であった。
本人担当分：データ収集、統計解析を担当
した。
[共同発表者]幸田仁志、甲斐義浩、村田
伸、大杉紘徳、阿波邦彦、福本貴彦、今北
英高

第6回日本ヘルスプロモー
ション理学療法学会学術
集会
（広島県）

第6回日本ヘルスプロモー
ション理学療法学会学術
集会
（広島県）

第51回日本理学療法学術
大会
（北海道）

リハ－366



71. 地域高齢者の認知機
能低下に影響する要因の
検討

- 平成29年5月 本研究では、2年間の縦断調査から、地域高
齢者の認知機能低下に影響する要因を、身
体機能と抑うつ状態に着目して明らかにす
ることとした。対象はにMMSEが28点以上
で，認知機能障害がないと判断された78名
とした。低下群、維持群の2群間で各測定値
を比較した結果、抑うつ傾向の有無で有意
差を認め、低下群では2014年時点に抑うつ
傾向を有している者の割合が有意に高かっ
た（P＜0.05、低下群44%、維持群17%）。ロ
ジスティック回帰分析の結果、認知機能低
下の有無に関わる要因として有意であった
のは抑うつ傾向の有無のみであり、オッズ
比は8.89だった（95%信頼区間；1.55-
51.10、P=0.014）。
本人担当分：データ収集を担当した。
[共同発表者]大杉紘徳、村田伸、白岩加代
子、安彦鉄平、阿波邦彦、窓場勝之、岩瀬
弘明、内藤紘一、堀江淳

72. Characteristics of 
Physical and Mental 
Function in Community 
Dwelling Elderly  Women 
with Pain
（痛みを伴う女性地域在
住高齢者における身体
的・精神的機能の特徴）

- 平成29年5月 本研究の目的は、地域在住高齢女性と疼痛
の有無との機能的差異を調査することで
あった。
データ収集を担当した。対象は186名の高齢
女性であった（平均年齢：72.5歳、SD：
5.9）。 痛みのないグループと比較して、2
つ以上の痛みを伴う領域を有するグループ
では、主観的な健康の満足度が低下した。 
睡眠の質は、痛みのない群よりも中程度の
痛みを伴う群で痛みが減っていた。
[共同発表者]Teppei Abiko、Shin Murata、
Hironori Ohsugi、Katsuyuki Madoba、Kunihiko 
Anami、Kayoko Shiraiwa、Jun Horie

73. 肺がんサバイバーの
術後QOLを予測する術前心
肺運動負荷試験

- 平成30年3月 本研究は、胸腔鏡下肺葉切除術後1カ月時に
体の痛みを訴える肺がんサバイバーの心肺
機能の変化や手術関連情報、併存疾患など
から、その特徴を検証することを目的とし
た。肺がんサバイバー35名を対象に、呼吸
機能、筋力、心肺運動負荷テスト、疼痛指
標を測定した。結果、疼痛低下群と疼痛不
変群に分け、術前データを比較したとこ
ろ、両群間に有意な差は認められなかった
ため、術後疼痛を誘発するであろう対象者
を予測することは困難であった。一方、疼
痛低下群は運動耐容能の指標が有意に低下
することが明らかとなった。
本人担当分：データ収集、解析、考察を担
当した。
[共同発表者]阿波邦彦、堀江淳、平山善
康、山下直己、伊藤健一

第52回日本理学療法学術
大会
（北海道）

第52回日本理学療法学術
大会
（北海道）

第19回日本健康支援学会
学術大会
（京都）
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74. 地域高齢者の最速歩
行速度と下肢筋力の非対
称性との関係について

- 平成30年3月 本研究は地域在住高齢腰痛者16名の疼痛軽
減あるいは疼痛既往者9名の再発予防を目的
に、腰痛の危険因子の一つである脊柱のア
ライメントに着目した腰痛予防・改善教育
プログラムを実施し、その効果について検
証した。結果、腰痛群は介入前に比べ介入
後では痛みの程度を示すVASが有意に改善し
たが、下肢筋力は有意に減少した。一方、
腰痛既往群では介入前に比べ介入後に破局
的思考が有意に高まった。
本人担当分：データ収集、解析を担当し
た。
[共同発表者]幸田仁志、甲斐義浩、村田
伸、阿波邦彦

75. 腰痛者および腰痛既
往者に向けた不良姿勢に
対する介入効果の検証

- 平成30年3月 本研究は地域在住高齢者85名を対象に膝伸
展筋力と足趾把持力、握力の非対応性を測
定し、歩行速度との関係性について検証し
た。結果、歩行速度に影響する要因とし
て、足趾把持力の非対称性、足趾把持力の
最大筋力、CS-30が抽出された。地域高齢者
の済足歩行速度には、足趾把持力の最大筋
力のみならず、その非対称性が影響してい
ることが示された。
本人担当分：データ収集を担当した。
[共同発表者]安彦鉄平、村田伸、岩瀬弘
明、佐藤節子、 茅原太郎、窓場勝之、阿波
邦彦

76. 呼吸器外科術後1ヵ月
時に体の痛みを訴える肺
がんサバイバーは心肺機
能が低下している

- 平成30年7月 本研究の目的は、肺がん患者の胸腔鏡下肺
葉切除術前後における心肺運動負荷試験や
QOLの変化を調査し、術後QOLを術前心肺運
動負荷試験から予測できるか検証すること
である。腔鏡下肺葉切除術を受けた35名を
対象に、QOLはSF-36を用いて、呼吸代謝能
は心肺運動負荷試験と呼吸機能検査を用い
て測定した。結果、縦断的変化では呼吸機
能とQOLは有意に低下した。心肺運動負荷試
験はpeak VO2とpeak Loadが有意に減少した
が効果量は小さかった。そして、術後のQOL
の大小に関する心肺運動負荷試験結果をROC
曲線で解析した結果、中等度以上の正確性
を有するのは，peak VO2であった。
本人担当分：データ収集、解析、考察を担
当した。
[共同発表者]阿波邦彦、堀江淳、平山善
康、山下直己、大杉紘徳、伊藤健一

第19回日本健康支援学会
学術大会
（京都）

第55回日本リハビリテー
ション医学会学術大会
（福岡）

第19回日本健康支援学会
学術大会
（京都）
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77. 外来COPD患者におけ
る全身持久力改善群と非
改善群の特性比較

- 令和元年5月 外来リハビリテーションにおいてISWTが48m
以上改善した群（13例）と改善しなかった
群（23例）の特性を調査した結果、体重比
膝伸展筋力、LSA、MNA-SFは期間の主効果を
認めたが交互作用は認めなかった。交互作
用を認めたのはHADS（不安）とSGRQであ
り、HADS（不安）では、改善群が有意な改
善を認めたのに対し、非改善群は有意な変
化を認めなかった。SGRQでは、改善群、非
改善群ともに有意な改善を認めた。
本人担当分：解析、考察を担当した。
[共同発表者]松本雄次、阿波邦彦、宮副孝
茂、山田穂積、古賀義行、林真一郎、はが
くれ呼吸ケアネット

78. 肺葉切除術前の肺が
んサバイバーにおけるヘ
ルスリテラシーと健康関
連QOL、身体機能との関連

- 令和2年3月 胸腔鏡下肺葉切除術を行う肺がんサバイ
バーの術前のHLと身体機能・健康関連QOLと
の関係を検証した。腔鏡下肺葉切除術を受
けた21名を対象に、FCCHL、身体機能、SF-
12を測定した。結果、術前肺がんサバイ
バーにおいて、3つのHLおよび全体HLは健康
関連QOLの尺度であるSF-12の身体機能や日
常役割機能、活力などと関連することが明
らかとなった。
本人担当分：データ収集、解析、考察を担
当した。
[共同発表者]阿波邦彦、島雅晴、池田聖
児、吉川正起、鈴木昌幸、伊藤公美子、木
下翔太、小菅友里加、中橋玲那、田中太
晶、岡見次郎、堀江淳

79. 地域在住高齢者にお
ける歩行速度とヘルスリ
テラシーの関連

- 令和2年3月 地域在住高齢者の歩行速度とヘルスリテラ
シー、年齢や身体機能との関連を検証し
た。対象は地域在住高齢者255名とした。結
果、歩行速度に影響する要因に年齢、身
長、CCHL、CS-30が抽出された。歩行速度に
年齢や身長、身体機能だけでなく、ヘルス
リテラシーが独立して影響することが示唆
された。
本人担当分：データ収集、解析、考察を担
当した。
[共同発表者]阿波邦彦、村田伸、岩瀬弘
明、白岩加代子、安彦鉄、合田明生、中野
英樹、野中紘士、堀江淳

「国際会議」

第56回日本リハビリテー
ション医学会学術大会
（兵庫）

第21回日本健康支援学会
年次学術大会
（沖縄）

第21回日本健康支援学会
年次学術大会
（沖縄）
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1．Prediction of incremental 
shuttle walking test in 
patients with COPD
（COPD患者における漸進
的シャトルウォーキング
テストの予測）

- 平成25年9月 本研究の目的は、COPD患者を対象に実施時
間や限られたスペースで漸増シャトル
ウォーキングテスト予測式を作成すること
とした。対象は安定しているCOPD患者115名
とした。対象は安定しているCOPD患者115名
とした。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]Kunihiko Anami、Yosiyasu 
Hirayama、Naoki Yamashita、Naoki 
Yamashita、Yoichi Tsukuda、Jun Horie

2．Relationships between  
changes in the  respiratory 
distress  level of COPD 
patients undergoing a six- 
minute walking  distance 
test, their  physical 
functions,  and exercise 
capacity
（6分歩行距離試験を受け
たCOPD患者の呼吸窮迫レ
ベルの変化、その身体機
能および運動能力の関
係）

- 平成25年9月 研究の目的は、6MWD試験後の呼吸苦痛レベ
ルの変化が、身体機能、運動能力、ADL、お
よび健康関連QOLに及ぼす影響を調べること
とした。被験者は、呼吸器リハビリテー
ションを受けていた安定期の181人のCOPD患
者（男性167人、女性14人、平均年齢73.3±
9.4歳）であった。結果、呼吸困難に影響を
与える因子として6MWDのみが抽出された。
本人担当分：データ収集、統計解析を担当
した。
[共同発表者]Jun Horie、Kunihiko Anami、
Masahide Tanaka、Shin-ichiro Hayashi

3．Video-assisted  
throracoscopic surgery 
decrease the physical 
performances of lung  cancer 
patients: shortterm 
prospective study
（ビデオ支援胸腔鏡手術
は、肺癌患者の身体的能
力を低下させる：短期前
向き研究）

- 平成26年9月 研究の目的は、肺癌患者における身体パ
フォーマンスや精神機能へのVATSの短期的
効果を明らかにすることとした。18名を対
象とし、術前と術後を比較した。結果、
VATSは短期的には身体機能を低下させるた
め、術後のリハビリテーションが必要であ
る。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]Kunihiko Anami、Yosiyasu 
Hirayama、 Naoki Yamashita、Naoki 
Yamashita、Yoichi Tsukuda、Jun Horie

European Respiratory 
Society
Annual Congress 2013
（バルセロナ）

European Respiratory 
Society
Annual Congress 2013
（バルセロナ）

European Respiratory 
Society
Annual Congress 2014
（ミュンヘン）
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4．Changes in the  physical 
functions  and health-related  
quality of life of  elderly 
patients  with lung  cancer 
undergoing  video-assisted 
   thoracoscopic surgery
 （ビデオ支援胸腔鏡
　手術を受けている肺
　癌高齢患者の身体機
　能と健康関連QOLの
　変化）

- 平成27年9月 研究の目的は、肺癌を有する高齢患者にお
ける身体機能とHRQOLに対するVATSの影響を
明らかにすることであった。30名を対象と
し、術前と術後1ヶ月を比較した。結果、
VATSは努力肺活量は低下し、Peak VO2は1ヶ
月後に術前値に回復した。一方HRQOLは大幅
にVATS後に減少し、有意な改善が認められ
なかった。
本人担当分：データ収集、統計解析、抄
録・スライド作成、口頭発表を担当した。
[共同発表者]Kunihiko Anami、Yosiyasu 
Hirayama、Naoki Yamashita、Naoki 
Yamashita、Jun Horie、Kenichi Ito

5．Validity and intra- class 
reliability of  spirometry 
using a  mask instead of a  
mouthpiece
（マウスピースの代わり
にマスクを用いた肺活量
測定の有効性とクラス内
信頼性）

- 平成28年9月 研究の目的は、マウスピースの代わりに
フェイスマスクを使用して肺機能検査を行
い、結果の妥当性と信頼性を検討すること
とした。結果、有効性と信頼性を確認し、
フェイスマスクを使用することが可能であ
るとこを示唆した。
本人担当分：統計解析を担当した。
[共同発表者]Kenichi Ito、Koji Nonaka、
Shohei Takeda、Takeshi Nishikawa、Kunihiko 
Anami、 Jun Horie、Morihiro Tsujishita、
Hirobumi Kawamura

「科学研究費補助金取得
状況」

科学研究費補助金
若手研究B

〔研究費〕

- 平成25年4月
～

平成28年3月

課題名「健康関連QOLに着目した、新たな肺
がん葉切除術前後のがんリハビリテーショ
ンの開発」

研究経費:3,300千円（直接経費）
研究経費:990千円（間接経費）
＜研究概要＞
肺がん葉切除術前後の健康関連生活の質
（QOL）が変化する要因を分析し、がんリハ
ビリテーションが肺がん葉切除術後の身体
機能や健康関連QOLに及ぼす効果を検討し
た。研究参加者は胸腔鏡下肺葉切除術が施
行され、術後12週間の縦断調査が可能でっ
た36名とした。結果、身体機能、健康関連
QOLは術後1週後に有意な低下を認めたが、
術後4週後から術後12週後にかけて、身体機
能、健康関連QOLは有意に改善した。しかし
ながら、健康関連QOLは術前よりも有意に低
下していた。これらの結果から、身体能力
を維持・向上させるだけでは健康関連QOL対
策としては不十分であることが示唆され
た。

（共同研究者）
セッティング調整：堀江 淳
調査測定：平山 善康
リクルート協力：山下 直己
研究指導：伊藤 健一

日本学術振興会

European Respiratory 
Society
Annual Congress 2015
（Amsterdum）

European Respiratory 
Society
Annual Congress 2016
（ロンドン）
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大阪ガス研究助成 - 平成28年4月
～

平成29年3月

課題名「高齢肺がん患者の術前後における
呼吸代謝能評価スケールの開発」

助成額：700千円
＜研究概要＞
高齢肺がん患者のVATS前後において、呼吸
機能と健康関連QOLは有意に低下した。ま
た、術後健康関連QOLは術前の呼吸代謝能と
有意な相関を認めたが、呼吸機能、筋力、
歩行能力とは有意な相関を認めなかった。
そこで、術後のQOLの大小に関するカットオ
フをROC曲線で解析し、活用が期待できる
カットオフが算出された。

（共同研究者）
セッティング調整：堀江 淳
調査測定：平山 善康
リクルート協力：山下 直己
データ解析：大杉 紘徳
研究指導：伊藤 健一

科学研究費補助金
若手研究B

〔研究費〕

- 平成29年4月
～

現在に至る

課題名「術後の健康関連QOLの早期回復を目
的とした肺がん患者教育プログラムの開
発」

研究経費:3,200千円（直接経費）
研究経費:960千円（間接経費）
＜研究概要＞
我々は以前、肺がん外科的手術後の患者の
健康関連QOLを術前の状況まで回復するのに
3ヵ月以上を要することを明らかにした。
そこで本研究は、肺がん患者の術前と術後
における身体・認知・健康関連QOL・ヘルス
リテラシーを客観的に評価し、健康関連QOL
の回復遅延要因を明らかにし、新たな肺が
ん患者教育プログラムを作成することを目
的としている。現在、肺がん葉切除術を受
ける研究参加者の身体機能・健康関連QOL・
ヘルスリテラシーを客観的に調査し、術後
における健康関連QOLの回復遅延要因を前向
き研究などによって検討しているところで
ある。
（共同研究者）
セッティング調整：堀江 淳
調査測定：池田 聖児、島 雅晴、鈴木 昌
幸、加藤 祐司、伊藤 久美子
リクルート協力：岡見 次郎

大阪ガスグループ福祉財
団

日本学術振興会
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和  2 年   �月   3�日

氏名 藤田 信子 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

加齢運動制ᚚ ⬻⾑流動態 ⑊痛 ጼໃ調⠇ 高齢者 認知機能 ⬻機能 線維筋痛症 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

平成 23 年 4 月～平成

25 年 3月 

大阪行岡リハビリテ

ーション専門学校 

平成 25 年 4 月～平成

31 年 3月 

大阪行岡医療大学 

「神経障害評価法」では、基礎知識の理解度を確認

するために授業内で国家試験問題を用いたり、授業

開始毎に復習小テストを行った。検査技術ではグル

ープによる実技練習を行わせた後に発表形式で意見

交を実施した。授業評価は筆記試験、およびオス

キーを基本とした実技テストを実施し、知識と検査

技能の総合評価を行った。 

「日常生活活動学」では ADL 評価についての知識と

実技指導の総論の講義を行った。またグループ単位

で㌴᳔子や᮫などを用いた模擬生活体験を学外の環

境の中で実施し、生活に必要とされる身体・認知機

能と動作能力の関連性について῝く考慮できるよ

う、グループ間で発表や討論を実施した。 

「運動学」では解๗学を基┙に身体のጼໃおよび動

作を理解することを目的に、各関⠇の制ᚚ機構や動

きに関わる筋⫗の働き、歩行分析やጼໃの分析につ

いてエビデンスに基づき講義した。特に、歩行に必

要とされる関⠇運動や筋収縮について興味を持ち理

解を進めるため歩行カードを作成、学生同士でカー

ドを組み合わせるアクティビティを取り入れた。 

「臨床運動学」では疾患を持つ患者の異常なጼໃや

動作のメカニズムを、運動学的考察に加え、運動力

学的考察やጼໃ反射的考察など多ゅ的な側面から理

解することを目的に、グループで行う動作観察や床

反力計等を用いた測定実習を授業に取り入れた。具

体的には立ち上がり動作や立位、ジャンプ動作を筋

㟁図、床反力計等の機ჾで計測を行わせ、その結果

と考察をレポート作成させ、学生に能動的な学習習

慣を定着できるよう工夫した。 

「中ᯡ神経理学療法」では活Ꮠで理解が困難な疾患

のイメージを視覚的に捉えることで理解度を高める

ことを目的に市㈍の動画教材を用いて病態の理解を

῝めたり、動作観察のレポート作成を行った。講ᗙ

の後半ではペーパーペイシェントを用いて障害を把

握するための手技やプログラムの立案をグループで

行った。学生が能動的に⬻⾑管障害患者の問題に取

り組むጼໃや態度を学ぶために、学生同士の発表会

や討論会も実施した。 

「卒業ࢮミ」では、研究の目的や方法、論文の読み

方を講義し、研究手法や結果のまとめ方の実際を体

験させた。担当グループの研究テーマは以下の通り

である。一期生「᳝間ᯈヘルニア症例の分析」、二

期生「高齢者の㌿ಽの内的要因と㌿ಽ予防対策に関

する文献調査」、三期生「二重課題動作時の運動課

題の㏿度の違いが前㢌前野の⬻⾑流量に及ࡰす影

響」、ᅄ期生「スマホ操作がステップ動作の premotor 

time にえる影響について」、五期生「n-back 課題

介入が⑊痛ᢚ制と⬻活動にえる影響」「健常若年

者に対する心的回㌿課題の介入が㋃み出し動作反応

時間に及ࡰす影響」。なお、五期生の「n-back 課題

介入が⑊痛ᢚ制と⬻活動にえる影響」は、ࢮミの
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代表者が保健医療学学会第 9 回学術集会で発表を行

い、学会奨ບ㈹を受㈹した。 

「臨床体験実習」「臨床評価実習」「臨床総合実習

Ⅰ」「臨床総合実習Ⅱ」では実習前、実習期間中、

実習終了時に少なくとも 3 回以上の学生面談を実施

し、常に学生の実習に対する不安や悩み、心配事の

相談を受けた。また実習前、および実習中に実習指

導者と少なくとも 2 回以上の面談を行い、実習の様

子や学生が直面している問題など情報収集を行っ

た。学生と実習指導者がスムーズな人間関係を形成

し良好なコミュニケーションが取れるよう心がけ、

学生が臨床現場で十分な知識と技術が体得し有意義

な実習が実現できるようດめた。 

平成31年4月～令和2

年 3月 

奈良学園大学 

「早期体験実習」では担当学生と実習指導者に実習

前、実習後に個別に面談した。早期体験実習中は学

生に㝶行し実習中の行動を管理するとともに、実習

指導者の補助、補を行った。 

「基礎ࢮミⅡ」では担当学生 5名の興味をもったテ

ーマ「ASD」について、病態、分類、リハビリテーシ

ョン、社会的課題について文献調査し発表を行った。 

２ 作成した教科書，教材 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

４ 実務の経験を有する者についての特記

５ その他 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 

理学療法士免許（厚生労働省） 昭和 60 年 4月 第 13798 号 

学士（文学） 平成 12 年 3月 ష教大学（第 51336 号） 

修士（学術） 平成 20 年 9月 神戸大学大学院人間発達環境学研究科（第 871 号) 

博士（学術） 平成 24 年 3月 神戸大学大学院人間発達環境学研究科（第 981 号) 

２ 特許等 

３ 実務の経験を有する者についての特記 神戸大学大学院人間発達環境学研究科 大学院 GP

プロジェクト（文部科学省 Good Practice） 

”㌿び八起き”エクササイズ教室において、応ເ

して下さった地元住Ẹの方を対象に、運動指導、運

動機能検査、分析を行い、検査の結果報告、発表等

を行った。また、神戸大学と学術交流を行っている

西オーストラリア大学の応用生理学学科との研究会

では、現在行っている研究の発表を行った。 

平成 20 年 6月～9月 

平成 21 年 2 月～平成

23 年 3月 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 謝野町役

場保健課との共同プロジェクト ”足からつくる健

康プロジェクト” 

足㊑の把持機能や㠐のインソールが中高年の運動習

慣や日常生活活動範囲に影響していると考えられ

る。そこで、3 か月間の運動習慣と適正なインソー

ルの使用による介入の中で、介入前後の効果判定を

行うために、運動機能、認知機能、生活活動範囲な

どの検査を行った。インソールの介入により、歩行

能力、運動機能、認知機能の改善が見られたが、介

入後の効果の継続については今後の課題となった。 

平成28年4月～令和2

年 3月 
科学研究㈝助成事業（学術研究助成基金助成金）基

┙研究 C（課題␒号 16K09002）研究課題「線維筋痛

症患者に対する運動療法の効果の検証：⬻内ネット

ワークの変化を指ᶆとして」

研究代表者：藤田信子、研究概要：線維筋痛症患者

に運動療法を行い、日常生活での活動量を増やすこ

とが、㙠痛やᢠうつに効果があることが注目されて

いる。この効果についての科学的検証とメカニズム
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の検討は未だ十分でない。本研究では、線維筋痛症

患者に 3週間の入院による有㓟素運動を中心とした

運動療法を行い、日常生活活動量や╧╀の変化をモ

ニター、また質問紙による「痛み」「うつ」「╧╀」

の評価を行った。また、⬻機能変化の指ᶆとして、

fNIRSの計測とfMRIのീにより⬻内のネットワー

クの変化と運動療法の関連性を明らかにすることを

目的とした。令和 2年 3月までに 13 名の患者に対し

て 3週間の運動療法の効果を検証するために、治療

介入前後において、MRI ീ、運動能力、生活 QOL、

fNIRS の計測、心理面でのアンケート等を実施した。

研究の成果や報告については、日本ペインリハビリ

テーション学会、線維筋痛症学会で発表、また日本

臨床と理学療法科学でも論文発表した。 

４ その他 

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

（著書） 

1 ㌿び八起きを目指した

健康づくり 

共著 平成 23 年 5月 プレアデス出版 全ての人々が「健康寿」を延ばし老

後の生活の質をあげるアクティブ・エ

イジングのために、運動機能・認知機

能・体操・ᩆ急処置・㠐の処方等の知

識を一般読者のために解説。本人担当

部分：㸺第 3 章 老化と認知機能㸼本

邦の認知症の状況と原因や症状につい

ての知見、及び認知症の予防について、

特に MCI に関する研究結果を紹介する。

認知機能の低下と㌿ಽとの関係につい

ての知見を紹介するとともに、現在提

ၐされている㌿ಽ予防法を認知機能の

観点から説明した。  

著者:岡田修一、原田（藤田）信子、根

来信也、ᱜ井寿美 

掲載担当：p.34～51 

（学術論文） 

1．Age-d differences in 

stepping response when 

stepping onto a known soft 

surface under dual task

（二重課題動作が高齢者の

ᰂらかい床面へのステップ

動作にえる影響） 

（査読付） 

（筆㢌論文） 

共著 平成 22 年 5月 Current Gerontology  

and Geriatric Research 

Vol.2010 pp.1～6 

歩行中に目の前にバランスをᔂすと推

測されるものがあると、高齢者は若年

者とは違う㌿ಽ防ᚚストラテジーをと

りながら歩行する。本稿では高齢者が

二重課題を行いながら、目の前のᰂら

かいマット上をステップ動作する場合

のጼໃ調整ストラテジーの違いを若年

者と比較検討した。

著 者 ： ۔ Nobuko Harada(Fujita), 

Shuichi Okada, Shinya Negoro   
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2. 二重課題を伴った高齢

者の動的立位ጼໃ調整能

（査読付）

（博士論文）

（その他）

単著 平成 24 年 3月 神戸大学 注意要求の増加が高齢者の動的立位ጼ

ໃ調整能に及ࡰす影響を解明し、高齢

者の㌿ಽの原因をバイオメカニズムの

観点から明らかにすることを目的とし

た。論文では国内外で発表されている

高齢者の注意や認知能力に関する知

見、高齢者の認知機能と身体能力の関

連性、㌿ಽ経験者の歩行機能に関する

知見など、これまでの研究内容を精査

した。高齢者の注意能力を伴う身体活

動にみられる特有のᡓ␎的ጼໃ制ᚚを

バイオメカニズム的手法を用いて明ら

かにするために、4つの研究課題を検討

した。研究では高齢者の身体機能面か

らだけでなく，ጼໃ課題の難᫆度や床

面の安定性など環境要因の影響につい

ても検討した。総括では、㌿ಽ予防を

目ᶆとした高齢者に対する二重課題時

の動的立位ጼໃ調整能を向上させる具

体的な方策について論じた。論文は緒

言、文献研究、本研究の目的、4つの研

究課題、総括から構成されている。 

（A4 全 103 頁） 

3.Age-related

differences in postural

control associated with

progression from a

dynamic to a static during

serial stepping in

dual-task condition（二重

課題を伴う連続ステップ動

作時の高齢者が示す動的か

ら静的ጼໃ制ᚚ）

（査読付）

（筆㢌論文）

共著 平成 26 年 3月 大阪行岡医療大学紀要 

第 1号 pp.19～24 

注意要求課題を伴って動から静への

心的動作を行う時の高齢者のጼໃ調⠇

を若年者と比較検討した。高齢者は二

重課題を課されたとき、ステップ開始

し加㏿するときの㏿度が減㏿し、ステ

ップ終了後には COP 総㌶㊧長が減少し

た。これらのことから、高齢者はጼໃ

調⠇がより難しくなる場面において注

意の容量が増加すると、若年者とは異

なるバランスの適応ᡓ␎を利用するこ

とが明らかになった。 

著 者 ： ۔ Nobuko Harada(Fujita), 

Shuichi Okada 

4. 二重課題を伴った階段

㝆下動作が高齢者のጼໃ調

⠇に及ࡰす影響

（査読付）

（筆㢌論文）

共著 平成26年10月 日本職業⅏害医学学会

誌 第 62 巻 5 号 

階段㝆下動作において二重課題動作を

行う時の高齢者の立位ጼໃ調⠇を若年

者と比較検討した。高齢者は二重課題

動作時に階段㝆下時間を延長させ、ま

た最終段の床面着地時には下⭣筋の筋

活動量を少なくし、共同収縮率を低く

した。また、階段着地後には高齢者の

COP 動ᦂが増加した。このことから、高

齢者が階段㝆下動作で最も注意配分の

影響を受けるのは連続動作からṆす

るときであることが示၀された。 

著者：۔原田（藤田）信子、大澤ഔ、

岡田修一 
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5. 地域在住高齢者におけ

る 6 か月間のウォーキング

プログラムが体力と㛢眼時

の歩行にえる影響

共著 平成 28 年 1月 ヘルスプロモーション

理学療法研究   5(4)

191-197

地域在住高齢者を対象に、継続的なウ

ォーキングプログラムが体力と㛢眼時

の歩行にえる影響を検討した。結果

は 6 か月間で Sit-to-Stand test の有

意な▷縮を認め、㛢眼時の歩行にも改

善が見られた。また、ロンベルグ率の

変化と両⬮支持期間の変化率に有意な

相関関係を認めた。6か月間のウォーキ

ングプログラムは体力と㛢眼時の歩行

能力を向上させる可能性が示၀され

た。 

著者：国宗翔、原田（藤田）信子、岡

田修一 

6. 近㉥外分光法の研究動

向(査読付)

共著 平成 29 年 3月 大阪行岡医療大学 紀

要   (4) 25-31

総説。近㉥外分光法(NIRS)の研究動向

やその原理・特性について述べるとと

もに、特に NIRS が医療（小児、精神科）

の診断方法や治療の効果判定（リハビ

リテーション、ᚠ環ჾ⣔）に実施され

ている現状について紹介するととも

に、現在の NIRS の臨床上における課題

についても述べている。現在進められ

ている小型化や軽量化に伴う今後の⬻

神経科学の観点でのエビデンス構築の

可能性を論じ、今後の発展性について

まとめた。 

著者：松野ᝅ之 藤田信子 

7. Effect of wearing

fingers rings on the

behavioral and

psychological symptoms of

dementia: An exploratory

study

（認知症者の BPSD に対す

る指㍯の効果：探索的研究） 

(査読付)

共著 平成 29 年 8月 Sage Open Medicine 5 

1-11

女性認知症患者の示す BPSD に対する指

㍯の効果を検証するため、老人ホーム

入居の 7 名の認知症患者の BPSD の場

面、指㍯の関心、自己認識能、全体ീ

を用いた。その結果、指㍯自体が介護

者らから引き出した㨱法の言葉「⥡㯇

ね」が、対象者の自尊心を高め、「᫆

ᛣ性/不安定性」を軽減させる効果が見

られた。 

著 者 ： Teruo Yokoi, H Okamura, T 

Yamamoto, K Watanabe, S Yokoi, H 

Atae, M Ueda, T Kuwayama, S Sakamoto, 

S Tomino, H Fujii, T Honda, T Morita, 

T Yukawa, Nobuko Harada(Fujita) 

8. 線維筋痛症の運動療法

―その効果とዌ効メカニズ

ム

共著 平成 30 年 6月 日本臨床 76(11) 線維筋痛症の非薬物的アプローチであ

る運動療法の有用性について海外のガ

イドライン、システマティックレビュ

ーの概要を紹介。また、運動療法がዌ

効する⬻メカニズムに関する最新の研

究とニューロンを活性化し㙠痛に働く

カギを握る慢性⑊痛患者の生活習慣に

ついても言及した。 

著者：۔藤田信子 Ἴ恵美子 

9. 高齢線維筋痛症 2 症例

の 3 週間入院運動プログラ

ムの効果について－痛みと

身体・注意機能、包括的

QOL、および背外側前㢌前野

の⾑流動態への影響―

共著 令和元年 12 月 理学療法科学 34(6) 高齢線維筋痛症患者の 3 週間入院運動

プログラムを行い、痛み、身体・注意

機能、包括的 QOL、背外側前㢌前野

(DLPFC)の機能にえる影響の検討を

行った。2症例ともにᢚうつ自己効力感

の改善が大きく見られ、これらが身体

機能や包括的 QOL の改善に関したこ

とが推測された。DLPFC の機能の改善は
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  1 症例のみに見られた。高齢者の⬻機能

については加齢に伴う機能異常の影響

も考えられ、今後さらに検討する必要

性が考えられた。 

著者：۔藤田信子 池田耕二 高井範

子 金子基史 松野ᝅ之 三木健司 

Ἴ恵美子 

  

  

  

    

    

    

    

（学会発表）    二重課題時における連続ステップ動作

について、ステップ動作のパラメータ

および足圧中心動ᦂの解析により、高

齢者の動的ጼໃ調整の特徴を明らかに

した。高齢者は二重課題を課されたと

き、ステップ開始し加㏿するときの㏿

度が減㏿し、ステップ終了後には COP

総㌶㊧長が減少した。これらのことか

ら、高齢者はጼໃ調⠇がより難しくな

る場面において注意の容量が増加する

と、若年者とは異なるバランスの適応

ᡓ␎を利用することが明らかになっ

た。                

演者：Nobuko Harada(Fujita),Shuichi 

Okada  

1.Dynamic-to-Static 

Postural control during a 

serial stepping on dual 

task in elderly       （二

重課題を伴う連続ステップ

動作時の高齢者が示す動的

から静的ጼໃ制ᚚ）        

 （ 筆 㢌 演 者 ） 

(oral presentation) 

 平成 22 年 9月 

 

10th International 

Congress of 

Physiological 

Anthropology  （Perth, 

Australia） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

2.二重課題時における連続

ステップ動作から静Ṇ立位

ጼໃに⮳るまでの高齢者の

ጼໃ調整能 

（筆㢌演者） 

 平成 22 年 9月 第 65 回日本体力医学学

会 

(千葉県) 

高齢者は動的な動作から静的な立位ጼ

ໃに移行する中でጼໃ調整を行うこと

が困難である。本研究では二重課題時

の高齢者の動的ጼໃ調整から静的立位

ጼໃに⮳るまでの高齢者のጼໃ調整の

特徴を明らかにした。高齢者は二重課

題を課されたとき、ステップ開始し加

㏿するときの㏿度が減㏿し、ステップ

終了後には COP 総㌶㊧長が減少した。

これらのことから、高齢者はጼໃ調⠇

がより難しくなる場面において注意の

容量が増加すると、若年者とは異なる

バランスの適応ᡓ␎を利用することが

明らかになった。 

演者：原田(藤田)信子，岡田修一 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.フットウエアに着目した

㌿ಽ予防方策の検証ー京都

府謝野町における⏘・

学・ᐁの取り組みー 

 平成22年10月 第 7 回 ㌿ಽ予防医学

会 

(東京都) 

神戸大学と謝野町保健課の⏘学協

同”足から作る健康プロジェクト”の

もとで行われた一年間の運動教室、健

康指導、体力測定の結果を検討した。 

演者：櫻井寿美，岡田修一，原田(藤田)

信子，根来信也，小西隆博，ᰘ山真美 

  

  

  

  

  

  

4.Age-related 

differences in muscle 

activity on legs during 

stairs descending in the 

dual task  

(二重課題を伴った階段㝆

 平成23年11月 4th 

Japan-Australia-China 

Forum on Health 

Science and 

Bioengineering: 

International 

高齢者と若年者を対象に階段㝆下時に

二重課題動作を行う時の下⭣の筋活動

を比較した。高齢者の注意を伴った階

段㝆下動作では、最終段に着地し動的

から静的に立位ጼໃ調整のパターンを

変化させるとき、主働筋の筋活動を若
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下動作が高齢者のጼໃ調⠇

に及ࡰす影響) 

( 筆 㢌 演 者 ) 

(oral presentation) 

Cooperation for the 

21st Century medical 

and Human Care  

(兵庫県) 

年者に比べ減少させることが明かにな

った。 

演者：Nobuko Harada(Fujita), Shuichi 

Okada 

5.高齢者の階段㝆下時にお

ける二重課題動作が下⫥の

筋活動に及ࡰす影響

（筆㢌演者）

平成 24 年 1月 日本体力医学学会 

第 26 回近␥地方会 

（奈良県） 

高齢者と若年者を対象に階段㝆下時に

二重課題動作を行う時の下⭣の筋活動

を比較した。注意を伴った階段㝆下動

作では，高齢者は二重課題動作時に階

段㝆下時間を延長させ、最終段に着地

し動的から静的に立位ጼໃ調整のパタ

ーンを変化させるとき、主働筋の筋活

動を若年者に比べ減少させ共同収縮率

を低くした。また、階段着地後には高

齢者の COP 動ᦂが増加した。このこと

から、高齢者が階段㝆下動作で最も注

意配分の影響を受けるのは連続動作か

らṆするときであることが示၀され

た。 

演者：原田(藤田)信子、岡田修一 

6.Age-related

differences in muscle

activities during stairs

descending in dual task

(二重課題を伴った階段㝆

下動作が高齢者のጼໃ調⠇

に及ࡰす影響)

（筆㢌演者）

平成 24 年 6月 1st Joint World 

Congress of ISPGR / 

Gait 	 Mental Function  

(Trondheim, Norway) 

高齢者の注意を伴った階段㝆下動作で

は，最終段に着地し動的から静的に立

位ጼໃ調整のパターンを変化させると

き、主働筋の筋活動を若年者に比べ減

少させることが明かになった。また最

終段着地時には高齢者の COP 動ᦂ長は

若年者に比べ減少するが、その後，静

的ጼໃを保持するまでの間 COP 動ᦂ長

が増加することが明らかになった。 

演者：Nobuko Harada(Fujita), Shuichi 

Okada 

7.Toe clearance and

walking pattern on

responding to unexpected

surfaces in dual task;

comparison between

healthy and young adults

(高齢者の二重課題歩行時

における足ᗏ接地面の違い

が Toe clearance および歩

容 に  え る 影 響 ）

（筆㢌演者）

平成 25 年 6月 2nd Joint World 

Congress of ISPGR / 

Gait 	 Mental Function 

（秋田県) 

歩行時の足ᗏ接地面の状況の違いが高

齢者の二重課題歩行時のጼໃ調⠇に

える影響を若年者と比較検討した。

flat surface や rugged surface 上の二

重課題歩行時には高齢者の stride が▷

縮した。また rugged surface 上の 2歩

目の toe clearance は flat surface 上

よりも高かった。これらのことから、

高齢者の二重課題歩行時には床面の状

況が stride や toe clearance に影響を

えることが示၀された。 

演者：Nobuko Harada(Fujita), Shuichi 

Okada 

8.Prefrontal activation

during a consecutive 

calculation related 

strategies for postural 

control in human adults; A 

fNIRS Study 

（計算課題時の立位ጼໃ制

ᚚに関連する前㢌前野の⾑

流動態について：fNIRS 研

究）         （筆

㢌演者） 

平成 27 年 5月 World Confederation 

for Physical Therapy 

Congress 2015 

(Singapore) 

健常人の計算課題実施時における立位

ጼໃ制ᚚ⬻の前㢌前野の活動にどのよ

うに影響されるのかを検証するため

に、NIRS を用いた PFC の⬻⾑流動態と

床反力計による COP 変位、下⫥筋㟁図

による下⫥の筋活動との関連性の検討

を行った。その結果、計算課題を行う

と有意に対象者全員の HbO2 が増加した

が、特に立位の重心動ᦂが大きい対象

者の方が小さい対象者に比べて HbO2 が

増加し、下⫥筋の筋収縮が減少してい

た。これらのことから、二重課題時の

立位ጼໃ制ᚚはᡓ␎的であり、そのこ

とは前㢌前野の活動に関連しているこ

とが示၀された。 

演者：Nobuko Harada(Fujita), Shuichi 
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Okada, Sho Kunimune, T Nishimura 

9.線維筋痛症 4 症例に対す

る 3 週間入院運動療法プロ

グラムの試み～運動療法介

入による⬻⾑流量の変化と

QOL の改善について～

（筆㢌演者）

平成 29 年 9月 第 22 回日本ペインリハ

ビリテーション学会学

術 大 会

（兵庫県） 

線維筋痛症患者 4 名に対して中等度負

Ⲵの運動療法を集中的に行ったとこ

ろ、前㢌前野の⾑流のバランスが良く

なる傾向が NIRS の測定で明らかとなっ

た。期間中に行った運動療法前後の注

意機能テスト(TMT)では全員改善が見

られたが、二重課題を伴った歩行㏿度

の改善はばらつきが見られた。また

QOL(SF8)では全員に身体的健康では改

善が見られたが、精神的健康について

は改善が見られなかった者が一人い

た。 

演者：藤田信子、池田耕二、高井範子、

松野ᝅ之、 小泉優喜、平岡㥴典、高

橋紀代、三木健司、Ἴ恵美子 

10.線維筋痛症 2 症例に対

する 3 週間入院運動療法プ

ログラムの試み －心理的

側面からの検討ー

平成 29 年 9月 第 22 回日本ペインリハ

ビリテーション学会学

術 大 会

（兵庫県） 

線維筋痛症の多くに見られるᜍᛧ回避

反応と過活動傾向のᚸ⪏反応のある対

ᴟ的な２例について、運動療法プログ

ラム介入による効果判定を心理的側面

から比較検討した。異なるタイプの患

者ではあったが運動療法は両者とも良

い効果をもたらしていた。しかし、同

じ運動療法を行っても、その体験がも

たらす効果は異なっていた。担当理学

療法士が患者の身体的、心理的傾向を

㏿い段階で感じ取り、その患者に応じ

た適切な言葉掛け・アドバイスをする

ことが、運動療法の効果をより高める

ものとなることが示၀された。 

演者：高井範子、藤田信子、池田耕二、

丸山伸廣、栗田樹、中原理、高橋紀代、

三木健司、Ἴ恵美子 

11.線維筋痛症 2 症例に対

する 3 週間入院運動療法プ

ログラムの試み －運動が

困難な患者に対する介入方

法についてー

平成 29 年 9月 第 22 回日本ペインリハ

ビリテーション学会学

術 大 会

（兵庫県） 

線維筋痛症患者 2 症例に 3 週間の集中

的運動療法を行い、取り組みにおける

難渋した点や工夫した点について紹介

した。2症例とも痛みにᅃわれ、運動療

法を開始するところに難渋したが、可

能な自動運動から行い徐々に運動負Ⲵ

を増加することで、退院時には 2 症例

とも身体機能、痛みに改善の傾向を示

した。身体の触れ方、痛みの対応、動

作方法の提案の仕方、運動のペーシン

グ、自己効力感の確認など、注意と工

夫を要した。 

演者：小泉優喜、平岡㥴典、栗田樹、

丸山伸廣、中原理、高橋紀代、藤田信

子、三木健司、Ἴ恵美子 

12.線維筋痛症患者に対す

る 3 週間入院プログラムの

試み～中等度以上の運動負

Ⲵが可能であった症例～

平成29年10月 第 9 回日本線維筋痛症

学 会 学 術 学 会 

（大阪府） 

線維筋痛症患者に中等度以上の運動療

法を行うことで⑊痛の軽減と運動後の

∝ᛌ感を認めた例を紹介するととも

に、▷期集中型運動療法のリスク管理、

段階的運動負Ⲵについて文献的考察を

含めて報告した。 

演者：高橋紀代、小泉優喜、谷山ゆり

え、丸山伸廣、中原理、池田耕二、高

井範子、藤田信子、三木健司、Ἴ恵

美子 
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13.慢性痛に対する運動療

法を推進する立場から

平成29年10月 第 9 回日本線維筋痛症

学会学術集シンポジウ

ムⅠ「心理療法・運動療

法の立場から考える、慢

性痛の再発・再⇞の乗り

越え方」

運 動 に よ る 㙠 痛 (EIH: 

exercise-induced hypoalgesia)のメカ

ニズムについて運動が⬻報㓘⣔の要で

ある⭡側被野(VTA)におけるドーパ

ミン⏘生を増やし自発運動量が多い

ど⏘生が増え、⑊痛行動がᢚえられる

こと、その他背外側被᰾(LDT)や視床

下部外側᰾などの関についても紹介

し、⬻報㓘⣔の活性化が㨚や QOL の改

善につながることを紹介した。 

演者：Ἴ恵美子 藤田信子 

14.線維筋痛症高齢女性 2

症例に対する 3 週間入院運

動の試み：前㢌前野の⾑流

動態の変化と⑊痛、ᢚうつ、

QOL の改善について

平成 30 年 9月 第 23 回日本ペインリハ

ビリテーション学会学

術大会 

FM 高齢女性に対して 3 週間の入院運動

プログラムを行い、⑊痛、ᢚうつ、QOL、

の改善と NIRS による前㢌前野(PFC)の

⾑流動態の変化について報告した。高

齢女性の入院プログラムが⑊痛、ᢚう

つ、QOL の改善につながり、背側前㢌前

野(DLPFC)の質的、量的な⬻活動変化を

伴ったと考えられた。 

演者：藤田信子 池田耕二 高井範子 

松野ᝅ之 金子基史 三木健司 行岡

正雄 Ἴ恵美子 

15.線維筋痛症高齢女性 2

症例に対する 3 週間入院運

動の試み：患者の心身の変

化と理学療法士の関わり方

に関する検討

平成 30 年 9月 第 23 回日本ペインリハ

ビリテーション学会学

術大会 

FM 高齢女性に対して 3 週間の入院運動

プログラムを行い、BDI-2、JFIQ、イン

タビューを行った。2症例とも心身の回

復が良好であり、面談からも PT の関わ

り方が非常に重要であることがわかっ

た。特に患者の不安傾向を㋃まえ、運

動内容や規則正しい生活リズムをきち

んと守らせていたことが功をዌしてい

た。

演者：高井範子 藤田信子 池田耕二

金子基史 三木健司 行岡正雄 Ἴ

恵美子

16.n-back 課題の⑊痛ᢚ制

効果と前㢌前野の⬻活動と

の関連性

平成30年12月 保健医療学学会第 9 回

学術集会 

背外側前㢌前野(DLPFC)の活性化が痛

み่⃭に対する㜈値の関連性を明らか

にするため、n-back 課題による⑊痛ᢚ

制効果の検証を NIRS を用いて行った。

その結果、3-back 時にᕥ DLPFC の活性

化が見られ、また NRS は 3-back 時にお

いてᕥ DLPFC および前㢌ᴟの⾑流量と

正の相関がみられたが、正答率との間

に相関がみられなかった。これらのこ

とから、⑊痛ᢚ制を目的に認知課題を

える場合、作業負Ⲵ量や患者の主観

的難᫆度に着目することが⑊痛ᢚ制と

⬻の活性化に効果をえることが示၀

された。 

演者：林英典 大ᵳ嵐志 林弘規 木

村太郎 田中大樹 島田大地 松野

ᝅ之 藤田信子  

運 動 に よ る 㙠 痛 (EIH: 

exercise-induced hypoalgesia)のメカ

ニズムの中で、運動による⬻報㓘⣔の

活性化の重要性について、神経障害性

⑊痛を起こしたマウスを自発運動さ

せ、⑊痛行動の著明な改善とともに⬻

報㓘⣔におけるドーパミン⏘生の増加

17.運動療法が痛みに効く

基礎医学的機序と線維筋痛

症患者に対する集中的入院

運動療法の効果

令和元年 10 月 第 11 回日本線維筋痛症

学会学術集会 シンポ

ジウム「慢性の痛み政策

研究事業からみた集学

的診療・運動療法の実

態」 
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の観察について紹介。慢性⑊痛患者の

⬻ 報 㓘 ⣔ を 含 む mesocortico-limb 

system の機能不全、特に側ᆘ᰾の機能

低下がみられるが、運動による側ᆘ᰾

の活性化により側ᆘ᰾にᢞ射するᡥ桃

体基ᗏ外側᰾(BLA)、内側前㢌前野の活

性化とともに、痛みに対するᜍᛧによ

る不動や種々の自律神経反応の発現に

関するᡥ桃体中心᰾(CeA)のᢚ制に

つながり⬻のネットワークの正常化と

㙠痛と生活習慣の改善につながること

を紹介する。臨床例として、現在、3週

間入院運動プログラムによる痛み、身

体・認知機能、包括的 QOL、うつや╧╀ 

の 改 善 に つ い て 検 討 し 、 ⬻ の

resting-state functional 

connectivity の解析による⬻機能変化

についても紹介した。 

演者：Ἴ恵美子 藤田信子  
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年月日

平成28年4月

～

平成28年9月

平成28年10月

～

平成29年3月

平成28年4月

～

平成31年3月

平成29年4月

～

平成31年3月

教 育 研 究 業 績 書

令和２年

氏名 　城野　靖朋

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

2)中間テストによる理解度の確認と、理解度の低
い学生を対象とした学習支援

大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の専門科目
「運動療法学」（1年次配当　1単位）において実践
した。本講義は1年生を対象にした専門科目であっ
たので、専門領域の学習に難渋する学生がいること
も想定された。そこで、講義内容の理解度を確認す
るための中間テストを実施し、学生の理解度の把握
に努めた。中間テストの得点の低かった半数程度の
学生を対象に誤答問題の解説作成を課題とし、個別
の添削を通して指導を行った。さらに、特に得点の
低かった学生（クラスの1/4程度）には授業時間以
外の時間を利用して個別に指導を行った。個別指導
を実施した学生の中間試験の平均点（個別指導前）
はクラス全体の平均点の40%の得点だったが、終講
試験（個別指導後）の平均点はクラス全体の平均点
の87%の得点となった。講義内容の理解度が低い学
生に対して個別性の高い指導を行うことで、専門科
目の学習初期段階における学力の向上に効果的が
あった。

1)確認テストによる理解度の確認と復習の支援 大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の専門科目
「運動療法学」（2年次配当　2単位）において実践
した。講義の要点を理解できているかを毎回の講義
で確認テストを行った。また、その小テストの問題
と解答を学内ネットワーク上のフォルダで閲覧可能
な状態とし、自主学習を促した。

4)学生による演習内容の実演を中心とした演習授
業の実施

大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の専門科目
「運動器障害評価法Ⅱ」（2年次配当　1単位）にお
いて実践した。学生の主体的な取り組みを支援する
目的で、学生がペアで評価方法を実演する形式をと
り、学生の実演する評価方法で不足している内容は
その場で指導、訂正を行い、その後全学生で演習を
行った。学生ペアと実演する評価内容は事前に学生
に伝え、演習の事前学習を促した。実演担当の授業
日までに教科書と教科書付属のDVDでの事前学習を
課題とした。DVDは全学生が保有していたが、学内
にも2ヶ所、学生が視聴できる場所を設けて事前学
習を支援した。ほとんど毎日いずれかの学生が演習
の予習、復習を行っており、教員にだけでなく学生
間でも質問や指導が行われるなど、積極的に学習へ
取り組む学生の姿がみられた。

人間医工学、健康・スポーツ科学、神経科学 理学療法学、運動処方と運動療法、臨床神経科学

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

１ 教育方法の実践例

3)少人数グループでの実習指導 大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の専門基礎
科目「解剖学実習」（2年次配当　1単位）の実習で
取り組んだ。学生を10人程度の少人数グループに分
け、複数の教員でそれぞれが一グループを担当し
た。実習では体表解剖のチェック項目を設定し、そ
れを基にを体表から骨指標や筋などの触診を指導
し、テスト形式で修得度の確認を行い、学習を支援
した。

�᭶��᪥
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平成29年4月

～

平成31年3月

平成29年4月

～

平成31年3月

令和元年9月

～

現在に至る

平成28年4月

～

平成28年9月

平成29年4月

～

平成30年3月

平成29年4月

～

平成29年9月

３　教育上の能力に関する大学等の評価

1)大阪行岡医療大学の授業評価アンケート ・大阪行岡医療大学の授業評価アンケート（4段階
評価で「4」が最も良い）のうち、一人で担当する
「運動器障害評価法Ⅱ」で回収した授業評価アン
ケートは概ね「4」、もしくは「3」の評価であっ
た。

2)授業時間外に復習できるスライドの作成 大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の専門基礎
科目「運動器系解剖学」」（1年次配当　4単位）の
講義スライドを学内のパソコンやタブレット端末で
学生がいつでも閲覧できる状態にし、自主学習を促
した。

２　作成した教科書，教材

1)確認テストの作成 大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の専門科目
「運動療法学」（2年次配当　2単位）において作成
した。

7)暗記カード形式のプリント配布による自己学習
支援

奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学科
の専門基礎科目「人体構造学Ⅲ」（1年次配当　1単
位）において実施した。暗記が中心となる科目なの
で、記憶の定着を目的に暗記カードを作成できる授
業資料を作成した。授業時間外の学習ツールを提供
することで反復学習が必要となる暗記学習を支援し
たが、学生が授業時間外で暗記している場面がみら
れるなど、学生に自主的な学習姿勢姿勢が見られ
た。

6)臨床動画の活用 大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の専門科目
「理学療法学総合演習Ⅰ」（3年次配当　1単位）に
おいて実践した。理学療法評価のひとつである動作
分析について、その基礎的な内容を講義した後に、
脳卒中後片麻痺者の理学療法（歩行練習）の動画を
視聴して実際の臨床を想定した学習支援を行った。
その結果、動画を視聴しながら動作の模倣を行うな
ど、積極的な学習の姿勢が見られた。

5)授業理解度の聞き取り調査と補講の実施、なら
びに講義スライド閲覧による自己学習支援

大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の専門基礎
科目「運動器系解剖学」（1年次配当　4単位）の担
当10コマ（上下肢の筋学各論）において実践した。
専門的な科目を初めて受講する講義なので、数名の
学生から理解が不十分な内容について聞き取り調査
を行った。また、その内容に基づいた補講を行い、
学習の理解に努めた。また、講義スライドを学内の
パソコンやタブレット端末で学生がいつでも閲覧で
きる状態にし、自主学習を促した。補講後には講義
時間以外での質問が増えるなど、分からないことを
そのままにしない学習姿勢が身についた。
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平成20年2月

～

平成23年1月

平成25年9月

平成26年9月

平成28年8月

平成30年12月

平成29年6月

～

平成29年9月

1)奈良学園大学保健医療学部看護学科における教
育実績

奈良学園大学保健医療学部看護学科における非常勤
講師として、以下の科目を担当した。

「ヘルスプロモーション論」
　奈良学園大学保健医療学部看護学科の非常勤講師
として担当の「ヘルスプロモーション論」（選択科
目、2年次配当、半期、選択2単位）において、運動
学の基礎的な内容と、運動療法で用いられる運動と
身体機能への効果について授業を行い、それによっ
て、学生に運動を用いたヘルスプロモーションの方
法を理解させる教育効果があった。

５　その他

9)腰痛予防講の講師 公立学校共済組合大阪支部が主催する腰痛予防講座
事業の講師の一人として、参加者42名に対して講師
2名で実演を交えた日常生活動作指導や運動療法に
ついて模擬講義を行った。

8)模擬講義の講師 大阪行岡医療大学のオープンキャンパスの内容のひ
とつとして「腰痛講座」と題し、実演を交えた日常
生活動作指導や運動療法について模擬講義を行っ
た。

7)移乗動作介助に関する講習 病院の職員を対象に、脳卒中後の機能障害によって
自力での移乗が行えない入院患者に対する移乗時の
介助方法について、動画による説明と実技演習を交
えた講習を実施した。

病院の職員を対象に、意識レベルが低いなどで自力
での寝返りが行えない入院患者に対する体位変換に
ついて、静止画での説明と演習の実施を交えた講習
を実施した。

6)病院職員に対する体位変換に関する講習

1)理学療法士養成校から受け入れてた実習生に対
する指導

複数の理学療法士養成校から臨床実習生を受け入れ
ており、そのうちの5名の実習生にはケースバイ
ザーとして症例レポートの作成、院内における症例
発表の指導までを行った。実習生の学習を支援する
目的で以下のような環境設定に取り組んだ。
・実習指導を統括する責任者と相談し、実習生と
の信頼関係が構築しやすく、障害像が複雑過ぎない
患者を選択し、実習が行えるよう調整
・実習指導責任者と連携し、実習指導内容の確認や
修正を行いながら実習指導を実施
・医師や他職種からの情報収集を実習生が直接行え
るように調整
・実習の進捗状況によって、疾患の異なる複数の患
者（中枢神経疾患の患者と整形外科疾患の患者な
ど）について、理学療法プロセスが経験できるよう
に調整
・理学療法プロセスの模倣ができるよう、指導者に
よる指導だけでなく、理学療法士や他の実習生の症
例発表に参加できるよう調整
・他の理学療法士や他職種にも実習生が直接指導を
受けられる機会を設け、様々な意見や考えを聞ける
ように調整
・実習で取り組んだこと、考えたことをまとめて発
表する機会を設定（症例発表）

４　実務の経験を有する者についての特記事項
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平成28年4月

～

平成31年3月

平成28年4月

～

平成29年3月

平成29年4月

～

平成31年3月

平成29年4月

～

平成31年3月

平成29年4月

～

平成31年3月

平成29年4月

～

平成31年3月

平成29年4月

～

平成31年3月

平成29年10月

～

平成31年3月

「理学療法学総合演習Ⅱ」
　大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の助教と
して担当の「理学療法学総合演習Ⅱ」（専門科目、
4年次配当、半期、必須1単位）において、模擬症例
やグループワークを通して理学療法プロセスを経験
する授業を行い、それによって、学生に理学療法の
目標と治療プログラムの立案と具体的な実施方法を
理解させ、実践力を養う教育効果があった。

「理学療法学総合演習Ⅰ」
　大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の助教と
して担当の「理学療法学総合演習Ⅰ」（専門科目、
4年次配当、半期、必須1単位）において、理学療法
の評価過程に必要な情報収集と検査・測定技術の向
上を目的に授業を行い、それによって、学生に理学
療法評価を理解させることと、理学療法評価の立案
と実施方法を習得させる教育効果があった。

「運動器障害評価法Ⅱ」
　大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の助教と
して担当の「運動器障害評価法Ⅱ」（専門科目、2
年次配当、半期、必須1単位）において、筋系障害
の評価の理論と技術について授業を行い、それに
よって、学生に筋系の評価と位置づけ、筋力検査の
意義を理解させることと、その方法を習得させるこ
との教育効果があった。

「理学療法概論」
　大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の助教と
して担当の「理学療法概論」（専門科目、1年次配
当、半期、必須2単位）において、理学療法におけ
る筋の知識の重要性に関する内容を担当し、その授
業を通して、学生に理学療法への興味・関心を高め
る教育効果があった。

「運動器系解剖学」
　大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の助教と
して担当の「運動器系解剖学」（専門基礎科目、1
年次配当、半期、必須4単位）において、運動器を
構成する筋に関する内容を担当し、その授業を通し
て、学生に身体運動を理解する基礎を理解させる教
育効果があった。

「解剖学実習」
　大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の助教と
して担当の「解剖学実習」（専門基礎科目、2年次
および1年次配当、半期、必須1単位）において、人
体を体表から観察することによる肉眼的構造の理解
を促す授業を行い、それによって、学生に具体的実
体として人体の構造を理解させる教育効果があっ
た。

「運動療法学」
　大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の助教と
して担当の「運動療法学」（専門科目、2年次およ
び1年次配当、半期、必須2単位）において、運動療
法を適切に行うための基礎的な知識と運動器や神経
系疾患、内部障害など目的に合わせた運動手技につ
いて授業を行った。それによって、学生に運動療法
の目的と治療計画立案など基礎理論を理解させる教
育効果があった。

2)大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科におけ
る教育実績

大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科における専
任教員（助教）として、以下のような科目を担当し
た。
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平成28年4月

～

平成31年3月

平成28年4月

～

平成31年3月

平成28年4月

～

平成31年3月

平成28年4月

～

平成31年3月

平成28年4月

～

平成31年3月

「卒業研究」
　大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の助教と
して担当の「卒業研究」（専門科目、4年次配当、
通年、必須4単位）において、今まで学習してきた
ことの見直し、文献検索、研究方法の選択や論文の
書き方の指導を行った。それによって、学生に具体
的なテーマを選択し、自ら研究する姿勢と能力を養
う教育効果があった。
・平成29年度の卒業研究のテーマ
「閉塞性換気障害と拘束性換気障害におけるADL指
導の違い」「筋緊張の分類とその特徴、そして治療
法、理学療法アプローチについて」「ギラン･バ
レー症候群と多発性硬化症の比較」
・平成30年度の卒業研究のテーマ
「トップアスリートへの理学療法的アプローチにつ
いて」「整形外科疾患の歩行の特徴について」
「パーキンソン病の運動症状の特徴」

「臨床総合実習Ⅱ」
　大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の助教と
して担当の「臨床総合実習Ⅱ」（専門科目、4年次
配当、半期、必須8単位）において、学外施設の臨
床実習指導者と連携して、理学療法の対象となる代
表的な疾患について障害評価から治療計画の立案ま
での過程の実施と、理学療法の治療の一部を体験す
るなどの実習を行った。それによって、学生に一連
の理学療法プロセスを実施できる能力を向上させる
教育効果があった。

「臨床総合実習Ⅰ」
　大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の助教と
して担当の「臨床総合実習Ⅰ」（専門科目、4年次
配当、半期、必須6単位）において、学外施設の臨
床実習指導者と連携して、理学療法の対象となる代
表的な疾患について障害評価から治療計画の立案ま
での過程の実施と、理学療法の治療の一部を体験す
るなどの実習を行った。それによって、学生に一連
の理学療法プロセスを実施できる能力を向上させる
教育効果があった。

「臨床評価実習」
　大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の助教と
して担当の「臨床評価実習」（専門科目、3年次配
当、半期、必須3単位）において、学外施設の臨床
実習指導者と連携して、症例に応じた基本的な障害
評価の方法を経験し、障害の種類や程度を具体的に
把握するなどの実習を行った。それによって、学生
に理学療法の基本的な評価技術を習得させる教育効
果があった。

「臨床体験実習」
　大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科の助教と
して担当の「臨床体験実習」（専門科目、2年次配
当、半期、必須1単位）において、学外施設の臨床
実習指導者と連携して、理学療法の見学を通して理
学療法業務について学び、問診や評価を一部体験す
るなどの実習を行った。それによって、学生に理学
療法の意義と役割の理解させるだけでなく、理学療
法士として今後習得しなければならない能力を認識
させる教育効果があった。
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平成29年4月

～

平成31年3月

平成31年4月

～

現在に至る

平成31年9月

～

現在に至る

平成31年9月

～

現在に至る

平成31年9月

～

現在に至る

平成31年9月

～

現在に至る

大阪ハイテクノロジー専門学校柔道整復師学科にお
ける非常勤講師として、以下の科目を担当した。

「リハビリテーション医学」
　大阪ハイテクノロジー専門学校柔道整復師学科の
非常勤講師として担当の「リハビリテーション医
学」（3年次配当、前期-必須1単位、後期-必須1単
位）において、脳や脊髄、運動器、呼吸器などの幅
広い疾患による障害と、障害をリハビリテーション
の観点から治療することについて授業を行い、それ
によって、学生にリハビリテーションの意義とリハ
ビリテーションに携わる職種の役割を理解させる教
育効果があった。

奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学科
における専任教員（講師）として、以下のような科
目を担当した。

「運動学Ⅰ」
　奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学
科の講師として担当の「運動学Ⅰ」（専門基礎科
目、1年次配当、半期、必須1単位）をオムニバス形
式で5回分の授業を担当した。主に運動の心身への
影響と運動学習について授業を行った。それによっ
て、学生に運動をリハビリテーションに応用するた
めの基礎的な理論を理解させる教育効果があった。

「人体機能学Ⅱ（動物性機能）」
　奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学
科の講師として担当の「人体機能学Ⅱ（動物性機
能）」（専門基礎科目、1年次配当、半期、必須1単
位）をオムニバス形式で5回分の授業を担当した。
主に脳神経系に関する生理機能を系統的に理解でき
るように授業を行った。それによって、学生に理学
療法士・作業療法士にとって動物性機能が必要な意
味を理解させる教育効果があった。

3)大阪ハイテクノロジー専門学校柔道整復師学科
における教育実績

「人体構造学Ⅲ（神経・運動器）」
　奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学
科の講師として担当の「人体機能学Ⅱ（動物性機
能）」（専門基礎科目、1年次配当、半期、必須1単
位）をオムニバス形式で5回分の授業を担当した。
主に運動の発現とそれを統制・支配する脳神経系の
機能解剖を説明できるように授業を行った。それに
よって、学生に、これらの知識を基に機能解剖や運
動学との関連性、臨床面への応用について理解させ
る教育効果があった。

4)奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション
学科における教育実績

「基礎ゼミⅡ」
　奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学
科の講師として担当の「基礎ゼミⅡ」（共通教育科
目、1年次配当、半期、必須1単位）を少人数のゼミ
形式で１年次生が大学の学習に慣れ、４年間の大学
生活を有意義に送るための基礎を修得できるよう授
業を担当した。最終的には一人一つのテーマを設定
し、具体的には、講義ノートの取り方、文献資料の
検索、学術的な文章の読み方などについて、ゼミ形
式の演習を通じて学修し、最終的には１人１テーマ
で学習した内容をまとめてプレゼンテーションを
行った。それによって、学生に大学における能動的
な学びを理解させ、慣れさせる教育効果があった。
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平成31年9月

～

現在に至る

平成28年6月

平成28年9月

平成29年9月

令和元年年9月

年月日

平成19年5月

平成25年3月

平成28年3月

「早期体験実習(理学療法)」
　奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学
科の講師として担当の「早期体験実習(理学療法)」
（専門科目、1年次配当、半期、必須1単位）を担当
した。教員引率による臨地での見学実習、および学
内でのセミナーを通して、理学療法の役割と位置付
けを学修させ、他職種の専門性と相互の連携を理解
させ、理学療法士への動機付けと学習意欲を高める
効果があった。

なし

２　特許等

博士（保健学） 大阪府立大学　第15号
題名「The effect of tonic contraction of one
hand muscle on motor area of tonically
contracting another hand muscle 」（訳文：手指
筋緊張性収縮が緊張性に収縮する隣接運動野表象へ
及ぼす影響）

修士（保健福祉学） 県立広島大学　第419号
題名「二重課題訓練の注意に関する指示が姿勢動揺
に与える影響」

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

事項 概 要

１　資格，免許

理学療法士 理学療法士免許登録（第63125号）

7) PLOS ONEの査読 原著論文1編の査読を担当した。

6)第9回三島ブロック新人症例発表会の査読委員 大阪府理学療法士学会三島ブロックの新人症例発表
の抄録の査読を2名分担当した。

大阪府理学療法士学会三島ブロックの新人症例発表
の抄録の査読を3名分担当した。

5)Journal of Physical Therapy Scienceの査読 原著論文1編の査読を担当した。
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平成21年1月

～

平成23年1月

平成23年1月

～

平成25年3月

平成25年4月

～

平成27年8月

平成28年4月

～

平成31年3月

特記事項なし

４　その他

4)ゆきおかデイケアセンター理学療法士 週に1回程度の頻度で、行岡病院の通所リハビリ
テーションで個別理学療法に従事した。対象は脳血
管疾患、脊髄小脳変性症などの中枢神経疾患、変形
性膝関節症、人工膝関節術後、腰椎圧迫骨折などの
運動器疾患を背景に持つ地域在住の高齢者である。

3)大津病院理学療法士 療養病棟に勤務。
慢性期の整形外科疾患、呼吸器疾患、中枢神経疾患
の入院患者への理学療法に従事した。
外来リハビリテーションに勤務。
脳卒中後で片麻痺のある地域在住高齢者の外来での
理学療法に従事した。
在宅訪問サービス

2)白須整形外科クリニック理学療法士 変形関節症、肩関節周囲炎、人工関節置換術後や腱
板断裂術後など多くの運動器疾患患者の理学療法に
従事した。また、オスグッドシュラッター病、脊椎
分離症など若年者の理学療法も実施した。微弱電流
治療器という新奇性のある物理療法の実施も行っ
た。

３　実務の経験を有する者についての特記事項

1)東浦平成病院理学療法士 回復期病棟に勤務。
回復期病棟の専従理学療法士として、回復期病棟で
個別リハビリテーションを行うリハビリテーション
専門職種のリーダーとして、回復期リハビリテー
ション病棟業務に従事した。リハビリテーションプ
ログラムの検討、退院前の在宅訪問評価、退院先の
検討など、理学療法士の視点からチーム医療に携
わった。
　個別には脳血管疾患をはじめとする中枢神経疾患
患者、整形外科疾患をはじめとする運動器疾患患者
や肺炎後や外科的術後の廃用症候群の患者などを対
象にした理学療法に従事した。
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

（著書）

（学術論文）

共著 平成24年11月

共著 平成25年3月

単著 平成25年3月3 二重課題訓練の注意に
関する指示が姿勢動揺に
与える影響
（修士論文）

県立広島大学 注意機能の低下がみられる中枢神経疾患患
者や高齢者の理学療法を想定し、健常成人
を対象とした運動課題と認知課題の二重課
題干渉効果ならびに、二重課題練習におけ
る注意に関する指示の影響を検証した。運
動課題と認知課題の二重課題干渉効果に
よって、運動課題パフォーマンスは向上
し、認知課題パフォーマンスは低下するこ
とが示唆された。また、二重課題練習時の
注意に関する指示は与えず、自由に練習さ
せることで、運動課題パフォーマンスが即
時的に向上することが示唆された。
A4判　全25頁

浮き趾と足趾運動機能、姿勢制御能力の関
連について検証した。足趾が全て接地して
いる対象と比較し、足趾の接地状態が不良
な対象では、Functional reach testの距
離および足趾荷重量が低値を示し、Center
of foot pressure軌跡の後方偏移を認め
た。また、これらの対象では足趾筋力が低
値を示し、足趾屈曲が困難であった。した
がって、浮き趾を有する高齢者では姿勢制
御能力や足部機能が低下している可能性が
示唆された。このことは、健常高齢者に限
らず、リウマチなどの運動器疾患や痙縮な
どの中枢神経疾患による足趾変形の理学療
法評価と関連する知見である。
本人担当部分：研究結果と姿勢制御能力の
関係について考察するなど、考察を部分的
に担当。
執筆者：長谷川正哉，金井秀作，島谷康
司，城野靖朋，島田雅史，大塚彰

2 高齢者にみられる浮き
趾と足趾運動機能および
姿勢制御能力について
（査読付）

理学療法の臨床と研究
22号, pp.15-19

1 イメージ能力の差がメ
ンタルプラクティスによ
る筋力増強効果に与える
影響
（査読付）

運動療法と物理療法
23巻3号，pp.302-307

整形外科疾患、中枢神経疾患、また、高齢
や廃用症候群によって重度の筋力低下がみ
られる対象の運動療法の開発を目的とし
て、健常成人を対象にメンタルプラクティ
スによる膝伸展筋力増強効果を検証した。
メンタルプラクティスは等尺性膝伸展筋力
を有意に増強させた。イメージする課題中
の脳血流量を、近赤外光脳機能イメージン
グ装置で測定したところ、前頭葉領域の脳
活動賦活が確認された。したがって、メン
タルプラクティスによる筋力増強効果は、
脳活動を賦活させることによる神経性要因
による可能性が示唆された。
本人担当部分：研究結果の解釈、特に脳機
能に関する部分の考察について部分的に担
当。
執筆者：谷出康士，金井秀作，城野靖朋，
後藤拓也

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

なし
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共著 平成25年7月

共著 平成25年8月 中枢神経障害や加齢の影響によって注意機
能が低下している患者への理学療法では、
効率的に運動学習が達成されるための注意
の操作は重要な問題である。そこで健常成
人を対象に、二重課題練習における注意に
関する指示方略の影響を検証した。二重課
題練習時に注意の指示を与えない方略によ
る練習で、二重課題の運動課題パフォーマ
ンス、高難易度運動課題パフォーマンスが
即時的に向上した。したがって、二重課題
練習時の注意に関する指示は与えず、自由
に練習させることで、運動課題パフォーマ
ンスが即時的に向上することが示唆され
た。
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施、論文作成、結果の分析、論文投稿に
至るまでを中心的に担当。
執筆者：城野靖朋，金井秀作，後藤拓也，
原田亮，藤高祐太，谷出康士，長谷川正
哉，大塚彰

5 二重課題練習における
注意の指示の影響
（査読付）

理学療法科学
28巻4号, pp.533-537

4 運動課題と認知課題の
二重課題干渉効果
（査読付）

ヘルスプロモーション
理学療法研究
3巻2号, pp.47-51

運動課題にタンデム立位保持課題、認知課
題にストループ干渉課題を用いて、各課題
パフォーマンスが受ける二重課題干渉効果
について検証した。二重課題干渉効果でタ
ンデム立位の重心動揺面積は縮小し、スト
ループ干渉課題の正当数が減少した。した
がって、運動課題と認知課題の二重課題干
渉効果によって、運動課題のパフォーマン
スは向上し、認知課題のパフォーマンスは
低下することが示唆された。このことは、
注意機能の低下がみられるような高齢者や
中枢神経疾患患者にはより顕著に観察され
る可能性があり、そのような対象者の理学
療法評価で二重課題の干渉を考慮する必要
性を示している。
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施、結果の分析、論文作成、論文投稿に
至るまでを中心的に担当。
執筆者：城野靖朋，金井秀作，後藤拓也，
原田亮，藤高祐太，谷出康士，長谷川正
哉，大塚彰
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共著 平成26年7月

共著 平成26年10月7 Bimanual coordination
of force enhances
interhemispheric
inhibition between the
primary motor cortices.
（査読付）
（両手間force協調が一次
運動野の半球間抑制を強
化）

NeuroReport
Vol. 25(15)
pp.1203-1207
（訳文：ニューロレ
ポート）

一次運動野の半球間抑制は、中枢神経障害
による運動麻痺に影響を及ぼしていると考
えられている。その半球間抑制が運動制御
に及ぼす影響を明らかにするため、Force
の両手協調が、一次運動野の半球間抑制に
与える影響を神経生理学的に検証した。左
右の示指外転運動による両側間force調整
が不要な課題と比較して、両側間force調
整が必要な課題で半球間抑制が増大した。
したがって、両側間でforceを調整する運
動の協調において一次運動野の活動が抑制
されることを示唆した。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
を部分的に担当。
執筆者：Hiraoka K.（平岡浩一）, Ae M.
（阿江実乃里）, Ogura N.（小倉奈々）,
Sano C.（佐野千紗）, Shiomi K.（塩見啓
悟）, Morita Y.（森田祐司）, Yokoyama
H.（横山遥香）, Jono Y.（城野靖朋）,
Nomura Y.（野村佳史）, Tani K.（谷恵
介）, Chujo Y.（中條雄太）

6 Different
corticospinal control
between discrete and
rhythmic movement of
the ankle.
（査読付）
（足関節背屈の単発運動
とリズミカル運動との間
における皮質脊髄制御の
違い）

Frontiers in Human
Neuroscience
Vol. 8 article.578
（訳文：フロンティア
イン　ヒューマン
ニューロサイエンス）

中枢神経障害や運動器障害によって生じる
歩行障害の理学療法では連続的な歩行練習
と分節的な歩行練習とが行われる。そこで
これらの違いを神経生理学的に明らかにす
るため、リズミカルな足関節底背屈運動
と、1回の足関節底背屈運動における皮質
脊髄制御ならびに脊髄制御の違いを検証し
た。その結果、前脛骨筋の運動誘発電位
が、リズミカルな運動の後期で有意に大き
かった。このことから、リズミカルな運動
の初期と後期で皮質脊髄制御が異なる可能
性が示唆された。この結論は、理学療法に
おける歩行練習が連続的もしくは分節的に
行うかによって、皮質脊髄制御のレベルで
違いがあることを示している。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。運動誘発電位とH反射の結果から，神
経的な制御機構に関する考察を行った。
執筆者：Goto Y.（後藤夢野）, Jono Y.
（城野靖朋）, Hatanaka R.（畑中良太）,
Nomura Y.（野村佳史）, Tani K.（谷恵
介）, Chujo Y.（中條雄太）, Hiraoka K.
（平岡浩一）
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共著 平成26年10月

共著 平成27年4月 中枢神経疾患の運動障害である共同運動
は、活動を意図していない筋に隣接する筋
活動からの影響が及んでいる。そこで、隣
接筋間の活動の関係性を明らかにするた
め、手指筋支配運動野表象に隣接手指筋活
動が与える影響を神経生理学的に観察し
た。隣接筋活動の影響により興奮性の重心
が運動野内側へ偏移した。隣接筋運動野表
象との重複表象の興奮性は変化しなかった
が、非重複表象の興奮性は抑制された。非
重複表象は重複表象よりも外側に位置して
いた。したがって、隣接筋活動は非重複表
象の興奮性を抑制し、興奮性の重心を偏移
させることが示唆された。
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施、論文作成、論文投稿に至るまでを中
心的に担当。
執筆者：Jono Y.（城野靖朋）, Chujo Y.
（中條雄太）,  Nomura Y.（野村佳史）,
Tani K.（谷恵介）, Nikaido Y.（二階堂
泰隆）, Hatanaka R.（畑中良太）,
Hiraoka K.（平岡浩一）

9 The effect of tonic
contraction of the
finger muscle on the
motor cortical
representation of the
contracting adjacent
muscle.
（査読付）
（手指筋緊張性収縮が収
縮中の隣接手指筋運動野
表象に与える影響）

Somatosensory & Motor
Research
Vol.32(2)
pp.114-121
（訳文：ソーマトセン
ソリー　アンド　モー
ターリサーチ）

8 Asymmetry of
anticipatory postural
adjustment during gait
initiation.
（査読付）
（歩行開始時の予測的姿
勢制御の非対称性）

Journal of Human
Kinetics
Vol.42 pp.7-14
（訳文：ジャーナル
オブ　ヒューマンキネ
ティクス）

歩行開始時の重心移動は、まず歩行を開始
する足側かつ後方へ重心が移動する。これ
は予測的姿勢制御を反映しているが、パー
キンソン病患者の外的合図による歩行開始
では、歩行開始足と反対側に最初の重心移
動が生じることが多くなる（予測的姿勢制
御の誤り）。そこで、歩行開始足の選択プ
ロセスの違いが、歩行開始時の予測的姿勢
制御の非対称性へ与える影響を運動学的に
検証した。外的な合図による歩行開始時の
重心移動は、歩行開始足が右足や自由に選
択した足よりも左足の場合に有意に側方へ
変移した。本研究結果は外的合図による歩
行開始時の予測的姿勢制御の左右非対称性
を示唆する。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。結果の解釈、考察を部分ではパーキン
ソン病のすくみ足に関して臨床的観点から
議論を行った。
執筆者：Hiraoka K.（平岡浩一）,
Hatanaka R.（畑中良太）, Nikaido Y.
（二階堂泰隆）, Jono Y.（城野靖朋）,
Nomura Y.（野村佳史）, Tani K.（谷恵
介）, Chujyo Y.（中條雄太）
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共著 平成27年4月

共著 平成27年7月11 不安定面での姿勢制御
能力が地域在住高齢者の
転倒に及ぼす影響―不安
定面での重心動揺検査に
おける検証―
（査読付）

ヘルスプロモーション
理学療法研究
5巻2号, pp.75-79

地域在住高齢者の不安定面での姿勢制御能
力が転倒にどう影響するかを運動学的に検
証した。過去1年間の転倒歴から転倒群と
非転倒群とを分類し、ラバー負荷使用によ
る姿勢制御能力を比較した。その結果、重
心動揺面積ならびに軌跡長に有意な差は認
められなかったが、ラバー負荷時のロンベ
ルク率で、非転倒群で高値だった。した
がって、転倒群の姿勢制御は非転倒群と比
べ下肢の体性感覚への依存が少ない可能性
が示唆された。このことは地域在住高齢者
に対する理学療法のみならず、健康増進、
予防理学療法にとって重要な知見である。
本人担当部分：研究結果の解釈、考察の姿
勢制御に関する議論を行い、部分的に担
当。
共同発表者：藤高祐太，金井秀作，原田
亮，後藤拓也，城野靖朋，田中聡，大塚彰

10 Monaural auditory
cue affects the process
of choosing the initial
swing leg in gait
initiation.
（査読付）
（モノラルな音刺激が歩
行開始足の選択過程に与
える影響）

Journal of Motor
Behavior
Vol.47(6)
pp.522-526
（訳文：ジャーナル
オブ　モータービヘイ
バー）

すくみ足のみられるパーキンソン病患者で
は、歩行開始足の左右の選択にばらつきが
生じる。また、音信号は歩行開始時の反応
時間や歩幅、予測的姿勢制御などに影響を
与えることが知られている。そこで歩行開
始足の選択に音信号が与える影響を検証し
た。開始足に選択しにくい足側からの音信
号は、開始足に選択しにくい足を開始足に
選択する確率を増大させた。しかし、常時
同側から音信号与える実験では、開始足に
選択しにくい足を選択する確率を増大させ
なかった。したがって、選択しにくい足側
への音信号は、それが予測できない場合
に、選択しやすい足を選択する優先性を弱
めることが示唆された。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案部分ではパーキンソン
病のすくみ足に関して臨床的観点から議論
を行った。
執筆者：Hiraoka K.（平岡浩一）, Ae M.
（阿江実乃里）, Ogura N.（小倉奈々）,
Sano C.（佐野千紗）, Shiomi K.（塩見啓
悟）, Morita Y.（森田祐司）, Yokoyama
H.（横山遥香）, Iwata Y.（岩田泰幸）,
Jono Y.（城野靖朋）, Nomura Y.（野村佳
史）, Tani K.（谷恵介）, Chujo Y.（中
條雄太）
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共著 平成28年2月

共著 平成28年3月

単著 平成28年3月14 The effect of tonic
contraction of one hand
muscle on motor area of
tonically contracting
another hand muscle
（博士論文）
（手指筋緊張性収縮が緊
張性に収縮する隣接筋運
動野表象へ及ぼす影響）

大阪府立大学 隣接する手指筋緊張性収縮が、運動野の興
奮性および抑制性に及ぼす影響について検
証した。第1実験では、隣接筋活動により
運動野興奮性分布が運動野の内側へ偏移し
た。第2実験では、独立性の高い運動に関
連する筋の運動野表象の外側が、独立性の
低い運動に関連する筋活動によって興奮性
が抑制し、抑制性は脱抑制した。したがっ
て、隣接する手指筋緊張性収縮の影響は筋
特異的かつ領域特異的であることが示唆さ
れた。このことは、中枢神経障害による運
動麻痺のパターンの特徴を電気生理学的に
示すことに発展する可能性がある。
A4判　全42頁

相対位相の異なる両側性運動を用いて皮質
脊髄調整による運動制御への影響を神経生
理学的に調べた。難易度の高い相対位相の
両側性運動中の皮質脊髄興奮性が高かっ
た。このことは、課題の難易度、半球間相
互作用の関与、または運動課題を習得する
ために費やされる労力が大きいことに起因
する可能性がある。また、難易度の高い相
対位相の両側性運動中の背景筋活動に対す
る皮質脊髄興奮性の依存性は低かった。こ
のことは、難易度の高い相対位相の両側性
運動に対する皮質脊髄の寄与の小ささを反
映し得る。この知見は、両手を用いて行う
日常生活動作の難易度によって神経系の関
与が異なることも示している。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
執筆者：Nomura Y.（野村佳史）, Jono Y.
（城野靖朋）,  Tani K.（谷恵介）,
Chujyo Y.（中條雄太）, Hiraoka K.（平
岡浩一）

13 Corticospinal
modulations during
bimanual movement with
different relative
phases
（査読付）
（異なる相対位相の両側
運動中における皮質脊髄
変調）

Frontiers in human
neuroscience
Vol.10
Artikle.95
（訳文：フロンティア
イン　ヒューマン
ニューロサイエンス）

眼と手の協調的な運動制御を神経生理学的
に明らかにするため、眼球運動命令が手指
筋支配皮質脊髄路興奮性に及ぼす影響を検
証した。眼球運動前と比較して、眼球運動
開始から終了を4分割した第3相の手指筋支
配皮質脊髄路興奮性が有意に減少した。筋
の違い、眼球運動方向および筋が収縮した
場合の指運動方向に影響を受けなかった。
したがって、眼球運動命令が手指筋への運
動命令を生成しなかった。また、抑制は前
腕肢位の影響を受けなかったため、視覚的
フィードバックが存在しないときに前腕筋
の固有受容によって抑制が影響されなかっ
たことを示した。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
執筆者：Chujyo Y.（中條雄太）, Jono Y.
（城野靖朋）, Tani K.（谷恵介）,
Nomura Y.（野村佳史）, Hiraoka K.（平
岡浩一）

12 Corticospinal
Excitability in the
Hand Muscles is
Decreased During Eye
Movement with Visual
Occlusion.
（査読付）
（視覚遮断下での眼球運
動による手内在筋皮質脊
髄興奮性の減少）

Perceptual and motor
skills
Vol.122(1)
pp.238-255
（訳文：パーセプチャ
ル　アンド　モーター
スキルス）
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共著 平成28年6月

共著 平成28年8月16 The Effect of
Monaural Auditory
Stimulus on Hand
Selection When Reaching
（査読付）
（モノラルな音刺激が
リーチ動作における手の
選択へ及ぼす影響）

Motor control
pp.1-23
（訳文：モーターコン
トロール）

標的物へのリーチ動作に左右どちらの手を
選択するかの運動プロセスは、聴覚的な情
報処理に関わる脳機能が関係していると推
察し、モノラルな聴覚刺激が手選択に及ぼ
す影響について検証した。右耳への聴覚刺
激は右手選択を増大させ、左耳への聴覚刺
激は左手選択をわずかに増大させた。手選
択が左右均等になる水平視線角度は、右聴
覚入力の影響を受けて有意に左へ偏移した
が、左聴覚入力の影響を受けなかった。し
たがって、手選択に対する右聴覚刺激が有
意となる効果は、手選択の皮質活動の左右
非対称性を示唆する。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
執筆者：Tani K.（谷恵介）, Jono Y.（城
野靖朋）, Nomura Y.（野村佳史）,
Chujyo Y.（中條雄太）, Hiraoka K.（平
岡浩一）

運動制御に影響を与える予測、反射、感覚
情報といった因子が、外力に対して指の位
置を保とうとする際の運動反応の潜時へど
のような影響を与えるかを神経生理学的に
検証した。長潜時の伸張反射は外力の方向
に関わらず誘引されたことから、筋伸張の
感覚情報だけでなく、運動方向に関係のな
い感覚情報によっても誘引されることが示
唆された。どちらの外力方向に対しても運
動反応の時間予測は長潜時伸張反射を促通
した。この変調は筋の伸長に媒介されない
と考えられる。また、運動反応の方向予測
は、その方向に筋が伸長された場合に長潜
時伸張反射と皮質脊髄興奮性を促通した。
したがって、これらの変調は脊髄反射に媒
介されていると考えられる．
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
執筆者：Nikaido Y.（二階堂泰隆）,
Hatanaka R.（畑中良太）, Jono Y.（城野
靖朋）, Nomura Y.（野村佳史）, Tani K.
（谷恵介）, Chujyo Y.（中條雄太）,
Hiraoka K.（平岡浩一）

15 Time and direction
preparation of the long
latency stretch reflex
（査読付）
（長潜時反射の時間と方
向の準備）

Human movement
science Vol.47
pp.38-48
（訳文：ヒューマン
ムーブメント　サイエ
ンス）
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共著 平成28年8月

共著 平成28年10月

共著 平成28年11月19 Change in
excitability of
corticospinal pathway
and GABA-Mediated
inhibitory circuits of
primary motor cortex
induced by contraction
of adjacent hand muscle
（査読付）
（隣接する手指筋収縮に
よる皮質脊髄の興奮性回
路とGABAが介在する抑制
性回路の興奮性変化）

Brain Topography
Vol.29(6)
pp.834-846
（訳文：ブレイン　ト
ポグラフィー）

隣接する複数の筋活動の協調性が障害され
るような脳卒中後の運動障害には，運動系
の興奮性や抑制性の問題が影響していると
考えられる。そこで本研究では，隣接する
手指筋緊張性収縮が運動野の興奮性および
抑制性に及ぼす影響について神経生理学的
に検証した。小指外転筋活動の影響によっ
て、運動野外側に位置する小指外転筋の運
動野表象周辺の第1背側骨間筋の運動野表
象で興奮性が減少し、抑制性は脱抑制し
た。このことから共同的な示指と小指の運
動において、独立性の高い運動に関連する
筋が独立性の低い運動に関連する筋の活動
の影響を受けることを示唆した。
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施，論文作成，論文投稿に至るまでを中
心的に担当。
執筆者：Jono Y.（城野靖朋）, Iwata Y.
（岩田恭幸）, Mizusawa H.（水澤裕貴）,
Hiraoka K.（平岡浩一）

脳卒中やパーキンソン病などの既往のある
方を含む地域在住高齢者を対象に、三次元
複数物体追跡課題のトレーニング効果を検
証した。トレーニング介入群ではTrail
Making Test part Aが介入後に有意に短く
なった。介入群においてTrail Making
Test part AとTimed Up and Go Testの変
化比率の間に有意な正の相関が認められ
た。地域在住高齢者に対する三次元複数物
体追跡課題のトレーニング効果は注意機能
および動的バランス能力の向上が期待で
き、新しい運動療法として可能性があるだ
けでなく、健康増進や転倒予防といった予
防理学療法に有効であることが示唆され
た。
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施、論文作成、論文投稿に至るまでを中
心的に担当。
執筆者：城野靖朋，辻下守弘

18　地域在住高齢者にお
ける三次元複数対象追跡
課題のトレーニング効果
の検証
（査読付）

理学療法科学
31巻5号, pp.729-732

17 Interhemispheric
inhibition induced by
transcranial magnetic
stimulation over
primary sensory cortex
（査読付）
（一次感覚野への経頭蓋
磁器刺激による半球間抑
制）

Frontiers in human
neuroscience
Vol.10
Artikle.438
（訳文：フロンティア
イン　ヒューマン
ニューロサイエンス）

中枢神経障害による運動麻痺に影響を及ぼ
していると考えられている半球間抑制は、
一次運動野だけでなく一次感覚野において
も観察されている。一次感覚野を経頭蓋磁
気刺激することによる長潜時半球間抑制が
触覚入力によって調節されるのか、この抑
制が一次運動野を刺激することによって生
じる抑制と異なるのかを神経生理学的に検
証した。一次感覚野を刺激することによる
長潜時半球間抑制は、対側示指への皮膚刺
激による体性感覚求心性入力が一次感覚野
に到達するタイミングで促通した。一次運
動野を刺激することによる長潜時半球間抑
制は、指刺激の影響を受けなかった。した
がって、一次感覚野を刺激することによる
長潜時半球間抑制は、体性感覚経路の活動
と関連することが考えられ、また、一次運
動野を刺激することによる抑制と異なるこ
とが示唆された。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
執筆者：Iwata Y.（岩田恭幸）, Jono Y.
（城野靖朋）, Mizusawa H.（水澤裕貴）,
Kinoshita A.（木下篤）, Hiraoka K.（平
岡浩一）
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共著 平成29年4月

共著 平成29年4月

共著 平成30年3月22 大腿四頭筋の運動錯覚
を惹起する振動刺激周波
数の再現性についての検
討
（査読付）

大阪行岡医療大学紀要
5号,
pp.23-27

大腿四頭筋の運動錯覚を惹起する振動刺激
周波数の再現性について検証した。Visual
Analog Scaleを用いて50Hz、70Hz、90Hz、
120Hzのそれぞれの周波数の振動刺激によ
る運動錯覚の程度を1週間以上の間隔をあ
けて2回評価した。90Hzの周波数にのみ2回
の評価間に有意な正の相関がみられた。ま
た、2回の評価間の誤差の種類はすべての
周波数で偶然誤差であった。本研究結果よ
り、90Hzの周波数による振動刺激は大腿四
頭筋の運動錯覚を惹起させる方法として有
用であることが明らかになった。
本人担当部分：研究計画の立案から結果の
解釈、考察部分を部分的に担当。
執筆者：神里巌, 城野靖朋, 粕渕賢志

眼球運動が立位姿勢制御に及ぼす影響を運
動学的に検証した。衝動性眼球運動を選択
反応課題で行わせた条件の重心動揺総軌跡
長は、衝動性眼球運動を単純反応課題で行
わせた条件と比較して有意に小さかった。
また、滑動性眼球運動を行わせた条件の重
心動揺総軌跡長と外周面積は、衝動性眼球
運動を選択および単純反応課題で行わせた
条件よりも有意に大きかった。したがっ
て、眼球運動による立位姿勢動揺への影響
は、眼球運動の反応課題の違いよりも、眼
球運動制御の違いによる影響を反映したも
のと考えられる．
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施，論文作成，論文投稿に至るまでを中
心的に担当。
執筆者：城野靖朋, 金井秀作

21 眼球運動が立位姿勢制
御へ及ぼす影響
（査読付）

理学療法科学
32巻2号,
pp.211-214

20 Processes of
anticipatory postural
adjustment and step
movement of gait
initiation（査読付）
（歩行開始のステップ動
作と予測的姿勢制御の調
整過程）

Human movement
science
Vol.52
pp.1-16
（訳文：ヒューマン
ムーブメント　サイエ
ンス）

歩行開始の予測的姿勢調整（APA）とス
テップ動作のプロセス間の相互作用を検証
した。APAは歩行開始前の圧力中心の変移
の第1相（S1）で観察した。S1は振出下肢
変更あるいは歩行開始動作を中止した場合
でも出現し、歩行のAPAとステップ動作は
二重プロセスであることが示唆された。S1
の側方振幅と持続時間が、振出下肢変更あ
るいは動作中止により有意に減少した。歩
行開始動作の中止プロセスと振出下肢変更
はAPAに対して共通の抑制メカニズムを共
有している可能性がある。歩行開始の運動
プロセスは、すくみ足のあるパーキンソン
病患者で障害されていると考えられてお
り、歩行開始の運動プロセスの解明は、
パーキンソン病患者に限らず神経系障害患
者の理学療法評価につながる知見である。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案部分ではパーキンソン
病のすくみ足に関して臨床的観点から議論
を行った。
執筆者：Mizusawa H.（水澤裕貴）, Jono
Y.（城野靖朋）, Iwata Y.（岩田恭幸）,
Kinoshita A.（木下篤）, Hiraoka K.（平
岡浩一）
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共著 平成30年3月

共著 平成30年10月

共著 平成31年3月25 The influence of
muscular activities in
a squat with hands on a
table for "locomotion
training"
(テーブルを用いたスク
ワットによるロコモー
ショントレーニングが筋
活動に与える影響)
（査読付）

人間と科学: 県立広島
大学保健福祉学部誌
(1346-3217)19巻1号
Page49-53(2019.03)

椅子上の座位からテーブルに手を添えたス
クワット(HOTS)をした際の筋活動を、通常
の立位スクワット(SPS)と比較した。HOTS
ではテーブルの高さを変えた高位HOTSと低
位HOTSの2種類で測定した。その結果、大
腿直筋、内側広筋および半腱様筋に関して
は、SPSによる筋活動の方が高位HOTSより
も有意に大きかった。これらより、下肢筋
の筋活動はテーブルを用いたスクワットが
通常のスクワットより必ずしも有意に減少
するわけでは無いことが明らかとなり、
テーブルの高さを調節することで、効果的
で安全なスクワットができることが示唆さ
れた。
本人担当部分：研究計画の立案から結果の
解釈、考察部分を部分的に担当。
論文作成，論文投稿に至るまでを中心的に
担当。
執筆者：金井秀作, 池上あゆみ, 岡村和
典, 城野靖朋, 大塚彰

24 足部内在筋トレーニン
グの学習における随意運
動介助型電気刺激装置の
効果　内在筋および外在
筋の筋活動からの検討
（査読付）

物理療法科学
25巻,
pp.27-33

本研究ではShort Foot exercise(以下、
SFex)の習得を促進する目的で随意運動介
助型電気刺激装置(以下、IVES)を利用する
ことの有効性を検討した。その結果、IVES
を利用するSFexが、足部外在筋による代償
を増加させることなく、従来の方法以上に
SFex中の母趾外転筋の筋活動を増加させ
た。このことから、IVESの利用がSFexの習
得の促進に有効であることが示唆された。
本人担当部分：研究計画の立案から結果の
解釈、考察部分を部分的に担当。
執筆者：岡村和典, 城野靖朋, 山本征孝,
江川晃平, 金井秀作

23 異なる負荷値における
足関節背屈可動域測定の
信頼性
（査読付）

大阪行岡医療大学紀要
5号,
pp.19-22

低い負荷での足関節背屈可動域測定の信頼
性を明らかにする目的で、異なる負荷値に
おける足関節背屈可動域測定の信頼性を検
証した。本研究では同一検者による2回の
測定を実施した。本研究で用いた25N、
50N、75N、100Nすべての負荷におい誤差は
偶然誤差で、誤差の範囲は2.74°から
3.79°の範囲であった。本研究結果から、
負荷値を統一した足関節背屈可動域測定で
は、低い負荷であっても4°未満の偶然誤
差で評価できることが示唆された。
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施、論文作成、論文投稿に至るまでを中
心的に担当。
執筆者：城野靖朋, 神里巌, 岡村和典, 金
井秀作, 大塚彰
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共著 平成31年3月

（その他）

「総説」

共著 平成25年5月

共著 平成31年3月2 理学療法士の経験学習
プロセスの解明に向けて
―経験学習研究における
理論的枠組みと課題―

大阪行岡医療大学紀要
6号,
pp.23-33

理学療法士の経験学習プロセスの解明と支
援方法の開発に向けて、これまで多くの専
門職の経験学習プロセスを明らかにしてき
た松尾による経験学習研究の理論的枠組み
を要約するとともに、それらによって解明
された看護師と保健師の経験学習プロセス
について要約した。これらを踏まえ、我々
が計画している理学療法士の経験学習プロ
セスの解明に向けた研究的枠組みに関する
課題を考察した。
本人担当部分：理学療法士の経験学習プロ
セスの解明に向けた研究的枠組みに関する
課題の考察に関して、部分的に担当。
共同発表者：池田耕二, 田坂厚志, 粕渕賢
志, 城野靖朋, 松田淳子

ユニバーサルデザインの概念に基づき，福
祉用具の研究・開発を行ってきた。サリド
マイド薬禍障害児の電動義手，進行性筋ジ
ストロフィー症児に対するバネ付き装具の
開発に始まり，様々な義手，福祉用具の研
究・開発に携わってきた。近年では障害を
持つヒトの余暇の利用を支援するタンデム
チェアスキーや，砂浜歩行研究に基づく砂
浜裸足用5本趾履物，介助者の主観的な負
担を軽減する寝返り介助用具を開発した。
本人担当部分：砂浜歩行研究に関する研究
を中心的に担当。
共同発表者：大塚彰，長谷川正哉，城野靖
朋，田中聡，沖貞明

1 ユニバーサルデザイン
と福祉用具の開発研究

理学療法えひめ

本研究では自作の前腕マッチング課題装置
を用いた位置覚評価システムの信頼性を検
討し、適切な実験プロトコルを提案するこ
とを目的とし、肘関節の屈曲課題と伸展課
題においてマッチング課題の信頼性を検討
した。その結果、マッチング課題には偶然
誤差が認められた。信頼性が優秀となるに
は屈曲課題で10回、伸展課題で7回の計測
が必要であることが示された。これらよ
り、本システムによる位置覚の計測は10回
以上の計測が必要であることが示された。
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施、論文作成、論文投稿に至るまでを中
心的に担当。
執筆者：城野靖朋, 神里巌

26 前腕マッチング課題の
信頼性―自作装置による
予備的研究―
（査読付）

大阪行岡医療大学紀要
6号,
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「学会発表」

＜国際学会＞

- 平成25年9月

- 平成25年9月2 Study of dual-task
cost by manipulating
the attentional demands
of a cognitive and
motor task.
（訳文：認知課題と運動
課題における注意需要量
を統制した二重課題コス
トの研究）

The 6th WCPT-AWP &
12th ACPT Congress
2013
（於台湾）
（訳文：第6回世界理学
療法アジア西太平洋地
域学会および第12回ア
ジア理学療法学会の合

二重課題によるパフォーマンスの低下
（dual-task cost）は、高齢者や中枢神経
疾患患者で顕著にみられ、日常生活動作能
力へ影響を及ぼす重要な問題である。そこ
で、注意需要量を統制した運動課題下での
認知的負荷によるdual-task costへの影響
を検証した。難易度を注意需要量で統制し
た二重課題条件を設定し、単一運動課題能
力の高い群と低い群とでdual-task costを
比較した。両群間でdual-task costに有意
な差をみとめなかった。したがって、二重
課題におけるdual-task costは、単一運動
課題能力に影響されない可能性が示唆され
た。
本人担当部分：研究結果の解釈、考察を部
分的に担当。
共同発表者：Goto T.（後藤拓也）, Okita
K.（沖田一彦）, Hasegawa M.（長谷川正
哉）, Tanaka S.（田中聡）, Shimatani
K.（島谷康司）, Jono Y.（城野靖朋）,
Daniide Y.（谷出康士）, Harada R.（原
田亮）, Fujitaka Y.（藤高祐太）, Kanai
S.（金井秀作）

1 Effects of cerebral -
blood-flow change
during muscle power
enhancing training with
mental practice.
（訳文：メンタルプラク
ティスによる筋力増強訓
練における脳血流量変化
の影響）

The 6th WCPT-AWP &
12th ACPT Congress
2013
（於台湾）
（訳文：第6回世界理学
療法アジア西太平洋地
域学会および第12回ア
ジア理学療法学会の合
同学会）

メンタルプラクティスによる膝伸展筋力増
強効果を検証した。2週間のメンタルプラ
クティスによる筋力増強効果の評価と、イ
メージ課題中の脳血流量を測定した。メン
タルプラクティスは等尺性膝伸展筋力を有
意に増強させた。イメージ課題中は、前頭
葉領域の脳活動賦活が確認された。した
がって、メンタルプラクティスは脳活動を
賦活させることで、神経性要因による筋力
増強効果を得ている可能性が示唆された。
これは、整形外科疾患、中枢神経疾患、ま
た、高齢や廃用症候群によって重度の筋力
低下がみられる対象の運動療法となりう
る。
本人担当部分：研究結果の解釈、考察を部
分的に担当。
共同発表者：Daniide Y.（谷出康士）,
Kanai S.（金井秀作）, Jono Y.（城野靖
朋）, Goto T.（後藤拓也）
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＜国内学会＞

- 平成24年5月

- 平成20年8月

- 平成26年5月3 運動野表象に対する隣
接筋随意収縮の影響

第49 回日本理学療法学
術大会
（於パシフィコ横浜）

試験筋随意収縮中に隣接筋を随意収縮させ
た時に生じる試験筋支配運動野表象分布の
変化を観察し、試験筋随意収縮中の隣接筋
活動の影響を神経生理学的に検証した。隣
接筋活動の影響を受けて、試験筋運動野興
奮性分布の重心は内側へ偏移した。試験筋
随意収縮中の隣接筋活動は、試験筋運動野
表象の興奮性分布を変化させることが示唆
された。
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施、発表資料の作成、発表に至るまでを
中心的に担当。
共同発表者：城野靖朋，中條雄太，谷恵
介，野村佳史，二階堂泰隆，畑中良太，平
岡浩一

2 変形性膝関節症に対す
る微弱電流の効果

第20回日本物理療法学
会学術大会
（於佛教大学）

変形性膝関節症患者を対象に，微弱電流の
効果を疼痛および歩行の変化から検討し
た。対象は70歳代の左変形性膝関節症患者
1名とし，通常の理学療法に微弱電流治療
を追加した。介入一日目に，疼痛の軽減と
歩行時の左下肢単脚支持期の延長がみられ
た。介入二日目以降，治療前後の変化は観
察できなかったが，一日目の治療効果は維
持できていた。本症例は微弱電流治療の介
入一日目に，疼痛緩和による単脚支持期の
延長が観察された。
本人担当部分：研究計画の立案から介入の
実践，発表資料の作成，発表に至るまでを
中心的に担当。
共同発表者：城野靖朋，堀内賢，岡田裕
尚，百々美樹，白須健司

イメージ課題を用いたメンタルプラクティ
スによる筋力増強効果を検証した。メンタ
ルプラクティスは等尺性膝伸展筋力を有意
に増強させた。等尺性膝伸展筋力測定をイ
メージする課題中の脳血流量を、近赤外光
脳機能イメージング装置で測定したとこ
ろ、前頭葉領域の脳活動賦活が確認され
た。したがって、メンタルプラクティスは
脳活動を賦活させ、神経性要因による筋力
増強効果を得ることが示唆された。
本人担当部分：研究結果の解釈，考察を部
分的に担当。
共同発表者：谷出康士，金井秀作，城野靖
朋，後藤拓也，島谷康司，長谷川正哉，大
塚彰

1 メンタルプラクティス
による筋力増強効果の検
討

第47回日本理学療法学
術大会
（於神戸ポートピアホ
テル）

リハ－403



- 平成26年5月

- 平成26年5月

- 平成26年11月6 身体軸に対する手指運
動方向が手指筋運動野表
象に及ぼす影響

第44回日本臨床神経生
理学会学術大会
（於福岡国際会議場）

身体軸に対する運動方向の違いが手指筋運
動野表象に及ぼす影響を検証した。異なる
3つの上肢肢位において手指筋運動誘発電
位マッピングを行った。運動方向の違いに
よる手指筋運動野表象の違いはみられな
かった。肩関節角度と肘関節角度の違い
で、hotspot内側の手指筋運動誘発電位に
有意な差がみられた。したがって、中枢関
節角度の影響により手指筋運動野表象内側
の興奮性が変化することが示唆された。肢
全体の関節に共同運動が生じてしまう中枢
神経障害の運動障害と関連する知見である
可能性がある。
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施、発表資料の作成、発表に至るまでを
中心的に担当。
共同発表者：城野靖朋，中條雄太，谷恵
介，野村佳史，畑中良太，岩田泰幸，水澤
裕貴，平岡浩一

5 地域在住高齢者におけ
る不安定面での姿勢制御
能力が転倒にどのように
影響を及ぼすか―不安定
面での重心動揺検査にお
ける検証―

第49 回日本理学療法学
術大会
（於パシフィコ横浜）

ラバー負荷重心動揺検査を利用して、地域
在住高齢者の不安定面での姿勢制御能力が
転倒にどう影響するかを運動学的に検証し
た。ラバー負荷使用による姿勢制御能力
は、転倒と関連しなかった。ラバー負荷時
のロンベルク率は、非転倒群で高値を示し
た。したがって、転倒群の姿勢制御は非転
倒群と比べ下肢の体性感覚への依存が少な
い可能性が示唆された。
本人担当部分：研究結果の解釈、考察を部
分的に担当。
共同発表者：藤高祐太，金井秀作，原田
亮，後藤拓也，城野靖朋，田中聡，大塚彰

4 外乱予測が筋反応およ
び反応前期の皮質脊髄興
奮性に与える影響

第49 回日本理学療法学
術大会
（於パシフィコ横浜）

外乱方向および外乱タイミング予測が外乱
に対する筋反応と反応前期の皮質脊髄興奮
性に与える影響を神経生理学的に検証し
た。タイミング予測により伸展外乱時のみ
反応前期皮質脊髄興奮性が増大した。タイ
ミング予測は筋伸張を予測できないにもか
かわらず伸展外乱反応前期のみで皮質脊髄
興奮性増大に作用することを示唆した。し
たがって、タイミング予測による反応前期
皮質脊髄興奮性増大に筋伸張求心性インパ
ルスが関与することが示唆された。
本人担当部分：実験の実施、研究結果の解
釈、考察を部分的に担当。
共同発表者：二階堂泰隆，畑中良太，城野
靖朋，谷恵介，野村佳史，中條雄太，平岡
浩一
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- 平成26年11月

- 平成26年11月

- 平成26年11月

聴覚刺激が視覚反応リーチ課題時の手選択
に及ぼす影響を検証した。右利き者のリー
チ側選択が左右均等になる水平視線角度
は、右聴覚入力の影響を受けて有意に左へ
偏移した。左利き者の水平視線角度は、右
聴覚入力の影響を受けて半数で左へ偏移し
たが、残りの半数では算出できなかった。
したがって、右聴覚音は右利き者の視覚標
的リーチ時の右手選択確率を増加させる
が、左利き者において右利き者と異なる機
構の存在が示唆された。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
共同発表者：谷恵介，城野靖朋，中條雄
太，野村佳史，畑中良太，平岡浩一

9 異なる相対位相の両側
リズミカル運動における
運動制御

第44回日本臨床神経生
理学会学術大会
（於福岡国際会議場）

相対位相の異なるリズミカルな両側性運動
の運動制御を神経生理学的に検証した。難
易度の高い相対位相のリズミカル運動で、
運動誘発電位が有意に大きくなり、背景筋
放電量に対する運動誘発電位の相関が有意
に低下した。したがって、高い難易度の両
側性運動では皮質脊髄路興奮性は増大する
が、筋出力の皮質脊髄制御の依存は小さい
ことが示唆された。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
共同発表者：野村佳史，畑中良太，城野靖
朋，谷恵介，中條雄太，平岡浩一

8 聴覚刺激が視覚標的
リーチ時の手選択に及ぼ
す影響

第44回日本臨床神経生
理学会学術大会
（於福岡国際会議場）

7 両側forceの協調が皮質
間抑制に及ぼす影響

第44回日本臨床神経生
理学会学術大会
（於福岡国際会議場）

半球間抑制は中枢神経障害による運動障害
と関係していると考えられている。そこ
で、両側forceの協調が半球間抑制に及ぼ
す影響を神経生理学的に観察した。半球間
抑制は、左右示指同士を直接押し合う協調
したforce出力を要する課題において、左
右示指間に金属板を挟んだ協調したforce
出力を要しない課題と比較して有意に大き
くなった。条件刺激と試験刺激の刺激間隔
時間の違いが、半球間抑制の大きさに与え
る影響はみとめなかった。したがって、両
側forceの協調は皮質間抑制を促通するこ
とが示唆された。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
共同発表者：平岡浩一，阿江美乃里，小倉
奈菜，佐野千紗，塩見啓悟，森田祐司，横
山遙香，城野靖朋，野村佳史，谷恵介，中
條雄太
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- 平成26年11月

- 平成27年11月

- 平成27年11月12 単耳聴覚性歩行開始合
図が振出下肢選択におよ
ぼす影響

第45回日本臨床神経生
理学会学術大会
（於大阪国際会議場）

単耳聴覚性歩行開始合図が振出下肢選択に
及ぼす影響を検証した。聴覚合図側が予想
不能なセッションで、自己ペース歩行開始
動作における振出下肢に選択しにくい下肢
側からの聴覚合図は、聴覚合図側の下肢を
振出下肢に選択する確率を増大させた。し
かし、聴覚合図側が予想可能なセッション
では、有意な変化は観察されなかった。し
たがって、選択しにくい振出下肢側への予
測不能な聴覚合図は、聴覚合図側の下肢選
択確率を増加させる。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
共同発表者：平岡浩一，阿江実乃里，小倉
奈々，佐野千紗，塩見啓悟，森田祐司，横
山遥香，岩田恭幸，城野靖朋，野村佳史，
谷恵介，中條雄太

11 手指筋の緊張性収縮が
隣接筋運動野の興奮性お
よび抑制性回路に与える
影響

第45回日本臨床神経生
理学会学術大会
（於大阪国際会議場）

手指筋運動野表象の興奮性および抑制性回
路に及ぼす隣接筋活動の影響を神経生理学
的に検証した。第1背側骨間筋は，小指外
転筋と重複していない運動野表象で小指外
転筋活動による運動野興奮性および抑制性
が抑制された。小指外転筋では第1背側骨
間筋活動による運動野興奮性および抑制性
は変化しなかった。したがって，隣接筋活
動による運動野表象の興奮性変動は筋に
よって異なることが示唆された。
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施，発表資料の作成，発表に至るまでを
中心的に担当。
共同発表者：城野靖朋，岩田恭幸，水澤裕
貴，平岡浩一

10 視覚入力を伴わない衝
動性眼球運動が手指筋皮
質脊髄路興奮性に及ぼす
影響

第44回日本臨床神経生
理学会学術大会
（於福岡国際会議場）

視覚入力を伴わない衝動性眼球運動が、手
指筋支配皮質脊髄路興奮性に及ぼす影響を
神経生理学的に検証した。眼球運動前と比
較して、衝動性眼球運動開始から終了を4
分割した第3相の運動誘発電位が有意に減
少した。前腕肢位及び筋の違いによる影響
はみられなかった。衝動性眼球運動は手指
筋支配皮質脊髄路の興奮性を抑制するが、
その抑制に視覚、前腕固受容器、および共
通経路を介した手指運動命令は関与しない
ことが示唆された。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
共同発表者：中條雄太，城野靖朋，谷恵
介，野村佳史，畑中良太，平岡浩一
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- 平成27年11月

- 平成27年11月

- 平成28年6月15 高齢者に対する3次元
複数物体追跡課題を用い
た視覚認知トレーニング
の効果

第44回日本バイオ
フィードバック学会学
術集会（於日本大学文
理学部百年記念館）

地域在住高齢者を対象に、三次元複数物体
追跡課題のトレーニング効果を検証した。
トレーニング介入群ではTrail Making
Test part Aが介入後に有意に短くなっ
た。介入群においてTrail Making Test
part AとTimed Up and Go Testの変化比率
の間に有意な正の相関が認められた。地域
在住高齢者に対する三次元複数物体追跡課
題のトレーニング効果は注意機能および動
的バランス能力の向上が期待でき、新しい
運動療法としての可能性が示唆された。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
共同発表者：辻下守弘，城野靖朋

14 歩行開始時予測的姿勢
制御の動作変換または中
止による抑制

第45回日本臨床神経生
理学会学術大会
（於大阪国際会議場）

歩行開始時予測的姿勢制御における、足底
移動中心軌跡のS1相に及ぼす動作変換ある
いは中止の影響を運動学的に検証した。歩
行開始合図により生じたS1の側方振幅とそ
の持続時間が、振出下肢変更あるいは動作
中止により有意に減少した。このことは、
歩行開始時の予測的姿勢制御は、他の競合
する運動プログラムから抑制フィードバッ
クを受けることを示唆する。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
共同発表者：水澤裕貴，城野靖朋，岩田恭
幸，平岡浩一

13 一次感覚野への経頭蓋
磁気刺激による一次運動
野半球間抑制

第45回日本臨床神経生
理学会学術大会
（於大阪国際会議場）

一次感覚野への経頭蓋磁気刺激による半球
間抑制を神経生理学的に観察した。一次感
覚野への経頭蓋磁器刺激により感覚減弱が
生じた対象者では、刺激後20 msおよび
40msで半球間抑制が観察された。このこと
から、一次感覚野への経頭蓋磁器刺激で長
潜時の半球間抑制を誘発可能であることが
示唆された。また、この抑制は感覚減弱が
生じた対象者で観察されたことから、皮膚
知覚経路に関連していると考えられる。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
共同発表者：岩田恭幸，城野靖朋，水澤裕
貴，平岡浩一
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- 平成28年11月

- 平成28年11月

- 平成28年11月 ポリリズム両手運動に対するリズム視覚
フィードバックの入力側、刺激位置間距
離、およびフィードバックと運動側の一致
の影響を検証した。フィードバック入力側
が片側の条件におけるポリリズムの周期の
長い側の手運動周期が、片手運動と比較し
て短縮した。フィードバック入力側が両側
の条件では片手運動に対する周期の差は観
察されず、刺激位置間距離の違いにおいて
も運動周期の差は観察されなかった。した
がって、フィードバックの入力側半球が同
一であることに起因して、ポリリズムの周
期の長い側の手運動周期が短縮することが
考えられた。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
共同発表者：木下篤, 城野靖朋, 水澤裕
貴，岩田恭幸, 平岡浩一

18 リズムフィードバック
入力視野がポリリズム両
側運動に及ぼす影響

第46回日本臨床神経生
理学会学術大会（郡
山）

17 一次感覚野経頭蓋磁気
刺激による半球間抑制の
体性感覚経路依存性

第46回日本臨床神経生
理学会学術大会
（於ホテルハマツ）

対側示指への皮膚刺激が、経頭蓋磁気刺激
によって観察される長潜時半球間抑制へ及
ぼす効果を神経生理学的に観察した。一次
運動野を刺激することによる長潜時半球間
抑制は、対側示指への皮膚刺激の影響を受
けなかった。一次感覚野を刺激することに
よる長潜時半球間抑制は、一次感覚野を刺
激する20ms前に対側示指へ皮膚刺激を与え
ると促通した。これは体性感覚求心性入力
が一次感覚野に到達した時点で、一次感覚
野を刺激することによる長潜時半球間抑制
が促通されることを意味する。したがっ
て、一次感覚野を刺激することによる長潜
時半球間抑制は、体性感覚経路の活動と関
連することが考えられた。
本人担当部分：実験の実施を中心的に担
当。研究計画の立案から結果の解釈、考察
部分を部分的に担当。
共同発表者：岩田恭幸, 城野靖朋, 水澤裕
貴，木下篤, 平岡浩一

16 異なる手指運動プロセ
ス間の協調

第46回日本臨床神経生
理学会学術大会
（於ホテルハマツ）

異なる手指運動プロセス間の協調について
検証した。示視屈曲時の示指支配筋単純反
応時間は小指運動の影響を受けなかった
が、小指屈曲時の小指支配筋反応時間は示
指運動の影響を受けて有意に延長した。ま
た、示指支配筋と小指支配筋の反応時間差
の試行間標準偏差は、示指と小指の同時外
転時に最も小さく、同時屈曲時に最も大き
かった。したがって、独立性の高い運動を
実行する示指の運動プロセスでは他の指運
動プロセスとの干渉はないが、独立性の低
い小指の屈曲運動プロセスでは他の指運動
プロセスの干渉を受ける場合がある。ま
た、指の外転運動は屈曲運動よりも他の指
運動との共同性が高いことが示唆された。
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施、発表資料の作成、発表に至るまでを
中心的に担当。
共同発表者：城野靖朋, 岩田恭幸, 木下
篤, 平岡浩一
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- 令和元年10月

- 令和元年11月20 理学療法士の経験学習
プロセスの解明にむけた
探索的研究―成長を促す
経験と教訓―

第8回日本理学療法教育
学会学術大会・第2回日
本理学療法士学会管理
部門研究会（名古屋）

仕事に対する信念は専門職の経験学習に重
要な役割を担い，理学療法士（以下，PT）
の育成には信念の形成支援が大切となる．
しかし，PTの信念の内容や形成支援方法は
明らかにされていない．そこで，本研究で
は現場の熟達PTの信念を明らかにし，信念
の形成支援方法を提案する．熟達PTからは
30個の信念カテゴリーが得られたが，それ
らは実に多様であった．これらを要約する
と、熟達PTの信念は人間関係の構築，PTの
プライドや責任感，熱意と幅広い実践，治
療成果による社会還元等から形成されてい
た．
本人担当部分：研究計画の立案から結果の
解釈、考察部分を部分的に担当。
共同発表者：池田耕二, 田坂厚志, 粕渕賢
志, 城野靖朋, 松田淳子

19 上腕三頭筋腱振動刺激
時の肘関節角度の違いが
運動錯覚の惹起に及ぼす
影響

第27回日本物理療法学
会学術大会（東京）

関節角度の違いによる筋長の変化が筋腱振
動刺激による運動錯覚の惹起に及ぼす影響
を明らかにすることを目的とし、左肘関節
屈曲30度、60度、90度の3条件で運動錯覚
を評価した。その結果、肘関節屈曲60度と
90度において肘関節屈曲の運動錯覚が惹起
された。したがって、筋腱振動刺激による
運動錯覚の惹起には被刺激筋の長さが影響
し、伸長位であることが必要だと考えられ
た。
本人担当部分：研究計画の立案から実験の
実施、発表資料の作成、発表に至るまでを
中心的に担当。
共同発表者：城野靖朋、神里巌、吉川義
之、辻下守弘
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年月日

平成25年10月

～

平成31年3月

平成26年4月

～

平成31年3月

平成27年4月

～

平成31年3月

令和元年10月

～

現在に至る

医療機関（社会医療法人黎明会 北出病院）におい
て、臨床経験の浅い理学療法士・作業療法士に対し
ては、症例の担当場面に介入して直接的な指導を実
施（on the job training）。一方、中堅以上のス
タッフに対しては、学術活動や後進育成のための教
育・マネジメント、多職種・多事業所連携等に関す
る相談・指導を実施。

3）事前テストの実施による学習目標の明確化

4) 臨床における理学療法士・作業療法士に対する
教育

1）メーリングリストを利用したレポート添削によ
る効率的な個別学習支援

土佐リハビリテーションカレッジ 理学療法学科 専
門分野 「運動分析学（2年次）」において、姿勢・
動作の観察・分析方法の指導と演習（レポート作
成）を行う。学生は繰り返しレポート提出を行い、
それに対して個別にフィードバックを行う必要があ
るため、学内メーリングリストを利用した課題の提
出・返却を実施した。学生は提出期日までの間、昼
夜問わずレポートを提出できる利便性があるととも
に、添削の際もワープロソフトの校閲機能を用いて
効率よく丁寧に実施できる。

2）チューター制度による少人数制の学生生活およ
び学習のサポート

土佐リハビリテーションカレッジ理学療法学科にお
いて、学年を問わず、履修中の科目の中で理解が不
十分であったり、学生生活で悩みがあったり、将来
的な不安などを抱えている学生は少なくない。そこ
で、学年別に少人数（6名程度）の学生を対象に放
課後等の時間を活用してチューター制度を設けた。
比較的共通する課題や悩みがあるなどピアとしても
機能し仲間意識が高まるなど、きめ細かいフォロー
が学生にとって有効にはたらいていることを実感す
る試みである。

土佐リハビリテーションカレッジ 理学療法学科 専
門基礎分野 「人体の機能演習Ⅰ・Ⅱ」「運動学演
習Ⅰ・Ⅱ」（ともに1年次）では、初めて専門的な
学習を行う学生にとって難易度は高いと思われる。
そこで毎回講義の最初に、当日講義で扱う内容で構
成された「事前テスト」を講義冒頭で実施（5分程
度）。これによりこれから何を学ぶか意識付けする
とともに、講義終了後には事前テストの解答を完成
させたものを提出させ、理解の確認とともに質問を
受け付け、次回講義時にフィードバックするよう努
めた。学生評価は非常に高いものであった。

研 究 分 野

地域理学療法学、老年期理学療法、運動制御

教 育 研 究 業 績 書

　令和２年㸱月３�日

氏名　　滝本　幸治　　

研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

歩行、転倒、認知症、健康増進、介護予防

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

１　教育方法の実践例
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年月日事項 概 要

平成23年9月

平成26年4月

平成27年4月

平成22年

7月1日

平成24年

8月11日

平成26年

5月1日

平成28年

12月9日

平成25年

3月30日

平成27年

9月29日

平成27年

2月15日

1）土佐リハビリテーションカレッジ理学療法学科
学生による授業評価アンケート結果における評価

土佐リハビリテーションカレッジ理学療法学科の担
当科目である「人体の機能演習Ⅰ・Ⅱ」「運動学演
習Ⅰ・Ⅱ」や「地域リハビリテーション学」「地域
理学療法学Ⅰ」では、授業評価により得られた結果
を講義に反映することで、学生が求める教授方法に
ついて再考し、必要に応じて対応した。具体例とし
ては、配布資料に含まれる演習問題について模範解
答を付すことや、テキスト掲載の図では分かりにく
いものについて他の文献から理解しやすい図をスラ
イドで示したり資料として配布したりするなど対応
した。また講義資料作成時に活用した文献・資料等
についてのリストも学生に紹介し、希望に応じて提
供した。結果、学生の学習意欲の向上や高い満足度
が得られた。

２　作成した教科書，教材

土佐リハビリテーションカレッジ同窓会「未来会」
にて、現職の理学療法士・作業療法士を対象に「周
期運動の神経メカニズム―タイミングと力制御に関
する研究動向とともに」というテーマで講演。

３　教育上の能力に関する大学等の評価

研究活動において、リハビリテーションに関連が深
い力量調節課題を用いる機会が多く、力制御の精度
を確認するための解析ソフトが必須であった。これ
まで適当な解析ソフトが見当たらなかったため、ソ
フト開発企業と連携し解析ソフトの開発にあたっ
た。これにより多くのデータ解析が可能となり（学
生の卒業研究含む）、解析時間の大幅な短縮ととも
に研究の選択肢を広げることができた。

４　実務の経験を有する者についての特記事項

土佐リハビリテーションカレッジ 理学療法学科で
担当している「地域リハビリテーション学」「地域
理学療法学Ⅰ」（ともに3年次）において、講義用
テキストを作成した。医療・福祉・保健・介護等を
取り巻く状況が目まぐるしく変遷するなか、専門職
養成に必要な標準的事項は既刊のテキストで補える
が、リアルタイムにトピックス的な話題や状況を反
映させるために、教材として50ページ程度のサブテ
キストを作成し講義で活用している。

1）力量解析ソフトの開発

2）講義用テキスト作成

土佐リハビリテーションカレッジ同窓会「未来会」
にて、現職の理学療法士・作業療法士を対象に「地
域包括ケアシステムにおけるリハ専門職の貢献と課
題」というテーマで講演。

2）和歌山県理学療法士協会
中紀ブロック勉強会　講師

1）香南市「健康を守る会」勉強会 講師

和歌山県理学療法士協会中紀ブロックの勉強会講師
として「歩行の神経メカニズム～歩行の発現と制御
機構の基本システム～」というテーマで講演。

高知県香南市香我美町の地域在住高齢者が主体と
なって活動している「健康を守る会」の勉強会に、
「年齢に負けない丈夫なからだをもつために」とい
うテーマで講演とともに健康体操の実演を行った。

4）川田整形外科 勉強会 講師 川田整形外科リハビリテーション科スタッフを対象
に「臨床実習教育について考える」というテーマで
講演。

島津病院リハビリテーション科スタッフを対象に
「臨床実習教育再考」というテーマで講演。

3）島津病院 勉強会　講師

5）同窓会「未来会」勉強会 講師

6）高知県香南市地域ケア会議事前研修会 講師 高知県香南市が平成27年4月より実施する地域ケア
個別会議に先立って、事業所職員らを対象とした研
修会を実施。
「運動機能アセスメント―測定目的と方法について
―」と題して研修会講師を務めた。
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年月日事項 概 要

平成29年

8月24日

平成29年

8月29日

平成30年

2月16日

平成30年

8月11日

平成30年

9月6,10,13日

平成30年

9月21日

平成31年

3月15日

平成30年

9月28日，

10月1日

平成31年

2月24日

高知県香南市で年次計画されている通所介護事業所
連絡会において、通所介護事業所スタッフ向けに
「根拠に基づく生活支援を考える―効果検証の方法
を通じて―」として、事例検討のなどの際に一助と
なるよう症例研究デザインやアセスメントの重要性
について解説した。

高知県リハビリテーション職能三団体協議会の主催
による本研修において、PT・OT・STの参加者（50
名）を対象に「介護予防の機能強化を支援する活動
の報告―地域リハビリテーション活動支援事業を踏
まえて―」というテーマで講演した。

7）高知県介護予防強化型サービス事業所育成支援
事業研修会 講師

高知県主催の自立支援機能を強化する介護事業所ス
タッフの育成支援を目的とした研修会にて、「転ば
ぬ先の転倒予防」と題して、アセスメント方法や具
体的転倒予防策等について講演。

高知県芸西村教育委員会が、競技スポーツを実施す
る小・中学生の保護者に対して企画した研修会に
て、「成長期のスポーツとの付き合い方」という
テーマで、実技を交えながら講義を実施。

8）高知県芸西村教育委員会スポーツ研修会 講師

9) 高知県越知町介護予防事業リハ専門職派遣事業
講師

リハ専門職が介入していない自治体を県が抽出し、
リハ専門職を派遣する事業の一環。
高知県越知町にて継続されてきた介護予防事業にお
いて、参加者減少という課題や介護予防の動機づけ
のために地域在住高齢者を対象に「健康長寿で生き
かた上手」というテーマで講演するとともに体操と
体力測定を実施。

10) 社医）黎明会 北出病院　勉強会講師 理学療法士を対象に「加速度センサを用いた歩行解
析の基礎―臨床研究への展開を踏まえて」という
テーマで講演。実際に歩行時加速度計測およびデー
タ解析を実演するとともに、これらの臨床研究への
展開を想定した具体的提案を試みた。

11) 高知県介護予防強化型サービス事業所育成支
援事業研修会　講師

高知県主催の自立支援機能を強化する介護事業所ス
タッフの育成支援を目的とした研修会であり、
「Healthy Agingを叶えるために―アセスメントに
基づく介入方法を考える―」と題して、老年症候群
（フレイル）の解説やアセスメント方法、アセスメ
ント結果に基づく具体的介入方法等について講演。
高知県下の中央（高知市）・西部（黒潮町）・東部
（香美市）にて実施。

12) 平成30年度香南市通所介護事業所連絡会　講
師

高知県香南市で年次計画されている通所介護事業所
連絡会において、通所介護事業所スタッフ向けに
「転ばぬ先の転倒予防体操―老いるショックに陥ら
ないために―」というテーマで講演。

13) 香南市いきいきクラブ事業研修会　講師 高知県香南市で実施されている住民主体型運動教室
の運営を支援する当該事業において、運動教室の
リーダーを対象に「健康体操で生きかた上手―コグ
ニサイズの方法と実践―」というテーマで講演と実
技指導を実施。

14) 介護予防事業実践報告研修　講師
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年月日事項 概 要

平成31年

3月4日

令和元年

10月14日

令和2年

2月1日

令和2年

1月12日

平成21年10月

～

平成27年3月

平成20年7月

～

平成22年9月

平成31年4月

～

現在に至る

令和元年10月

～

現在に至る

4) 社会医療法人北出病院リハビリテーション科
臨床指導

北出病院リハビリテーション科スタッフ（理学療法
士，作業療法士）に対して、臨床指導を実施。

15) 高知県越知町介護予防事業リハ専門職派遣事
業 講師

高知県越知町のリハビリテーション活動支援事業の
一環として、越知町中大平地区の住民に対し「元気
よく畑仕事を続けるために―農作業がもたらす健康
生活―」というテーマで講演とともに体操および体
組成計側等を実施した。

奈良市社会福祉協議会（青和地区）の主催で開催さ
れた地域住民を対象とした講演会で、「Healthy
Agingを叶える街づくり―健康長寿を叶えるために
―」というテーマで講演とともに参加者とともに体
操を行った。

3) 土佐リハビリテーションカレッジ理学療法学科
非常勤講師

土佐リハビリテーションカレッジ理学療法学科の3
年生に対して「地域リハビリテーション学」の講義
を担当。

５　その他

室戸高校 生活福祉系列の２・３年生に対して「リ
ハビリテーション医療の基礎技術について」として
看護基礎医学2の授業を担当した。

奈良市社会福祉協議会の主催で、奈良市西福祉セン
ターで開催された地域住民を対象とした講演会で、
「健康長寿を叶える街づくり―人生100年時代にで
きること―」というテーマで講演とともに参加者と
ともに体操を行った。

和歌山県理学療法士連盟の主催で、和歌山国際厚生
学院で開催された、リハビリテーション専門職（特
に理学療法士）を対象とした講演会で「地域包括ケ
アに貢献する理学療法士になるために―地域共生社
会の実現に向けて―」というテーマで講演を行い、
一部参加者と演習を行った。

2)高知県立室戸高校「看護基礎医学2」授業担当

16) 奈良市社会福祉協議会（青和地区）講演会 講
師

1)高知大学教育学部 非常勤講師

〈教育実績〉

高知大学 教育学部 共通科目「高齢者スポーツ論」
を担当。高齢社会の現状および要因分析とともに、
老年医学の知見に基づいた高齢者の心身機能の特徴
を概説。健康長寿に向けた生涯スポーツの位置づけ
や考え方、老年学・公衆衛生学・健康心理学等を踏
まえた実践論について教授している。

17）和歌山県理学療法士連盟研修会 講師
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年月日事項 概 要

年月日

平成22年

4月1日

平成27年

1月18日

平成27年

2月1日

平成28年

5月17日

平成17年4月

～

平成29年9月

平成27年4月

～

平成31年3月

平成29年4月

～

平成31年3月

なし

３　実務の経験を有する者についての特記事項

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

事項 概 要

２　特許等

3)介護予防推進リーダー　取得

１　資格，免許

（自治体事業）

高知県香南市がH27年度より開始した地域ケア個別
会議において、アドバイザーとして当初より参加。
個別事例の課題分析および目標設定、支援内容につ
いて助言を行っている。

2)香南市地域ケア会議アドバイザー

1)香南市高齢者健診事業（運動啓発事業）

3)高知市介護認定審査会 委員

登録番号5-138
（公社）日本理学療法士協会が定める制度である。
自らの専門性を高め、良質なサービスを提供する臨
床能力を備え、理学療法の学問的発展に寄与する研
究能力を高めていくことを目的としたものである。

（公社）日本理学療法士協会の重点施策の一つであ
る地域包括ケアシステムに関わることのできる人材
育成制度を修了。

（公社）日本理学療法士協会の重点施策の一つであ
る地域包括ケアシステムに関わることのできる人材
育成制度を修了。

高知大学大学院総合人間自然科学研究科（甲総医博
第47号）
論文題目「Comparison of timing and force
control of foot tapping between elderly and
young subjects」

4)博士（医学）

H17年度以降、現在に至るまで高知県香南市の高齢
者健診事業（H26より運動啓発事業に事業名変更）
を受託。毎年9~10月頃に、香南市在住の65歳以上高
齢者を対象として、運動・認知機能の計測を実施
し、計測データを市に提供するとともに、計測デー
タを統計処理することにより同市の体力標準値等を
算出・共有してきた。

高知県高知市の介護認定審査会委員として、介護認
定審査にあたる。

2)地域包括ケア推進リーダー　取得

1)専門理学療法士（生活環境支援理学療法）取得
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年月日事項 概 要

令和元年10月

～

現在に至る

平成18年6月

～

平成19年6月

平成20年5月

～

現在に至る

平成20年6月

～

平成26年6月

平成22年11月

～

平成28年11月

平成24年4月

～

平成25年3月

平成26年7月

～

平成31年3月

平成27年6月

～

平成29年6月

4)奈良市二名地区介護予防事業 奈良市二名地域包括支援センターの管轄する地域住
民を対象とした介護予防事業に講師として参画。介
護予防や健康に関連する講話とともに健康体操の実
践指導を実施。

6）四国理学療法士学会　演題査読委員 四国理学療法士会が毎年開催する四国理学療法士学
会の演題査読委員を務めている。

7）公社）高知県理学療法士協会 事務局次長 （公社）高知県理学療法士協会の事務局次長に就
任。高知県の理学療法士の質の向上と社会貢献のた
めの企画総括や会員管理に努めている。

（理学療法士協会関連業務）

3）公社）高知県理学療法士協会 広報部

（公社）高知県理学療法士協会の学術部員として、
高知県理学療法学会および研修会の運営、高知県理
学療法（学術誌）の編集・発刊等に携わった。

日本物理療法学会の選挙管理委員として（H23年5月
より委員長）、学会評議員の選出のための選挙を実
施している。

（公社）高知県理学療法士協会の広報部員（後に副
部長）として、主に協会ホームページの管理や会員
向け会誌（県協会ニュース）や一般向け広報誌（ぱ
わふるとさ！）の編集・発行に携わってきた。

（公社）日本理学療法士協会が毎年開催する日本理
学療法学術大会の演題査読委員を務めている。

5）日本理学療法士協会グランドデザイン
策定委員（予防領域）

1）公社）高知県理学療法士協会 学術部

2）日本物理療法学会 選挙管理委員会 委員長

4） 日本理学療法学術大会 演題査読委員

（公社）日本理学療法士協会が、国民の保健福祉を
支援する理学療法士グランドデザインを策定するた
めにチームを構成し、「予防領域」の委員としてグ
ランドデザイン策定に携わった。
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年月日事項 概 要

平成27年6月

～

平成31年3月

平成29年6月

～

平成31年3月

平成30年3月

～

現在に至る

平成27年2月

～

現在に至る

平成22年

11月13日

平成22年

10月16日

平成27年

3月22日

平成27年

11月29日

（学術大会 司会・座長）

（公社）高知県理学療法士協会の総務部長に就任。
会員管理や法人運営を担い、理事会および総会の開
催・運営を行っている。

8）高知県理学療法士連盟　事務局長 高知県理学療法士連盟の事務局長に就任。県民や理
学療法士の声を受け取り、県もしくは国に届けるた
めのサポート（講演会の開催など）の活動してい
る。

（公社）高知県理学療法士協会の事務局次長に就
任。高知県の理学療法士の質の向上と社会貢献のた
めの企画総括や会員管理に努めている。

9）（公社）高知県理学療法士協会　総務部長

2)第19回日本物理療法学会学術大会（座長） 第19回日本物理療法学会学術大会にて、一般演題Ⅳ
の座長を務めた。

3)第25回高知県理学療法士協会新人発表学術集会
（座長）

第25回高知県理学療法士協会 新人発表学術集会に
て、ポスター演題「生活環境」の座長を務めた。

4)第44回四国理学療法士学会（座長） 第44回四国理学療法士学会にて、一般演題Ⅱ-④
「運動器・基礎系」の座長を務めた。

1)第39回四国理学療法士学会（座長） 第39回四国理学療法士学会にて、一般演題「調査・
研究」の座長を務めた。

11) 日本予防理学療法学会学術大会　演題査読委
員

日本地域理学療法学会学術大会の演題査読委員を務
めている。

日本予防理学療法学会学術大会の演題査読委員を務
めている。

10) 日本地域理学療法学会学術大会　演題査読委
員
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年月日事項 概 要

平成29年

9月18日

平成30年

12月2日

令和元年

10月19日

令和元年

12月15日

7)第6回日本予防理学療法学会学術大会（座長） 第6回日本予防理学療法学会学術大会（広島）に
て、ポスター演題8（9演題）の座長を務めた。

8)第6回日本地域理学療法学会学術大会（座長） 第6回日本地域理学療法学会学術大会（京都）に
て、一般口述12「訪問・通所3」（6演題）の座長を
務めた。

第72回日本体力医学会大会（愛媛）にて、一般演題
「リハビリテーション，運動療法②」の座長を務め
た。

5)第72回日本体力医学会大会（座長）

6)第47回四国理学療法士（座長） 第47回四国理学療法士学会（高知）にて、一般演題
Ⅳ-③「生活環境支援系」の座長を務めた。
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

（著書）
なし

（学術論文）

共著 平成22年12月

共著 平成23年3月

共著 平成23年3月

共著 平成23年3月

共著 平成23年3月5）異なるテンポによる足部
タッピング運動の特徴に関す
る研究―外的および自己ペー
ス運動を用いて―

四国理学療法士会学会誌
33：pp13-14, 2011.

足タッピング運動を手掛かりとなるテンポ音があ
る条件とない条件とで実施し、その制御特性を検
討した。結果、テンポ音を聴取しながら速いテン
ポでタップしているときには、タップ間隔の自己
相関を認めたことから、巧みにタイミング制御が
行われていることが示唆された。
著者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，椛秀人
担　当：論文執筆、研究計画、データ計測・解
析、資料収集

筋出力および筋弛緩による反応時間特性を異なる
力発揮条件下で検討した。結果、筋出力・筋弛緩
による反応時間の統計学的有意差は認めなかった
が、筋弛緩による反応時間が遅延する傾向にあっ
た。
著者名：竹林秀晃，細川航，森岡周，滝本幸治，
宮本謙三，井上佳和，岡部孝生，宮本祥子，宅間
豊
担　当：研究計画、データ計測、資料収集

4）筋出力・筋弛緩における
反応時間特性―筋力調節量が
与える影響―

四国理学療法士会学会誌
33：pp15-16, 2011.

2）高校運動部のコアコン
ディショニングの検討―
Functional Movement
Screen(FMS)の紹介―

四国理学療法士会学会誌
33：pp137-138, 2011

評価手法やトレーニング方法の確立が不十分なコ
アコンディショニングについて、FMSを用いて姿
勢制御や筋力との関連について検討した。結果、
FMSスコアと立位重心動揺および下肢筋力との間
に相関を認めず、コアの機能は重心動揺や筋力と
は異なる側面に反映することが考えられた。
著者名：薮内正樹，竹林秀晃，滝本幸治
担　当：研究計画、資料収集

3）運動イメージ想起課題の
特性―心的時間測定と心的回
転について―

四国理学療法士会学会誌
33：pp17-18, 2011

心的時間測定（MC）と心的回転（MR）による運動
イメージ想起能力の特性について検討した。結
果、最大歩行時より至適歩行時の方が実際の歩行
時間とMCとの間に有意に誤差が大きかった。ま
た、MCとMRの成績との間に相関関係は認めず、課
題特性が異なることを示唆した。
著者名：橋本竜也，竹林秀晃，武田正和，竹村記
和，滝本幸治，小野川ちひろ
担　当：研究計画、資料収集

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

一側足タッピング運動を異なるテンポで外的・自
己ペース運動で実施した。結果、テンポ音との同
期誤差およびタッピング間隔誤差は、速いテンポ
もしくは外的ペース運動時の方が正確であった。
一方、遅いテンポでは自己相関が低く、周期的な
タッピング調整が困難であることが示唆された。
著者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，井上佳
和，宅間豊，宮本祥子，岡部孝生，椛秀人
担　当：論文執筆、研究計画、データ計測・解
析、資料収集

1）異なるテンポによる足部
タッピング運動の特徴に関す
る研究―外的および自己ペー
ス運動を用いて―（査読付）

土佐リハビリテーション
ジャーナル9：pp1-9,
2010.
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成23年10月

共著 平成24年3月

共著 平成24年4月

共著 平成25年3月

共著 平成25年3月10）運動観察が歩行動作の学
習に及ぼす有効性

四国理学療法士会学会誌
35：pp110-111, 2013

脳卒中症例の運動観察による歩行動作の改善効果
について検討した。結果、通常の理学療法を行っ
た時よりも、観察学習を用いた方が歩行時左右肢
の歩幅や単脚支持時間に左右均等性を認め、運動
観察学習の有効性が示唆された。
著者名：池上大輝，竹林秀晃，滝本幸治，山本知
弘，野田昌志
担　当：研究計画、資料収集

9）理学療法専門学術書にお
ける英語表現の特徴に関する
研究

四国理学療法士会学会誌
35：pp150-151, 2013.

理学療法分野の英語コーパスの特性を共起語の観
点から分析し、学習者への指導方略について考察
した。結果、理学療法分野にはパターン化された
結びつきが存在することが考えられ、共起パター
ンの学習が理学療法分野の英語専門学術書の理解
を早める有効な方略であることが示唆された。
著者名：宮本祥子，五百蔵高浩，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，竹林秀晃，岡部孝生，滝本幸治
担　当：研究計画、資料収集

8）理学療法分野における英
語表現-共起パターン-の特性
（査読付）

理学療法学 39： pp90-
101, 2012.

理学療法分野の英語コーパスの特性を
collocation（共起語：語と語の結びつき）の観
点から分析した。結果、学術論文コーパス・教科
書コーパスに共通して優先的に結びつく共起パ
ターンが認められ、この共起パターンの学習が理
学療法分野のテクストの理解を早める有効な方略
になり得る。
著者名：宮本 祥子 , 五百蔵 高浩 , 宮本 謙三
, 宅間 豊 , 井上 佳和 , 竹林 秀晃 , 岡部 孝
生 , 滝本 幸治
担　当：研究計画、資料収集

6）理学療法分野における英
語専門語彙（ESP語彙）の抽
出とその特性
（査読付）

理学療法学38：pp421-
435, 2011.

理学療法士養成課程の英語教育を、特定の目的を
もって学習するESP教育の下位分野と位置づけ、
学術論文コーパスと教科書コーパスを構築し語彙
的特性を分析した。結果、2種類のコーパス両方
に専門的語彙が多用される傾向が強く、8割以上
の単語がどちらのコーパスでも出現していた。
著者名：宮本祥子，五百蔵高浩，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，竹林秀晃，岡部孝生，滝本幸治
担　当：研究計画、資料収集

指標追従課題における求心性収縮と遠心性収縮の
制御特性を、膝関節伸展運動により若年者を対象
に検討した。結果、求心性・遠心性収縮による誤
差に統計学的有意差を認めなかったが、遠心性収
縮において誤差や力の変動が大きくなる傾向に
あった。
著者名：竹林秀晃，滝本幸治，森岡周，宮本謙
三，井上佳和，岡部孝生，宮本祥子，宅間豊
担　当：研究計画、データ計測・解析、資料収集

7）視標追従課題における求
心性・遠心性収縮の制御特性

四国理学療法士会学会誌
34：pp44-45, 2012.

足タッピング運動を手掛かりとなるテンポ音があ
る条件とない条件とで実施し、その制御特性を検
討した。結果、テンポ音を聴取しながら速いテン
ポでタップしているときには、タップ間隔の自己
相関を認めたことから、巧みにタイミング制御が
行われていることが示唆された。
著者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，椛秀人
担　当：論文執筆、研究計画、データ計測・解
析、資料収集

リハ－419



著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成25年3月

共著 平成25年3月

共著 平成26年3月

共著 平成26年3月

共著 平成26年3月 Mental Chronometry（心的時間）による歩行の運
動イメージ想起能力と各種身体能力との関連につ
いて若年・高齢者を対象に検討した。結果、高齢
者の方が実際の歩行と運動イメージとの誤差が大
きく、運動イメージ想起能力（誤差）と敏捷性の
間に正の相関を認めた。
著者名：竹林秀晃，小松祐貴，滝本幸治，宮本謙
三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，奥
田教宏
担　当：研究計画、データ計測、資料収集

14）等尺性収縮における内側
広筋のトレーニング方法の検
討

四国理学療法士会学会誌
36：pp54-55, 2014.

膝伸展作用を有する内側広筋の有効なトレーニン
グ方法について筋電図を用いて検討した。結果、
踵セッティングおよび立位での股内転同期セッ
ティングでより内側広筋の活動が賦活することが
確認された。
著者名：奥田教宏，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，滝本幸治
担　当：研究計画、データ計測・解析、資料収集

15）高齢者におけるMental
Chronometryの特性と各種身
体能力との関係

四国理学療法士会学会誌
36：pp78-79, 2014.

13）地域在住高齢者における
複合的運動機能に対しての注
意機能と身体機能の関連性に
ついて

四国理学療法士会学会誌
36：pp106-107, 2014

複合的運動機能テストであるTrail Walking
Test(TWT)と他の身体機能や注意機能との関連に
ついて検討した。結果、TWTは歩行能力や膝伸展
筋力、バランス能力や敏捷性、注意機能と有意な
相関を認めた。したがってTWTは種々の身体機能
や注意機能の総合的指標と成り得る。
著者名：榛田彩香，竹林秀晃，滝本幸治，高芝
潤，川渕正敬，前田秀博，國澤雅裕
担　当：データ計測・解析、論文執筆、資料収集

12）追従課題における関節位
置調節と筋出力調節の課題特
性と関連性

四国理学療法士会学会誌
35：pp84-85, 2013.

指標追従課題を用いた膝関節運動による関節位置
調節課題と筋出力調節課題を実施した。結果、関
節位置調節より筋出力調節の方が精度は低く、筋
弛緩の際に最も力制御が難しいことが見いだされ
た。
著者名：竹林秀晃，滝本幸治，森岡周，宮本謙
三，井上佳和，岡部孝生，宮本祥子，宅間豊
担　当：研究計画、データ計測、資料収集

11）等尺性収縮による下肢
タッピングの課題特性

四国理学療法士会学会誌
35：pp86-87, 2013.

 関節運動を伴わない等尺性収縮による下肢タッ
ピング課題の特性について若年者を対象に検討し
た。結果、聴覚リズム刺激がなく遅いテンポ下
で、タップ間隔の誤差が大きくなった。また、遅
いテンポでは発揮する力が目標とする値に対して
誤差が大きかった。
著者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，椛秀人
担　当：論文執筆，研究計画、データ計測・解
析，資料収集
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成26年3月

共著 平成26年3月

共著 平成26年3月

共著 平成26年3月

共著 平成26年3月

運動イメージの評価・治療手法のひとつである
Mental Rotation（MR；心的回転）課題を用い
て、道具使用有無下で成績を比較した。結果、道
具使用有無間でMR課題の正答率に差を認めなかっ
たが、反応時間は道具を使用した条件下で有意に
速かった。
著者名：竹林秀晃，滝本幸治，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，奥田教宏
担　当：研究計画、データ計測、論文執筆、資料
収集

20）地域高齢者における転倒
因子の検討と各年代における
片脚立位時間の変化について

四国理学療法士会学会誌
37：pp88-89, 2015.

地域在住高齢者に対し、転倒と関連のある体力要
素を検討した。結果、転倒歴のある高齢者は、開
眼・閉眼片脚立位時間が短く膝伸展筋力が弱かっ
た。また、加齢に伴い片脚立位時間は短縮し、転
倒歴のある高齢者の方が片脚立位時間は短い傾向
にあった。
著者名：奥田教宏，竹林秀晃，滝本幸治，宮本謙
三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生
担　当：研究計画、データ計測、資料収集

19）足タッピング課題による
加齢に伴う力制御能力の特性
―異なる力発揮水準を用いた
検討―

四国理学療法士会学会誌
37：pp108-109, 2015.

18）Mental Rotation課題に
おける道具使用・物体把持の
影響

四国理学療法士会学会誌
37：pp154-155, 2015.

足タッピング課題を用いて異なる力発揮水準によ
る力制御の特性を若年・高齢群間で比較した。そ
の結果、小さい力発揮時に高齢群の力発揮の変動
が大きかった。また、力発揮水準が大きいほど若
年・高齢群の差が縮小する傾向にあった。
著者名：滝本幸治，高橋夏姫，竹林秀晃，宮本謙
三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，奥
田教宏，椛秀人
担　当：研究計画、データ計測・解析、論文執
筆、資料収集

17）介護予防に貢献する理学
療法士の可能性を考える

高知県理学療法21：
pp25-32, 2014.

これまでの介護予防の課題を再認識するととも
に、理学療法士がどのような形で介護予防に貢献
し得るか事例を紹介。また、老年医学や公衆衛生
学など近接領域の知見を取り入れるとともに、健
康寿命延伸のためには歩行能力低下を予防する取
り組みが重要であることを示した。
著者名：滝本幸治，島村千春
担　当：論文構成、論文執筆、資料収集

16）加齢により異なる力制御
の特性―足タッピング課題を
用いた検討―

四国理学療法士会学会誌
36：pp82-83, 2014.

周期的な足タッピング課題を用いて、テンポ速度
やテンポ音有無を操作し若年・高齢群間でその特
徴を検討した。結果、両群とも遅いテンポで且つ
テンポ音のない条件下で足タップの精度が低下し
たが、若年群の精度が高齢群を下回るという興味
深い知見を得た。
著者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，奥田教宏，
椛秀人
担　当：研究計画、データ計測・解析、論文執
筆、資料収集
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共著 平成26年3月

共著 平成26年3月

共著 平成26年3月

共著 平成28年6月

共著 平成28年12月

共著 平成28年12月

Walking Stroop Carpet(WSC)という新しい二重課
題を用いて、地域在住高齢者の認知機能低下の初
期スクリーニングとして有用か検討した。結果、
多変量解析によりWSCの文字条件が認知機能低下
を説明する変数として抽出され、ROC曲線におい
ても判別性能が高いことが示された。
著者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，宮本謙三
担　当：論文執筆、研究計画、データ計測・解
析，資料収集

機能障害が残存しやすく治療に難渋することが多
い上腕骨・前腕両骨骨折症例の理学療法効果につ
いて検討した。結果、術直後から早期に関節可動
域練習と上肢全体に対するアプローチが、疼痛の
消失や関節可動域の再獲得に効果をもたらした。
著者名：上堀　琢，高橋佑輔，滝本幸治
担　当：研究計画，資料収集

土佐リハビリテーション
ジャーナル10：pp23-30,
2016.

発達性協調運動障害を呈する児が縄跳びを上手に
跳べない特徴を有することから、縄跳び動作の分
析を実施した。結果、上手に縄跳びを跳ぶために
は着地がつま先から行われていることや膝が伸展
位であることが見いだされた。
著者名：森下誠也，滝本幸治
担　当：統計解析

22）成人におけるなわ跳び動
作の分析

四国理学療法士会学会誌
38：pp138-139, 2016

左右上下肢の複数体肢の同時動作による反応時間
特性について検討した。結果、四肢いずれか単肢
および両上肢や両下肢で反応するより、同側上下
肢や対側上下肢で反応する際に有意に反応時間が
遅延することが分かった。
著者名：竹林秀晃，前田康介，滝本幸治，宮本謙
三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，奥
田教宏
担　当：研究計画、データ計測、資料収集

23）複数体肢の同時動作にお
ける反応時間からみた運動制
御

四国理学療法士会学会誌
38：pp96-97, 2016.

21）加齢による歩行運動イ
メージの特性 : 時空間的要
素における若年者との比較

高知県理学療法 22：
pp43-47, 2015.

歩行の運動イメージ評価に心的時間計測を用い
て、若年者と高齢者とを比較した。結果、実際の
歩行と運動イメージとの誤差は高齢者で大きく、
高齢者では歩行能力が低い者ほど運動イメージの
誤差が大きくなる知見を得た。
著者名：竹林 秀晃 , 滝本 幸治 , 奥田 教宏 ,
宮本 謙三 , 宅間 豊 , 井上 佳和 , 宮本 祥子
, 岡部 孝生
担　当：研究計画、データ計測、資料収集

24)Comparison of timing
and force control of foot
tapping between elderly
and young subjects（足タッ
ピングのタイミングと力の制
御における高齢者と若年者の
比較）
（査読付）

Journal of Physical
Therapy Science 28:
pp1909-1015,2016.

足タッピング課題を用い、タイミングと力の制御
における高齢者と若年者の比較を行った。結果、
高齢者の方がタッピングの精度が低かったが、テ
ンポ音に同期してタップすると精度が低くなると
いう若年者とは異なる新知見を得た。
著者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，奥田教宏，
椛秀人
担　当：論文執筆、研究計画、データ計測・解
析、資料収集

25) 二重課題による認知機能
評価の有用性―地域在住高齢
者を対象とした検討―
（査読付）

土佐リハビリテーション
ジャーナル10：pp1-8,
2016.

26) 上腕骨・前腕両骨骨折
(floating elbow)を受傷した
症例
（査読付）
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共著 平成28年12月

共著 平成29年3月

共著 平成29年3月

共著 平成29年3月

共著 平成29年3月 高知県理学療法24：
pp63-67, 2017.

31) 高齢者大腿骨近位部骨折
術後患者の自宅退院に与える
要因―回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
によるFIMを用いた検討―

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟に入院していた高齢大腿骨
近位部骨折術後患者42例を対象に、自宅退院に影
響を与える要因について検討した。結果、整容や
更衣動作などのセルフケアと移動動作の自立度、
認知機能の低下予防が自宅退院に必要な要因であ
ることが考えられた。
　著者名：奥田教宏，竹林秀晃，滝本幸治，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，宮本謙三
　担　当：研究計画、統計解析、資料収集

28）心理社会的要因による痛
み関連脳領域の変化―高社会
性げっ歯類を用いた基礎研究
―

四国理学療法士会学会誌
39：pp112-113, 2017.

社会環境の変化による痛み関連領域（ペインマト
リックス）の変化についてハタネズミを用いて検
討した。結果、パートナーの存在有無によりペイ
ンマトリックスの活動性が変化し、脊髄後角にお
ける痛みシグナリングを減少させていることが示
唆された。
　著者名：奥田教宏，大迫洋治，竹林秀晃，滝本
幸治，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，宅間豊，
宮本謙三，由利和也
　担　当：統計解析

27) 異なる二種類の二重課題
による転倒リスク評価の検討
―Multitarget Stepping
Taskの改良版による試み―
（査読付）

土佐リハビリテーション
ジャーナル10：pp31-36,
2016.

二重課題であるMultitarget Stepping
Task(MTST)は、転倒リスク評価としての有用性が
知られているが、より感度よく評価するために認
知機能負荷を課した改良版MTSTを考案し、高齢者
を対象に転倒リスク評価を実施した。結果、改良
版MTSTは従来のMTSTより感度や正診率が高く、よ
り有効な転倒リスク評価として活用の可能性が示
唆された。
著者名：門脇一弘，滝本幸治
担　当：研究計画，データ計測・統計解析，資料
収集

29）自己身体像の視覚外乱刺
激は感覚の重みづけを変化さ
せる―身体感覚情報との不一
致が及ぼす影響―

四国理学療法士会学会誌
39：pp110-111, 2017

視覚情報を変化させることで身体感覚情報との不
一致を作り、姿勢制御への影響を検討した。被験
者自身の後方からの映像を回転させて見せ、立位
姿勢の重心動揺を評価したところ、回転角度が大
きいほど重心動揺が大きくなることが分かった。
　著者名：竹林秀晃，弘井鈴乃，滝本幸治，宮本
謙三，井上佳和，岡部孝生，宮本祥子，宅間豊
　担　当：研究計画、データ計測、資料収集

地域在住高齢者を対象に、Walking Stroop
Carpetを用いたDual Task歩行による転倒リスク
および認知機能評価を試みた。結果、過去1年の
転倒歴の判別適中率は79.0%、認知機能低下の判
別適中率は90.5%であり、Walking Stroop Carpet
の有用性が示唆された。
　著者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，宮本謙三
　担　当：論文執筆、研究計画、データ計測・解
析、資料収集

30）Dual Taskによる歩行能
力と認知機能評価の有用性―
Walking Stroop Carpetによ
る検討―

四国理学療法士会学会誌
39：pp56-57, 2017.
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共著 平成29年6月

共著 平成29年12月

共著 平成29年12月

共著 平成30年3月

共著 平成30年3月

共著 平成31年3月

土佐リハビリテーション
ジャーナル11：pp1-8,
2017.

33) 二重課題による認知機能
低下および転倒リスク評価の
有用性―Walking Stroop
Carpetを用いた検討―
（査読付）

34) 急性期脳卒中リハビリ
テーション

土佐リハビリテーション
ジャーナル11：pp29-36,
2017.

Walking Stroop Carpet (WSC)課題を用いて、地
域在住高齢者113名を対象に認知機能低下ととも
に転倒リスク評価を実施した。多変量解析の結
果、WSC課題（色条件）は高齢者の転倒歴を、WSC
課題（文字条件）は認知機能低下を説明すること
が示された。
　著者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，渡邊
家泰，宮本祥子，宅間豊，井上佳和，岡部孝生，
岡林遥，宮本謙三
　担　当：論文執筆、研究計画、データ計測、統
計解析、資料収集

急性期脳卒中リハビリテーションについて、二次
的な合併症の併発を予防しながら行われるリハビ
リテーションは、よりよい治療成績が得られるこ
とが知られている。一方で、安静臥床が身体に及
ぼす影響も踏まえながら、急性期よりどのような
戦略で脳卒中患者に介入すべきかを解説した。
著者名：小川真輝，滝本幸治
担　当：論文構成、資料収集

37) 視覚外乱刺激において周
辺環境の有無が姿勢制御に及
ぼす影響

四国理学療法士会学会誌
41：pp54-55, 2019.

Head Mounted Displayを用いて映像を回転させる
ことによる視覚外乱刺激を加え、姿勢制御に及ぼ
す影響について検討した。結果、背景があると重
心動揺が増大するとともに、回転角度が大きいと
より顕著に重心動揺が増大した。視覚情報が姿勢
制御に与える影響が異なることから、トレーニン
グへの応用が期待できる。
　著者名：竹林秀晃，藤田雅登，滝本幸治，奥田
教宏，岡部孝生，宮本祥子，井上佳和，宅間豊，
宮本謙三
　担　当：論文執筆，研究計画，データ計測・解
析，資料収集

Walking Stroop Carpet (WSC)課題による転倒リ
スク評価の有用性について、地域在住高齢者100
名を対象に検討した。結果、WSC課題（色条件）
は高齢者の転倒歴を有意に説明することが示さ
れ、地域在住高齢者の転倒リスク評価ツールとし
て活用の可能性が示唆された。
　著者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，宮本謙三
　担　当：論文執筆、研究計画、データ計測、統
計解析、資料収集

35) 心理･社会的ストレスに
よるペインマトリックスの反
応性変化―炎症性疼痛時の脳
活動性―

四国理学療法士会学会誌
40：pp98-99, 2018.

高社会性げっ歯類のプレーリーハタネズミを用い
て、心理･社会的要因（絆）による痛み関連脳領
域（ペインマトリックス）の反応性を検討した。
結果、絆を解かれたネズミは側坐核外側のFos蛋
白発現が少なく内因性疼痛制御系のドーパミン経
路が機能しにくくなり、島ではFos蛋白が多く嫌
悪感や恐怖・不安を感じる可能性が示唆された。
　著者名：奥田教宏，大迫洋治，竹林秀晃，滝本
幸治，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，渡邊家
泰，宅間豊，宮本謙三，由利和也
　担　当：統計解析

36) 加齢による二重課題条件
下での歩行特性―体幹加速度
計測による検討―

四国理学療法士会学会誌
40：pp160-161, 2018.

加齢による二重課題条件下での歩行を評価するた
めに、若年者と高齢者を対象に体幹加速度計測を
行った。結果、二重課題条件下では高齢者の歩行
速度低下とともに加速度振幅の指標であるRMSが
増大することが確認された。
　著者名：滝本幸治，山本聖香，浅井剛，竹林秀
晃，奥田教宏，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡
部孝生，渡邊家泰，宮本謙三
　担　当：論文執筆，研究計画，データ計測・解
析，資料収集

32）Walking Stroop Carpet
による転倒リスク評価の有用
性（査読付）

理学療法学44(3)：
pp219-225, 2017.
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共著 平成31年3月

共著 平成31年3月

共著 平成31年3月

共著 平成31年3月

共著 平成31年3月 パーキンソン病(PD)専用リハコースに入院するPD
症例37名の効果検証を行った。リハ専門職による
介入を240分／日×週5回×5週間実施したとこ
ろ、入院前後比較によりUPDRSのpart1（精神機
能、行動及び気分）、part2（ADL）、part（運動
機能）は有意に改善したが、part4（治療の合併
症）は不変であった。また、抑うつ性(SDS)は有
意に低下した。
　著者名：下川貴大，馬渕勝，岡本和久，武田正
和，横瀬崇光，國重裕二，薮田英吾，澤田侑貴，
鎌田剛，滝本幸治
　担　当：論文執筆，研究計画，データ計測・解
析，資料収集

38) 認知機能低下が歩行パラ
メータに与える影響―体幹加
速度計測による検討―

四国理学療法士会学会誌
41：pp92-93, 2019.

地域在住高齢者を対象に、認知機能低下有無が各
種歩行パラメータに与える影響について検討し
た。結果、歩行時の合成RMS（加速度振幅の大き
さ）が健常群より認知機能低下群で有意に増大す
るとともに
、多変量解析により認知機能低下を説明する変数
として抽出された（OR:1.34, 95%CI:1.01-1.77,
p<0.05)。
　著者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，渡邊
家泰，浅井剛，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡
部孝生，岡林悠，宮本謙三
　担　当：論文執筆，研究計画，データ計測・解
析，資料収集

39) 運動負荷による疼痛域値
の変化―自転車エルゴメータ
―による比較―

四国理学療法士会学会誌
41：pp108-109, 2019.

自転車エルゴメーター駆動の運動負荷量の違いが
疼痛域値に与える影響について、健常若年成人男
性30名を対象に検討した。心拍数100拍／分と150
拍／分の運動20分実施後、第6頚椎棘突起側方の
表在感覚・圧痛域値を計測した結果、いずれの条
件も運動前後で比較で、運動後に疼痛域値が上昇
した。しかし、条件間では両域値に差を認めな
かった。
　著者名：奥田教宏，中平愛里，竹林秀晃，宮本
謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，
滝本幸治，渡邊家泰
　担　当：論文執筆，研究計画，データ計測・解
析，資料収集

40) 視空間記憶能力と歩行能
力および転倒歴との関連―視
覚的ワーキングメモリスパン
テストを用いた検討―

四国理学療法士会学会誌
41：pp212-213, 2019.

視空間情報の記憶能力と高齢者の歩行能力・転倒
との関連について、高齢者15名を対象に検討し
た。歩行能力検査（10m歩行、TUG）とともに、視
覚的ワーキングメモリスパンテスト（VWMST）を
実施した結果、非転倒群より転倒群で空間位置情
報を記憶する能力（スペース課題）が有意に低下
しており、多変量解析によりスペース課題の成績
はTUGを説明する変数として抽出された。
　著者名：橋詰愛里彩，谷脇弘将，山﨑優，滝本
幸治
　担　当：論文執筆，研究計画，データ計測・解
析，資料収集

41) 外来患者に対する杖適応
の判断基準の検討

四国理学療法士会学会誌
41：pp232-233, 2019.

整形外科疾患により外来通院中の患者を対象に、
杖使用を決定づける要因について検討した。結
果、杖使用群と未使用群間の比較において、有意
に杖使用群の10m歩行時間が遅延しており、多変
量解析によって歩行時間のみが杖使用有無を決定
付ける変数として抽出された。ROC曲線による判
別性能はAUC:0.79であり、カットオフ値は7.8秒
であった。
　著者名：土居優仁，山本哲夫，山下亜乃，片岡
歩，滝本幸治
　担　当：論文執筆，研究計画，データ計測・解
析，資料収集

42) パーキンソン病症例を対
象にした短期集中入院の効果

四国理学療法士会学会誌
41：pp254-255, 2019.
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成31年3月

（その他）
「報告書」

単著 平成25年4月

単著 平成30年5月

（国際学会発表）

― 平成23年6月

― 平成25年6月

― 平成25年6月

2）歩行動揺計を用いた認知
機能検査に関する研究

公益信託高知新聞・高知
放送「生命（いのち）の
基金」（平成28年度）実
績報告書 全1頁

地域在住高齢者を対象に一般的な認知機能検査と
ともに、10mの歩行路を快適・努力条件下での歩
行を求めた。歩行時には腰部と踵部に加速度セン
サを貼付し、歩行時の体幹加速度を計測した。結
果、認知機能が低下している者は歩行時の体幹加
速度振幅(root mean square)が高値を示し、且つ
歩行時の滑らかさに欠く(Harmonic ratioが低値)
特徴を得た。
研究代表者：滝本幸治

2）Effect of various
information of sensory
modality on the postural
control（姿勢制御に対する
視覚情報の影響）

2nd Joint World
Congress of ISPGR and
Gait & Mental Function
2013 in Akita, Japan.
(Poster Abstracts p29-
30.)

16th International
WCPT Congress 2011 in
Amsterdam, Holland

上下肢を同時に力発揮することによる相互干渉作
用について、上肢の筋出力制御下で検討した。結
果、肘屈曲および膝伸展ともに他肢との同時力発
揮により有意に筋出力が減少した。加えて上肢の
筋出力水準の低下に伴い下肢の最大膝伸展力も低
下を示した。
発表者名：竹林秀晃，宮本謙三，森岡周，滝本幸
治，宅間豊，宮本祥子，岡部孝生

1）Interaction
Interference Between Arm
and Leg: Division of
Attention Through Muscle
Force Regulation
（上・下肢間の相互干渉作
用：筋力調節課題による注意
の分割を利用して）

2nd Joint World
Congress of ISPGR and
Gait & Mental Function
2013 in Akita, Japan.
(Poster Abstracts p26-
27.)

異なるテンポ速度で足タッピング課題を実施し、
加齢の影響を踏まえて力とタイミングの制御につ
いて検討した。本研究の重要な結果として、筋出
力の絶対誤差平均は高齢群より若年群の誤差が大
きく、加齢による特徴の新たな側面を見出した。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，椛秀
人

リアルタイムに視覚情報を変化させることで身体
感覚情報との不一致をつくり、姿勢制御への影響
を検討した。結果、自身の立位姿勢をより大きく
回転させた映像（135°、180°）を被験者自身に
見せた際に、より大きな重心動揺（総軌跡長、矩
形面積）を認めた。
発表者名：竹林秀晃，弘井鈴乃，滝本幸治，宮本
謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，
森岡周

3）Characteristics of
force- and timing-control
in aging: A study of foot-
tapping（足タッピングによ
る加齢に伴う力とタイミング
制御の特徴）

公益信託高知新聞・高知
放送「生命（いのち）の
基金」（平成23年度）実
績報告書 全1頁

若年者・高齢者を対象に、足タッピングを用いて
異なるテンポで目標とする力の発揮課題を実施し
た。結果、タイミング制御の正確さと変動はいず
れの条件においても高齢者で誤差や変動が大きく
なった。一方、力制御は視覚フィードバックによ
る条件下では若年者の方が誤差が大きく、視覚遮
断下では両者に差は認めなかった。
研究代表者：滝本幸治

43）地域包括ケアに貢献する
リハビリテーション専門職―
現状と展望―

高知県理学療法26:pp83-
90, 2019.

地域包括ケアシステムの構築に向け、リハビリ
テーション専門職がどのように貢献し得るのかを
解説した。なかでも、高知県リハビリテーション
三団体協議会として取り組んできた人材育成や、
地域リハビリテーション活動支援事業などへの参
画例を取り上げ、具体例を含めて示した。
著者名：滝本幸治，竹林秀晃，井上佳和，萩原賢
二，吉村亮子，古谷知佐子，近藤紗綾，和田譲，
宮本謙三
担　当：論文執筆，情報収集，調査・事業参画

1）安定した周期運動の遂行
条件に関する研究

リハ－426



著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

― 平成25年9月

― 平成25年9月

― 平成27年5月

― 平成27年5月

― 令和元年5月

10m歩行による心的時間(MC)の加齢変化と、MCと
身体機能との関連について検討した。結果、MCと
実測時間との誤差は若年者より高齢者で高値を示
した。また、その誤差は若年・高齢者ともに実測
時間よりMCが延長する者が有意に多かった。
発表者名：竹林秀晃，滝本幸治，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，奥田教宏

7）The association between
mental chronometry
temporal/spatial
conformity and physical
ability in the elderly
（高齢者の心的時間と時間・
空間的適合性と身体能力との
関連）

5）Characteristics of
aging on control of timing
and force of foot tapping
（足タッピング課題を用いた
タイミングと力制御の加齢特
性）

6）Usefulness of the
walking stroop carpet in
evaluation fall risks
among the community-
dwelling elderly（Walking
Stroop Carpetによる地域在
住高齢者の転倒リスク評価の
有用性）

World Confederation
Physical Therapy
Congress 2015 in
Singapore

World Confederation
Physical Therapy
Congress 2015 in
Singapore

地域在住高齢者を対象にWalking Stroop
Carpet(WSC)という二重課題による転倒リスク評
価の有用性について検討した。その結果、一般的
な歩行能力テストであるTUGとともにWSCは転倒歴
を説明する変数であり、判別性能が高いことから
その有用性が示された。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，奥田教宏

WCPT-AWP & ACPT
Congress 2013 in
Taichung, Taiwan

異なるテンポ速度で足タッピング課題を実施し、
加齢の影響を踏まえて力とタイミングの制御につ
いて検討した。結果、テンポ音の有無にかかわら
ずタッピング間隔の誤差は若年者より高齢者の方
が大きかった。しかしテンポ聴取下での力発揮は
若年者の方が誤差は大きくなるという興味深い知
見を得た。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，椛秀人

WCPT-AWP & ACPT
Congress 2013 in
Taichung, Taiwan

視標追従課題を膝伸展力発揮の求心性(CON)およ
び遠心性(ECC)収縮により行い、若年・高齢群を
対象に検討した。結果、両群ともにCONよりECCで
の力制御が困難であり、高齢群でより顕著である
ことが見いだされた。
発表者名：竹林秀晃，滝本幸治，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，森岡周

4）Characteristics of
motor coordination during
concentric and eccentric
contractions in the
elderly（高齢者の求心性・
遠心性収縮による運動制御特
性）

8) EFFECTS OF AGING ON
PERFORMANCE IN STATIC AND
DYNAMIC COINCIDENCE TIMING
TASKS: ASSOCIATION WITH
FALLS
（静的・動的同時タイミング
課題における加齢の影響：転
倒との関連）

World Confederation
Physical Therapy
Congress 2019 in
Geneva

加齢および転倒リスクについて、静的な反応課題
は多いが動的反応課題は少ない。そこで、目前に
設置されたライトの発光に対して静的（手元ス
イッチを押す）および動的（ジャンプする）反応
課題を実施し、若年者と高齢者（転倒歴有無別）
で比較・検討した。結果、若年者より高齢者の方
が反応が遅延していた。また、転倒歴がない高齢
者は静的・動的反応課題間で反応時間の差はな
かったが、転倒歴がある高齢者では動的反応時間
が有意に遅延していた。
発表者名：竹林秀晃，滝本幸治，奥田教宏，宮本
謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，
渡邊家泰
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

（国内学会発表）

― 平成22年5月

― 平成22年5月

― 平成22年5月

― 平成22年11月

― 平成22年11月

― 平成23年5月6）自己ペースおよび外的
ペースによる足タッピングの
特徴―異なるテンポを用いた
若年者と高齢者の比較―

第46回日本理学療法学術
大会in宮崎（理学療法学
38. Supplement 2: PI1-
045）

一側の足タッピング課題を用いて、若年者と高齢
者の比較を行いその特徴について検討した。結
果、速いテンポ(2.0Hz)時にそれより遅いテンポ
より正確なタッピングが可能であるとともに、自
己相関を認めたことよりタッピングの誤差修正を
行う過程が反映されたと考えられる。
発表者名：滝本幸治 , 竹林秀晃 , 宮本謙三 ,
宅間 豊 , 井上佳和 , 宮本祥子 , 岡部孝生 ,
椛 秀人

体幹のコアコンディショニングについて、FMSを
用いて姿勢制御や筋力との関連について検討し
た。結果、FMSスコアと姿勢制御能力および下肢
筋力との間に相関を認めず、コアの機能は重心動
揺や筋力とは異なる側面に反映することが考えら
れた。
発表者名：薮内正樹，竹林秀晃，滝本幸治

5）高校運動部のコアコン
ディショニングの検討―
Functional Movement
Screen(FMS)の紹介

第39回四国理学療法士学
会in高知（プログラム・
抄録集p39）

2）脳卒中片麻痺患者におけ
る振動刺激が運動錯覚に与え
る影響

第45回日本理学療法学術
大会in岐阜（理学療法学
37. Supplement 2: P1-
092）

脳卒中患者を対象に、振動刺激が運動錯覚に与え
る影響について関節位置覚検査により検討した。
麻痺側肘屈曲位にある上腕二頭筋に振動刺激を加
えた結果、6名中4名が錯覚を経験し肘が伸展した
という内省を得た。また、内省を反映するように
肘伸展方向への関節位置覚の誤差を認めた。
発表者名：武田 正和 , 竹林 秀晃 , 滝本 幸治
, 竹村 記和 , 橋本 竜也

下肢の視標追従における筋力調節能力と立位姿勢
制御能力との関係性を検討した。膝関節伸展、足
関節底屈運動により検討した結果、力の漸増・漸
減運動時に誤差が大きかった。また足関節底屈運
動の20%MVC一定保持課題と姿勢制御時の重心総軌
跡長との間で有意な相関を認めた。
発表者名：竹林 秀晃 , 吉良 玉姫 , 藤本 千紘
, 岡部 孝生 , 宮本 謙三 , 滝本 幸治 , 宅間
豊 , 井上 佳和 , 宮本 祥子 , 森岡 周

1）下肢筋力調節能力の特性
と立位姿勢制御能力との関係

第45回日本理学療法学術
大会in岐阜（理学療法学
37. Supplement 2: P2-
013）

4）異なるテンポによる足部
タッピング運動の特徴に関す
る研究―外的および自己ペー
ス運動を用いて―

第39回四国理学療法士学
会in高知（プログラム・
抄録集p102）

足タッピング運動を異なるテンポ速度で実施し、
その制御特性を検討した。結果、テンポ音を聴取
しながら速いテンポでタップしているときには、
タップ間隔の自己相関を認めたことから、巧みに
タイミング制御が行われていることが示唆され
た。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，椛秀人

今後の物理療法教育について検討するため、臨床
実習前後の学生の物理療法に対する意識調査を実
施した。結果、実習前後を問わず物理療法の種類
はある程度説明できるが、その作用機序について
説明できる学生が半数以上であった。有効性や興
味・関心については肯定的な意見が多かった。
発表者名：滝本 幸治 , 岡部 孝生 , 宅間 豊 ,
井上 佳和 , 宮本 祥子 , 竹林 秀晃 , 宮本 謙
三

3）物理療法に関する理学療
法学生のアンケート調査―臨
床実習前後の意識変化に着目
して―

第45回日本理学療法学術
大会in岐阜（理学療法学
37. Supplement 2: P2-
306）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

― 平成23年5月

― 平成23年5月

― 平成23年9月

― 平成23年9月

― 平成23年11月

― 平成23年11月

― 平成24年3月

― 平成24年3月

視標追従課題における求心性・遠心性収縮の制御
特性を膝関節伸展運動にて検討した。結果、求心
性・遠心性収縮による誤差に差を認めなかった
が、遠心性収縮において誤差や力の変動が大きく
なる傾向にあった。
発表者名：竹林秀晃，滝本幸治，宮本謙三，岡部
孝生，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，森岡周

下肢の周期的な等尺性筋収縮課題（足タッピン
グ）を用いて、異なるテンポ下での筋出力調節能
力について検討した。結果、遅いテンポ(0.5Hz)
にのみテンポ音のない条件下において、タッピン
グ間隔や筋出力の誤差と標準偏差が大きくなる傾
向が見いだされた。
発表者名：滝本 幸治, 竹林 秀晃, 宮本 謙三,
宅間 豊, 井上 佳和, 宮本 祥子, 岡部 孝生, 椛
秀人

13）周期的な等尺性筋収縮を
用いたタイミングと筋出力調
節能力の検討

第25回高知県理学療法学
会in香南市（抄録集p
18）

14）臨床評価実習，臨床短期
実習に伴う理学療法士実習生
の志望動機・職業レディネ
ス・気分状態の変化とそれら
の関連性について

第25回高知県理学療法学
会in香南市（抄録集p
27）

 理学療法実習生の志望動機、職業レディネス、
気分状態等について、実習前・中・後での変化を
縦断的に検討した。結果、実習前に抑うつや気分
の落ち込みがある学生は、その後職業選択への関
心が低く、実習中の緊張や不安が高い傾向であっ
た。
発表者名：山根　暁，滝本幸治，片山訓博，古口
高志

10）異なる条件下での足タッ
ピング運動の特徴－異なるテ
ンポおよびテンポ音の有無に
よる影響－

第66回日本体力医学会大
会in山口（体力科学60:
p598, 2011.）

リズムを刻むテンポ速度やテンポ音の有無が下肢
の周期運動制御（足タッピング）に及ぼす影響に
ついて検討した。結果、条件によりタイミング制
御の精度が異なることが分かり、遅いテンポ且つ
テンポ音がない条件下でよりタイミング制御が困
難であることが示された。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，岡部孝生，椛秀人

9）筋出力調節能における視
標追従課題の特性

第66回日本体力医学会大
会in山口（体力科学60:
p596, 2011.）

視標追従する筋出力調節を保持・漸増・漸減運動
時の相違について、筋出力応答特性を検討した。
等尺性膝伸展力発揮により検討した結果、保持運
動時より筋出力の増減が求められる漸増・漸減運
動において追従運動が困難であり、また漸減運動
でより顕著であった
発表者名：竹林秀晃，宮本謙三，滝本幸治，岡部
孝生，宅間豊，井上佳和

12）正確な周期運動を継続す
る条件についての検討―足
タッピング課題を用いて―

第40回四国理学療法士学
会 in愛媛（プログラ
ム・抄録集p44）

正確な周期運動を継続する条件について足タッピ
ング課題により検討した。結果、足タッピングの
手掛かりとなるテンポ音の付与と撤回を反復する
ことによってタッピング間隔誤差・変動が減少す
る結果が得られた。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，椛秀人

11）視標追従課題における求
心性・遠心性収縮の制御特性

第40回四国理学療法士学
会 in愛媛（プログラ
ム・抄録集p46）

8）反応時間における筋収縮
と筋弛緩の特性―要求する筋
力レベルの違いが与える影響
―

第67回日本体力医学会中
国・四国地方会in徳島
（体力科学60: p540,
2011）

筋力調節を要求し筋収縮と筋弛緩を行った場合の
反応時間について検討した。肘関節屈曲の等尺性
収縮による単純反応課題により検討した結果、筋
収縮より筋弛緩により反応する際の反応時間が遅
延した。
発表者名：竹林秀晃，滝本幸治，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，岡部孝生

7）理学療法英語専門学術書
における専門語彙の抽出とそ
の特性

第46回日本理学療法学術
大会in宮崎（理学療法学
38. Supplement 2: PI1-
460）

理学療法士のESP(English for Specific
Purpose)教育の基礎的研究のため、背学療法分野
の専門学術書に出現する語彙項目を抽出し分析し
た。結果、学術雑誌コーパスからは539タイプ、
専門書コーパスからは529タイプが抽出され、2種
類のコーパスに共通点がみられた。
発表者名：宮本 祥子 , 五百蔵 高浩 , 宮本 謙
三 , 宅間 豊 , 井上 佳和 , 竹林 秀晃 , 岡部
孝生 , 滝本 幸治
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― 平成24年5月

― 平成24年5月

― 平成24年5月

― 平成24年5月

― 平成24年9月

― 平成24年9月20）同一運動速度時の短縮
性・伸張性収縮の制御特性―
加齢による影響―

第67回日本体力医学会大
会in岐阜（体力科学61:
p571, 2012.）

短縮性収縮(CON)と伸張性収縮(ECC)による膝関節
屈伸の視標追従課題を若年・高齢群を対象に実施
した。結果、目標とする膝屈伸角度との誤差は両
群ともにECCで有意に大きく、群間比較では高齢
群がCON/ECCともに有意に高値であり、関節運動
制御能は加齢により低下することが示唆された。
発表者名：竹林秀晃，滝本幸治，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，岡部孝生

19）聴覚リズム刺激を用いた
等尺性筋収縮のタイミングと
筋出力調節の特性―練習試行
と再生試行による検討―

第67回日本体力医学会大
会in岐阜（体力科学61:
p569, 2012.）

聴覚リズム刺激により一側足関節の周期的な底屈
力発揮課題を行い、タイミングと筋出力調節の特
性について検討した。結果、テンポ間隔が大きい
ときに注意の分散によりタイミングや力発揮制御
能力が低下したことが考えられた。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，椛秀
人

17）求心性・遠心性収縮の関
節位置制御特性

第69回日本体力医学会中
国・四国地方会in高知
（体力科学61: p454,
2012）

視標追従課題の膝伸展による遠心性収縮(ECC)と
求心性収縮(CON)の特性を探ることを研究目的と
した。結果、視標追従の絶対誤差や力発揮の変動
はECCで大きくなる傾向を認めた。一方、恒常誤
差ではCONは－の、ECCは＋の誤差であり収縮様式
間で有意差を認めた。
発表者名：竹林秀晃，滝本幸治，宮本謙三，井上
佳和，岡部孝生，宅間豊，宮本祥子

視標追従課題における求心性収縮(CON)と遠心性
収縮(ECC)時の関節位置制御の特性を加齢の影響
とともに検討した。結果、若年・高齢者ともに
CONよりECC時に力発揮誤差が大きく、若年者より
高齢者の方がCON・ECCともに誤差が大きかった。
発表者名：竹林 秀晃, 滝本 幸治, 宮本 謙三,
宅間 豊, 井上 佳和, 宮本 祥子, 岡部 孝生, 森
岡 周

16）加齢による求心性・遠心
性収縮時の関節位置制御特性

第47回日本理学療法学術
大会in兵庫（理学療法学
39. Supplement 2:
0885）

18）周期的な等尺性筋収縮の
タイミングと筋出力調節の特
性

第47回日本理学療法学術
大会in兵庫（理学療法学
39. Supplement 2:
1095）

下肢の周期的な等尺性筋収縮課題を行い、異なる
テンポによる筋出力調節の特性について検討し
た。目標とする筋出力に対する誤差は、遅いテン
ポのとき且つテンポ音がない条件下で有意に大き
かった。一方、力発揮の変動はテンポ速度の影響
を受けなかった。
発表者名：滝本 幸治, 竹林 秀晃, 宮本 謙三,
宅間 豊, 井上 佳和, 宮本 祥子, 岡部 孝生, 椛
秀人

15）地域に根付いた介護予防
運動教室の展開と効果検証に
ついて

第47回日本理学療法学術
大会in兵庫（理学療法学
39. Supplement 2:
0826）

理学療法士養成校としての職能を活かし、地域住
民を主体とした介護予防運動教室の展開と効果に
ついて検証した。結果、運動教室による運動機能
の向上を認めるとともに、運動教室のリーダー育
成や定期的な体力測定などにより地域住民主体の
継続的な活動に貢献できたと考える。
発表者名：滝本 幸治, 宮本 謙三, 宅間 豊, 井
上 佳和, 宮本 祥子, 竹林 秀晃, 岡部 孝生, 松
村 千賀子
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― 平成24年11月

― 平成24年11月

― 平成24年11月

― 平成24年11月

― 平成25年3月

― 平成25年5月

― 平成25年5月

― 平成25年5月28）加齢に伴う筋出力とタイ
ミングの制御特性—足タッピ
ング課題を用いた検討—

第48回日本理学療法学術
大会in名古屋（理学療法
学40. Supplement 2: P-
A基礎-194）

下肢タッピング課題により力とタイミングの制御
特性を見出すとともに加齢の影響について検討し
た。結果、タッピング間隔誤差は高齢者で大き
く、テンポが遅いほど誤差が大きかった。また、
力発揮の変動は高齢者で大きかったが、力発揮誤
差は若年者が大きかった。
発表者名：滝本 幸治, 竹林 秀晃, 宮本 謙三,
宅間 豊, 井上 佳和, 宮本 祥子, 岡部 孝生, 椛
秀人

27）視標追従課題を用いた下
肢の筋出力調節能力の特性—
漸増・保持・漸減運動による
検討—

第48回日本理学療法学術
大会in名古屋（理学療法
学40. Supplement 2: P-
A基礎-115）

一側膝関節の等尺性膝伸展力発揮による視標追従
課題を用いた力制御特性について検討した。結
果、10%MVCより30%MVCの力発揮の方が目標筋力と
発揮筋力との誤差が有意に大きかった。また、漸
減運動時の方がより誤差が大きい傾向であった。
発表者名：松村 宏樹, 上野山 貴士, 滝本 幸治

26）自己身体における視覚情
報と身体感覚情報との不一致
が姿勢制御に及ぼす影響

第48回日本理学療法学術
大会in名古屋（理学療法
学40. Supplement 2: P-
A基礎-113）

リアルタイムに視覚情報を変化させることで身体
感覚情報との不一致をつくり、姿勢制御への影響
を検討した。結果、自身の立位姿勢をより大きく
回転させた映像（135°、180°）を被験者自身に
見せた際に、より大きな重心動揺（総軌跡長、矩
形面積）を認めた。
発表者名：竹林 秀晃, 弘井 鈴乃, 滝本 幸治,
宮本 謙三, 宅間 豊, 井上 佳和, 宮本 祥子, 岡
部 孝生

25）加齢に伴う力とタイミン
グの制御特性

第26回高知県理学療法学
会in高知市（抄録集p
18）

足タッピング課題を用いてテンポ音と同期（練習
課題）もしくはテンポ音を消去（再生課題）した
条件下でのタイミングと力制御の特徴を若年・高
齢者を対象に検討した。結果、タップ間隔誤差は
高齢群で大きく、力発揮やタップ間隔の変動も高
齢群で大きくなる傾向を示した。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，島﨑省伍，
下川貴大，椛 秀人

22）等尺性収縮による下肢
タッピングの課題特性

第41回四国理学療法士学
会in香川（プログラム・
抄録集p58）

等尺性収縮下での下肢タッピングの特性について
若年者を対象に検討した。結果、聴覚リズム刺激
がなく遅いテンポ下で、タップ間隔の誤差が大き
くなった。また、遅いテンポでは発揮する力が目
標とする値に対して誤差が大きかった。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，椛秀人

21）追従課題における関節位
置調節と筋出力調節の課題特
性と関連性

第41回四国理学療法士学
会in香川（プログラム・
抄録集p57）

視標追従課題による膝関節運動の関節位置調節課
題と筋出力調節課題を実施した。結果、関節位置
調節より筋出力調節の方が精度は低く、筋弛緩の
際に力制御が難しくなることが見いだされた。
発表者名：竹林秀晃，滝本幸治，森岡周，宮本謙
三，井上佳和，岡部孝生，宮本祥子，宅間豊

24）理学療法専門学術書にお
ける英語表現の特徴に関する
研究

第41回四国理学療法士学
会in香川（プログラム・
抄録集p92）

理学療法分野の英語コーパスの特性を共起語の観
点から分析した。結果、理学療法分野にはパター
ン化された結びつきが存在することが考えられ、
共起パターンの学習が理学療法分野の英語専門学
術書の理解を早める有効な方略であることが示唆
された。
発表者名：宮本祥子，五百蔵高浩，宮本謙三，宅
間豊，井上佳和，竹林秀晃，岡部孝生，滝本幸治

23）運動観察が歩行動作の学
習に及ぼす有効性

第41回四国理学療法士学
会in香川（プログラム・
抄録集p70）

脳卒中症例の運動観察による歩行動作の改善効果
について検討した。結果、通常理学療法より観察
学習を用いた方が歩行時の歩幅や単脚支持時間に
左右均等性を認め、運動観察学習の有効性が示唆
された。
発表者名：池上大輝，竹林秀晃，滝本幸治，山本
知弘，野田昌志
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― 平成25年5月

― 平成25年9月

― 平成25年11月

― 平成25年11月

― 平成25年11月

― 平成25年11月 複合的運動機能テストであるTrail Walking
Test(TWT)と身体機能や注意機能との関連につい
て検討した。結果、TWTは歩行能力や筋力、バラ
ンスや敏捷性、注意機能と有意な相関を認め、
TWTは種々の身体機能や注意機能の総合的指標と
成り得る。
発表者名：榛田彩香，竹林秀晃，滝本幸治，高芝
潤，川渕正敬，前田秀博，國澤雅裕

34）地域在住高齢者における
複合的運動機能に対しての注
意機能と身体機能の関連性に
ついて

第42回四国理学療法士学
会in徳島（プログラム・
抄録集p86）

33）加齢により異なる力制御
の特性―足タッピング課題を
用いた検討―

第42回四国理学療法士学
会in徳島（プログラム・
抄録集p70）

 足タッピング課題を実施し、力制御の加齢によ
る特性について検討した。結果、筋出力値の変動
は高齢者が有意に大きかったが、目標筋出力値に
対する筋出力値の誤差は若年者の方が大きいとい
う特徴的な結果を得た。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，奥田教宏，
椛秀人

32）高齢者におけるMental
Chronometryの特性と各種身
体能力との関係

第42回四国理学療法士学
会in徳島（プログラム・
抄録集p68）

歩行動作の心的時間測定（MC）と、高齢者のMCと
身体能力との関連性について検討した。結果、高
齢者はMCと実際の歩行との誤差が大きく、MCより
実際の歩行時間が延長している者が有意に多かっ
た。
発表者名：竹林秀晃，小松祐貴，滝本幸治，宮本
謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，
奥田教宏

31）等尺性収縮における内側
広筋のトレーニング方法の検
討

第42回四国理学療法士学
会in徳島（プログラム・
抄録集p54）

内側広筋において肢位の違いによる筋活動の変化
を検討した。結果、踵セッティングおよび立位で
の股内転同期セッティングでより内側広筋の活動
が賦活することが確認された。
発表者名：奥田教宏，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，滝本幸治

30）加齢に伴うタイミングと
筋出力制御の特性―足タッピ
ング課題を用いた検討―

第68回日本体力医学会大
会in東京（体力科学62:
p590, 2013）

一側足関節の周期的な足タッピング課題により、
下肢周期運動の特性とともに加齢に伴う影響を検
討した。結果、多くの指標においてテンポ音がな
い条件で且つテンポが遅いほど誤差や変動が大き
かった。力制御に関しては高齢者より若年者の誤
差が大きいという知見が得られた。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，奥田教宏，
椛秀人

29）視標追従課題を用いた下
肢CKC条件下における筋出力
調節能力の特性—漸増・保
持・漸減運動による検討—

第48回日本理学療法学術
大会in名古屋（理学療法
学40. Supplement 2: P-
A基礎-210）

下肢CKC条件下での筋出力調節課題(10/20/30%
MVC)を行い、その制御特性について検討した。結
果、10/30%MVC間で有意差を認め30%MVC時により
誤差が大きかった。また、漸減運動時がより誤差
が大きい傾向であった。
発表者名：上野山 貴士, 松村 宏樹, 滝本幸治
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― 平成26年5月

― 平成26年5月

― 平成26年5月

― 平成26年11月

― 平成26年11月

― 平成26年11月40）Mental Rotation課題に
おける道具使用・物体把持の
影響

第43回四国理学療法士学
会in高知（プログラム・
抄録集p113）

運動イメージの評価法のひとつであるMental
Rotation（MR；心的回転）課題を用いて、道具使
用有無別に成績を比較した。結果、正答率に差を
認めなかったが、反応時間は道具を使用した条件
下で有意に速かった。
発表者名：竹林秀晃，滝本幸治，奥田教宏，宮本
謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生

39）足タッピング課題による
加齢に伴う力制御能力の特性
―異なる力発揮水準を用いた
検討―

第43回四国理学療法士学
会in高知（プログラム・
抄録集p90）

足タッピングを異なる力発揮水準で行い力制御の
特性を若年・高齢群間で比較した。その結果、小
さい力発揮時に高齢群の力発揮の変動が大きく、
力発揮水準が大きいほど若年・高齢群の差が縮小
する傾向にあった。
発表者名：滝本幸治，高橋夏姫，竹林秀晃，宮本
謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，
奥田教宏，椛秀人

38）地域高齢者における転倒
因子の検討と各年代における
片脚立位時間の変化について

第43回四国理学療法士学
会in高知（プログラム・
抄録集p80）

地域在住高齢者に対し、転倒に関連する因子を検
討するとともに各年代の片脚立位時間について検
討した。結果、転倒歴のある者はない者と比較し
て片脚立位時間や膝伸展筋力が有意に低値であ
り、年代が上がるにつれて片脚立位の保持時間が
短縮していた。
発表者名：奥田教宏，竹林秀晃，滝本幸治，宮本
謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生

37）肢位の違いによる内側広
筋の筋活動特性

第49回日本理学療法学術
大会in横浜（理学療法学
41. Supplement 2:
1294）

肢位別による内側広筋の筋発揮量の相違について
筋電図を用いて検討した。結果、立位同期
settingでは筋活動量が最も低く、踵settingでは
最も筋活動量が高かった。
発表者名：奥田 教宏, 竹林 秀晃, 宮本 謙三,
宅間 豊, 井上 佳和, 宮本 祥子, 岡部 孝生, 滝
本 幸治

36）加齢に伴う足タッピング
のタイミングと筋出力制御の
特徴― 異なる目標発揮筋力
による検討 ―

第49回日本理学療法学術
大会in横浜（理学療法学
41. Supplement 2:
0335）

足タッピング課題を用いて加齢の要因に注目し、
異なる力発揮がタイミングと力制御に及ぼす影響
について検討した。結果、タッピング間隔の誤差
や変動は高齢者が有意に大きく、目標発揮筋力が
大きくなるほどその差が縮小する傾向であった。
筋出力ピーク値の変動も高齢群で有意に大きかっ
た。
発表者名：滝本 幸治, 竹林 秀晃, 宮本 謙三,
宅間 豊, 井上 佳和, 宮本 祥子, 岡部 孝生, 奥
田 教宏, 椛 秀人

34）地域在住高齢者における
複合的運動機能に対しての注
意機能と身体機能の関連性に
ついて

0m歩行による心的時間(MC)の加齢変化と、MCと身
体機能との関連について検討した。結果、MCと実
測時間との誤差は若年者より高齢者で有意に高値
を示した。また、その誤差は若年・高齢者ともに
実測時間よりMCが有意に延長する者が多かった
が、若年・高齢者間で差は認めなかった。
発表者名：竹林 秀晃, 滝本 幸治, 奥田 教宏,
宮本 謙三, 宅間 豊, 井上 佳和, 宮本 祥子, 岡
部 孝生, 小松祐貴

35）高齢者におけるMental
Chronometryの時間・空間的
一致性と身体能力との関係

第49回日本理学療法学術
大会in横浜（理学療法学
41. Supplement 2:
0100）
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― 平成27年3月

― 平成27年6月

― 平成27年6月

― 平成27年6月

― 平成27年6月

― 平成27年11月46）複数体肢の同時動作にお
ける反応時間からみた運動制
御

第44回四国理学療法士会
学会in愛媛（プログラ
ム・抄録集p77）

複数体肢の同時動作の組み合わせによる反応時間
の特性について、健常成人を対象に検討した。結
果、四肢いずれか単肢および両上肢や両下肢で反
応するより、同側上下肢や対側上下肢で反応する
際に有意に反応時間が遅延することが分かった。
発表者名：竹林秀晃，前田康介，滝本幸治，宮本
謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，
奥田教宏

42）高齢者の努力歩行が
Mental Chronometryに及ぼす
影響―転倒と運動機能との関
連―

第50回日本理学療法学術
大会in東京（理学療法学
42 Supplement 2: P2-A-
0513）

高齢者の努力歩行における心的時間(MC)に着目
し、転倒や運動機能との関連ついて検討した。結
果、歩行の実測時間とMCとの誤差は転倒歴のある
高齢者で高値を示した。また、時間一致の精度が
高い者ほど運動機能が高かった。
発表者名：竹林 秀晃, 滝本 幸治, 奥田 教宏,
宮本 謙三, 宅間 豊, 井上 佳和, 宮本 祥子, 岡
部 孝生

45）高齢者における歩行の運
動イメージについて―自由歩
行と努力歩行のMental
Chronometry―

第35回日本リハビリテー
ション医学会中国・四国
地方会in高知（プログラ
ム・抄録集p56 ）

転倒歴の有無別群間で、歩行の運動イメージ能力
をMental Chronometry (MC)により評価し比較・
検討した。結果、転倒群の運動イメージは有意に
誤差が大きく、それは努力歩行においてより顕著
であった。
発表者名：竹林秀晃，滝本幸治

44）Stroop Walking Taskを
用いた転倒リスク評価の有用
性

第35回日本リハビリテー
ション医学会中国・四国
地方会in高知（プログラ
ム・抄録集p54-55 ）

Stroop Walking Task (SWT)という二重課題が転
倒リスク者の検出に有効であるか検討した。結
果、SWT遂行時のエラー数は転倒歴有無別群間で
差は認めなかったが、SWT（色条件）は正診率が
74.5%であり、転倒リスク者の検出に有効である
ことが考えられた。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃

Walking Stroop Carpet(WSC)という二重課題が転
倒リスク者の検出に有効であるか検討した。結
果、WSC（色条件）とTimed Up & Go testが転倒
歴を説明する変数として抽出されたが、WSCの判
別性能がより優れることが分かった。
発表者名：滝本幸治, 近森鷹希, 竹林秀晃, 奥田
教宏, 宅間豊, 井上佳和, 宮本祥子, 岡部孝生,
宮本謙三

43）Walking Stroop Carpet
による新しい転倒リスク評価
の有用性

第50回日本理学療法学術
大会in東京（理学療法学
42 Supplement 2: P3-C-
1069）

41）Walking Stroop Carpet
による転倒リスク評価の妥当
性

第28回高知県理学療法士
学会 in高知市（抄録集
p24 ）

Walking Stroop Carpet (WSC)は転倒リスク評価
に用いることができるかその妥当性について検討
した。結果、転倒歴の有無別群間で、WSC（色条
件）の所要時間に有意差を認め、ROC曲線を用い
た検討より、転倒歴の判別性能が高いことが確認
された。
発表者名：滝本幸治，近森鷹希，竹林秀晃，奥田
教宏，宅間　豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝
生，門田美和，古谷千佐子，宮本謙三
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― 平成28年3月

― 平成28年5月

― 平成28年5月

― 平成28年11月

― 平成28年11月

― 平成28年11月52）自己身体像の視覚外乱刺
激は感覚の重みづけを変化さ
せる―身体感覚情報との不一
致が及ぼす影響―

第45回四国理学療法士学
会in香川（プログラム・
抄録集p67）

視覚に自己の背面像が回転する外乱刺激を加える
ことで身体感覚情報との不一致をつくり、立位保
持時の重心動揺に与える影響を検討した。結果、
回転角度が大きくなるに従い、視覚より前庭覚や
体性感覚が関与することが示唆された。
発表者名：竹林秀晃，弘井鈴乃，滝本幸治，宮本
謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，
奥田教宏

51）Dual Taskによる歩行能
力と認知機能評価の有用性―
Walking Stroop Carpetによ
る検討―

第45回四国理学療法士学
会in香川（プログラム・
抄録集p39）

Walking Stroop Carpet(WSC)という新しい二重課
題による歩行能力評価により、転倒リスクと認知
機能低下の評価を高齢者を対象に試みた。結果、
WSCは転倒歴や認知機能障害の判別性能が良好で
あることが示された。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，宮本謙三

加齢が下肢の視覚フィードバックによる関節位置
調節課題に及ぼす影響について検討した。結果、
静的な関節位置覚再現性は高齢・若年者間で差を
認めなかったが、動的な条件下では関節位置調節
の誤差が高齢群で有意に大きかった。
発表者名：竹林秀晃，田中美優，滝本幸治，宮本
謙三，宅間豊，井上佳和，岡部孝生，奥田教宏

50）高齢者の視覚フィード
バックによる関節位置調節課
題の制御特性

第78回日本体力医学会中
国・四国地方会in 山口
（抄録集p36-37）

49）加齢が下肢の視覚誘導性
関節運動調節に及ぼす影響

第51回日本理学療法学術
大会in札幌（理学療法学
43. Supplement 2: P-
KS-29-2）

加齢が下肢の視覚誘導性関節運動調節に及ぼす影
響について検討した。結果、関節位置覚再現性の
誤差は若年・高齢者間で差を認めなかったが、視
覚誘導性関節運動では高齢者において有意に誤差
が大きかった。
発表者名：竹林秀晃, 田中未優, 滝本幸治, 宮本
謙三, 宅間豊, 井上佳和, 宮本祥子, 岡部孝生,
奥田教宏

48）Walking Stroop Carpet
による認知機能評価の有用性
―自治体事業における地域在
住高齢者を対象とした検討―

第51回日本理学療法学術
大会in札幌（理学療法学
43. Supplement 2: O-
YB-01-4）

Walking Stroop Carpet(WSC)が自治体事業等にお
いて認知機能障害のスクリーニング検査として有
用であるか地域在住高齢者を対象に検討した。重
回帰分析などにより検討した結果、WSCは認知機
能検査として有用であることが見いだされた。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，宮本謙三

47）自治体事業における効率
的な認知機能テストの試み―
Walking Stroop Carpetを用
いた検討―

第29回高知県理学療法学
会in香南市（抄録集
p28）

Walking Stroop Carpet(WSC)という二重課題によ
る歩行能力評価は、集団に対する認知機能検査に
有用か地域在住高齢者を対象に検討した。結果、
認知機能検査(MMSE)が24点未満の者を正診率
90.5%で検出できたことから、WSCの認知機能検査
としての有用性が確認された。
発表者名：滝本幸治，伊東咲也香，上岡奈津美，
川久保優菜，竹林秀晃，奥田教宏，宅間豊，井上
佳和，宮本祥子，岡部孝生，宮本謙三
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― 平成28年11月

― 平成29年5月

― 平成29年5月

― 平成29年5月

― 平成29年5月

― 平成29年9月

56）パーキンソン病の姿勢調
節障害とは―表面筋電図を用
いた検討―

第52回日本理学療法学術
大会in千葉

パーキンソン病（PD）者の姿勢調節障害に着眼
し、立位保持時の足関節周囲筋を筋電図学的に評
価し検討した。結果、PDの進行に伴い立位保持時
の重心動揺が大きくなり、前脛骨筋の活動が増大
すること確認された。
　発表者名：下川貴大，横瀬崇光，岡本和久，渡
利太，武田正和，竹林秀晃，滝本幸治

振動刺激が筋力と筋出力調節能力に及ぼす影響
を、膝伸展運動課題を用いて大腿四頭筋腱に対し
振動刺激を加えた。結果、再大筋力の増加ととも
に、膝伸展40%, 20%MVC時に筋出力調節能力の精
度が向上することが分かった。
　発表者名：竹林秀晃，吉川尚輝，滝本幸治，宮
本謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝
生，奥田教宏，渡邊家康

58）腱への振動刺激が筋力・
筋出力調節に及ぼす影響

第72回日本体力医学会大
会in愛媛

57）地域在住高齢者に対する
二重課題を用いた歩行能力の
年代比較―Walking Stroop
Carpetによる検討―

第52回日本理学療法学術
大会in千葉

地域在住高齢者の年代比較をWalking Stroop
Carpet（WSC）課題を用いて実施し、加齢による
歩行能力の特性を検討した。結果、一般的な歩行
能力テストでは検出が困難であったが、WSC課題
（文字条件）は、後期高齢者（75歳～）と超高齢
者（85歳～）の差異を明らかにした。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，宮本謙三

55）痛みの社会的修飾メカニ
ズムの一考―一夫一婦制げっ
歯類を用いた基礎的研究―

第52回日本理学療法学術
大会in千葉

高社会性げっ歯類（プレーリーハタネズミ）を用
い、社会環境の変化による痛みの修飾メカニズム
について検討した。結果、パートナーの存在が痛
刺激に対するペインマトリックスの反応性を高め
ることが示唆された。
　発表者：奥田教宏，大迫洋治，竹林秀晃，滝本
幸治，宮本謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，
岡部孝生，由利和也

54）視覚フィードバック・負
荷の有無が関節位置覚に及ぼ
す影響―若年者と高齢者の比
較―

第52回日本理学療法学術
大会in千葉

視覚フィードバック（FB）と負荷有無の条件下
で、加齢を加味して関節運動制御特性を検討し
た。結果、高齢者では視覚FBがない条件下で関節
位置の変動が大きく、目標関節角度に対して正の
誤差が大きくなる特徴が得られた。
　発表者名：竹林秀晃，津野沙也加，滝本幸治，
奥田教宏，宮本謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥
子，岡部孝生

53）心理社会的要因による痛
み関連脳領域の変化―高社会
性げっ歯類を用いた基礎研究
―

第45回四国理学療法士学
会in香川（プログラム・
抄録集p68）

プレーレーハタネズミを用いてその社会環境を変
化させ、心理･社会的要因により痛み関連脳領域
の反応性がどう変化するか検討した。結果、心
理･社会的要因による痛みの修飾メカニズムに
ドーパミンが関与している可能性が示唆された。
発表者名：奥田教宏，大迫洋治，竹林秀晃，滝本
幸治，宮本謙三，宅間豊，井上佳和，宮本祥子，
岡部孝生，由利和也
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

― 平成29年9月

― 平成29年11月

― 平成29年11月

― 平成30年2月

― 平成30年6月

― 平成30年6月

60) 心理･社会的ストレスに
よるペインマトリックスの反
応性変化―炎症性疼痛時の脳
活動性―

59）新しい二重課題を用いた
地域在住高齢者に対する転倒
リスク評価―Walking Stroop
Carpet課題による検討―

第72回日本体力医学会大
会in愛媛

地域在住高齢者を対象に、Walking Stroop
Carpet（WSC）課題という二重課題による転倒リ
スク評価を試みた。結果、WSC課題（色条件）は
他の一般的な歩行能力指標よりも転倒歴の判別性
能に秀でている結果が得られた。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，宅間
豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，渡邊家康，
宮本謙三

高社会性げっ歯類のプレーリーハタネズミを用い
て心理･社会的要因による痛み関連領域の反応性
を検討した。炎症性疼痛を惹起させ脳を採取した
結果、パートナーロス群では内因性疼痛抑制系で
あるドーパミン回路が機能しにくく、嫌悪感や不
安が強かった可能性が示唆された。
発表者名：奥田教宏，大迫洋治，竹林秀晃，滝本
幸治，井上佳和，宮本祥子，岡部孝生，渡邊家
泰，宅間　豊，宮本謙三，由利和也

第46回四国理学療法士学
会in徳島（プログラム・
抄録集p73）

62）二重課題による身体的フ
レイル評価の試み―Walking
Stroop Carpetを用いた検討
―

第3回日本予防理学療法
学会サテライト集会in東
京（プログラム集p78）

Walking Stroop Carpet（WSC）という歩行による
二重課題を用いて、地域在住高齢者を対象に身体
的フレイルの評価を試みた。結果、一般的な歩行
能力検査では検出できなかったが、WSC課題（文
字条件）はプレフレイルに該当する高齢者を検出
することができた。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，渡邊
家泰，宅間　豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝
生，岡林　悠，宮本謙三

63）地域在住高齢者の認知機
能と歩行能力との関連―体幹
加速度計測による検討―

第55回日本リハビリテー
ション医学会学術集会in
福岡

地域在住高齢者を対象に、認知機能テストととも
に歩行を加速度センサで計測し、認知機能と歩行
機能との関連を精査した。結果、健常群より認知
機能低下群の歩行速度が遅く、歩行時の加速度振
幅が大きい特徴を得たが、多変量解析では有意な
変数として抽出されなかった。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，渡邊
家泰，浅井　剛，宅間　豊，井上佳和，宮本祥
子，岡部孝生，岡林　悠，宮本謙三

64）加齢における選択反応課
題のサイモン効果が及ぼす影
響

第55回日本リハビリテー
ション医学会学術集会in
福岡

選択反応課題（ボタン押し課題）における刺激の
一致・不一致が加齢とともに反応時間にどう影響
するか検討した。結果、若年・高齢者ともに反応
時間の遅延を認める共通項も認めたが、刺激と反
対方向に反応する不一致課題では高齢者がより遅
延した。
発表者名：竹林秀晃，入野哲暢，滝本幸治，奥田
教宏，宮本謙三，宅間　豊，井上佳和，宮本祥
子，岡部孝生，渡邊家泰

61) 加齢による二重課題条件
下での歩行特性―体幹加速度
計測による検討―

第46回四国理学療法士学
会in徳島（プログラム・
抄録集p109）

二重課題（減算課題）歩行時の体幹加速度を計測
し、加齢による歩行特性について検討した。結
果、加齢とともに二重課題による影響を反映した
パラメータは加速度成分(RMS)であり、高齢者の
み単純課題‐二重課題間でRMSの増大を認めた。
発表者名：滝本幸治，山本聖香，浅井　剛，竹林
秀晃，奥田教宏，宅間　豊，井上佳和，宮本祥
子，岡部孝生，渡邊家泰，宮本謙三
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65) Older adult have
delayed reaction times to
peripheral visual stimuli
during exercise
高齢者における運動中の周辺
視野刺激に対する反応時間の
遅延について

第73回日本体力医学会大
会in福井（JPFSM
Vol.7,2018: p342）

中心及び周辺視野に提示する視覚刺激に対するス
テッピングの反応時間について、20代以上の成人
65名を対象に検討した。結果、50歳代を境に非線
形に反応時間は遅延し、反応時間のバラつきが大
きくなる結論を得た。
発表者名：竹林秀晃，今西　諒，滝本幸治，奥田
教宏，宮本謙三，宅間　豊，井上佳和，宮本祥
子，岡部孝生，渡邊家泰

66）認知機能低下が歩行に及
ぼす影響―加速度計測による
歩行パラメータを用いた検討
―

第5回日本予防理学療法
学会学術大会in福岡（プ
ログラム集p149）

一般的な歩行能力検査(10m歩行)時に加速度計測
を行い、高齢者の認知機能が歩行パラメータのど
のような側面に影響するか検討した。結果、認知
機能が低下している者は歩行時の加速度振幅
(RMS)が増大するとともに、歩行の円滑性の指標
であるHarmonic ratio（前後成分）が低値を示し
たことから、円滑性に欠く歩行をしている可能性
が示唆された。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，浅井　剛，奥田
教宏，渡邊家泰，岡林　悠，宮本謙三

68）認知機能低下が歩行パラ
メータに与える影響―体幹加
速度計測による検討―

第47回四国理学療法士学
会in高知（プログラム・
抄録集p76）

地域在住高齢者を対象に、認知機能低下有無が各
種歩行パラメータに与える影響について検討し
た。結果、歩行時の合成RMS（加速度振幅の大き
さ）が健常群より認知機能低下群で有意に増大す
るとともに
、多変量解析により認知機能低下を説明する変数
として抽出された（OR:1.34, 95%CI:1.01-1.77,
p<0.05)。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，渡邊
家泰，浅井　剛，宅間　豊，井上佳和，宮本祥
子，岡部孝生，岡林　悠，宮本謙三

67）視覚外乱刺激において周
辺環境の有無が姿勢制御に及
ぼす影響

第47回四国理学療法士学
会in高知（プログラム・
抄録集p56）

Head Mounted Displayを用いて映像を回転させる
ことによる視覚外乱刺激を加え、姿勢制御に及ぼ
す影響について検討した。結果、背景があると重
心動揺が増大するとともに、回転角度が大きいと
より顕著に重心動揺が増大した。視覚情報が姿勢
制御に与える影響が異なることから、トレーニン
グへの応用が期待できる。
発表者名：竹林秀晃，藤田雅登，滝本幸治，奥田
教宏，渡邊家泰，岡部孝生，宮本祥子，井上佳
和，宅間　豊，宮本謙三

69）運動負荷による疼痛域値
の変化―自転車エルゴメー
ターによる比較―

第47回四国理学療法士学
会in高知（プログラム・
抄録集p85）

自転車エルゴメーター駆動の運動負荷量の違いが
疼痛域値に与える影響について、健常若年成人男
性30名を対象に検討した。心拍数100拍／分と150
拍／分の運動20分実施後、第6頚椎棘突起側方の
表在感覚・圧痛域値を計測した結果、いずれの条
件も運動前後で比較で、運動後に疼痛域値が上昇
した。しかし、条件間では両域値に差を認めな
かった。
発表者名：奥田教宏，中平愛里，竹林秀晃，宮本
謙三，宅間　豊，井上佳和，宮本祥子，岡部孝
生，滝本幸治，渡邊家泰，大迫洋治

70）視空間記憶能力と歩行能
力および転倒歴との関連―視
覚的ワーキングメモリスパン
テストを用いた検討―

第47回四国理学療法士学
会in高知（プログラム・
抄録集p144）

視空間情報の記憶能力と高齢者の歩行能力・転倒
との関連について、高齢者15名を対象に検討し
た。歩行能力検査（10m歩行、TUG）とともに、視
覚的ワーキングメモリスパンテスト（VWMST）を
実施した結果、非転倒群より転倒群で空間位置情
報を記憶する能力（スペース課題）が有意に低下
しており、多変量解析によりスペース課題の成績
はTUGを説明する変数として抽出された。
発表者名：橋詰愛里彩，谷脇弘将，山﨑　優，滝
本幸治
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整形外科疾患により外来通院中の患者を対象に、
杖使用を決定づける要因について検討した。結
果、杖使用群と未使用群間の比較において、有意
に杖使用群の10m歩行時間が遅延しており、多変
量解析によって歩行時間のみが杖使用有無を決定
付ける変数として抽出された。ROC曲線による判
別性能はAUC:0.79であり、カットオフ値は7.8秒
であった。
発表者名：土居優仁，山本哲夫，山下亜乃，片岡
歩，中内睦郎，滝本幸治

72）パーキンソン病症例を対
象にした短期集中入院の効果

第47回四国理学療法士学
会in高知（プログラム・
抄録集p165）

パーキンソン病(PD)専用リハコースに入院するPD
症例37名の効果検証を行った。リハ専門職による
介入を240分／日×週5回×5週間実施したとこ
ろ、入院前後比較によりUPDRSのpart1（精神機
能、行動及び気分）、part2（ADL）、part（運動
機能）は有意に改善したが、part4（治療の合併
症）は不変であった。また、抑うつ性(SDS)は有
意に低下した。
発表者名：下川貴大，馬渕　勝，岡本和久，武田
正和，横瀬崇光，國重裕二，薮田英吾，澤田侑
貴，鎌田　剛，滝本幸治，三ツ井貴夫

75) 早期退院が可能であった
肺炎患者の特徴と要因

第56回日本リハビリテー
ション医学会学術集会in
神戸

患者の栄養状態に注目し、肺炎患者の早期退院に
向けた取り組みを行った。肺炎の診断にて入院し
その後自宅退院となった61名の高齢者を対象に、
入院時の体格指数(BMI)、栄養評価(SGA)、介護
度、FIMなどのを用いて評価した。結果、入院時
BMIとともに、SGAが早期退院に影響していること
が示された。
発表者名：谷岡寿昭，西田佳祐，蔭山美紀，小松
聖偏，市川德和，滝本幸治

71）外来患者に対する杖適応
の判断基準の検討

第47回四国理学療法士学
会in高知（プログラム・
抄録集p154）

76) 身体的フレイルが歩行に
及ぼす影響―運動習慣を有す
る地域在住高齢者の検討―

第74回日本体力医学会大
会inつくば

身体的フレイルの基準に歩行速度があるが、定期
的な運動習慣を有する高齢者における歩行の質的
な側面の特徴を検出した。運動習慣を有する高齢
者40名を対象に、J-CHSに基づくフレイル判定と
とともに歩行評価（速度、加速度計測）を実施し
た。結果、歩行速度はフレイル者がそうでない者
より有意に低下し，加速度解析による歩行時の円
滑さの指標(harmonic ratio)gaが低値（円滑さに
欠く）特徴を検出した。なお、健常者とプレフレ
イルとの者間で、歩行の差異は認めなかった。
発表者名：滝本幸治，門脇康平，竹林秀晃，浅井
剛，宮本謙三

73) 臨床実習成績の妥当性と
原因帰属要因との関連―15年
前との比較―

第32回高知県理学療法学
会in高知市（抄録集
p27）

学生の臨床実習成績に対する認識について、過去
に実施したものと同様のアンケート調査を臨床総
合実習後の4年次生（91名、延べ182件）を対象に
実施した。結果、過去と同様に成績の帰属要因と
して努力が反映していたが、今回新たに指導者と
の相性が最も高く反映しており、過去の報告と異
なる特徴的な変化であった。
発表者名：竹林秀晃，滝本幸治，奥田教宏，岡部
孝生，宮本祥子，渡邊家泰，井上佳和，宅間豊，
宮本謙三

74) 運動習慣を有する高齢者
の骨格筋量及び歩行特性―プ
レフレイルに注目した検討―

第56回日本リハビリテー
ション医学会学術集会in
神戸

運動習慣を有する高齢者も長期的には加齢に伴い
体力が低下するが、その最初の転機であるプレフ
レイルの特徴を検討した。高齢者37名（ロバスト
18名、プレフレイル19名）を対象に四肢骨格筋量
と歩行パラメータを計測し特徴を検出したとこ
ろ、プレフレイル群の方が四肢骨格筋量が低値を
示し、歩行時の加速度振幅（垂直方向）が有意に
高値を示した。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，渡邊
家泰，門脇康平，井上優輝，宅間豊，井上佳和，
宮本祥子，岡部孝生，浅井剛，岡林遥，宮本謙三
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第10回KMS Research
Meeting in高知大学医学
部（プログラム・抄録集
p70）

異なる音刺激周期で外的ペース(ET)運動と自己
ペース(SI)運動を行い、その特徴について若年者
を対象に検討した。結果、遅いペースより速い
ペース運動の方が、且つSI運動よりET運動の方が
正確に周期運動を遂行できた。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，椛秀
人

2）周期的な等尺性筋収縮の
タイミングと筋出力調節の特
性

第11回KMS Research
Meeting in高知大学医学
部（プログラム・抄録集
p63-64）

下肢の周期的な等尺性筋収縮課題を行い、異なる
テンポによる筋出力調節の特性について検討し
た。結果、遅いテンポほどタッピング間隔誤差が
大きくなり、筋出力誤差が大きくなる結果が得ら
れた。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，椛秀
人

3）加齢に伴う筋出力とタイ
ミングの制御特性

第12回KMS Research
Meeting in高知大学医学
部（プログラム・抄録集
p60-61.）

足タッピング課題を用いて力とタイミングの制御
特性を見出すため、異なるテンポ速度を用い加齢
による影響について検討した。結果、タッピング
間隔の誤差や変動は若年者より高齢者で大きく、
テンポ速度が遅いほど誤差が大きい結果であっ
た。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，宮本謙三，椛秀
人

4）Walking Stroop Carpetに
よる転倒リスク評価の有用性

第14回KMS Research
Meeting in高知大学医学
部（プログラム・抄録集
p72.）

Walking Stroop Carpet(WSC)課題（3条件）が転
倒リスク評価として有用であるか検討した。転倒
歴有無別に転倒群・非転倒群間で比較した結果、
WSC（色条件）とTUG（歩行能力評価）で有意差を
認め、ROC曲線によりWSCの判別性がより優れてい
ることが見いだされた。
発表者名：滝本幸治，竹林秀晃，奥田教宏，宮本
謙三，椛秀人

1）異なる音刺激周期による
足タッピング運動の特徴－外
的および自己ペース運動を用
いて－

運動学習において運動観察学習の有効性が知られ
ている。本研究では、視標追従力量調節課題によ
る自他のフィードバック(FB)情報が、力量調節の
学習に与える影響を検討した。健常成人32名を対
象とし、視標追従力量調節課題を実施した結果、
他者の課題成績のFBでは、運動主体感の低下を招
き力量調節の学習が妨げられた。また、自己の課
題成績がFBされたにもかかわらず、それが他者の
課題成績であると疑った場合には学習が妨げられ
た。
発表者名：竹林秀晃，門田涼香，滝本幸治，奥田
教宏，渡邊家泰，岡部孝生，宮本祥子，井上佳
和，宅間豊，宮本謙三

77) 視標追従課題における自
他由来波形操作が運動制御に
与える影響

第48回四国理学療法士学
会in愛媛
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5）脳卒中患者における電動
四輪車の自立に関与する因子
の検討

一般社団法人回復期リハ
ビリテーション病棟協会
第25回研究大会in愛媛

今後増加が推測されている脳血管疾患に着眼し、
電動車いすを使用している脳卒中患者の特性につ
いて調査した。結果、電動車いすの自立別群間で
年齢、介護度、屋内移動の自立度に有意差を認
め、電動車いすの自立に関わる因子として低年齢
と屋外移動の自立度が抽出された。
発表者名：上堀　琢，橋田芳恵，滝本幸治

6）臨床実習成績と原因帰属
要因との関連

第29回教育研究大会in香
川（プログラム・抄録集
p127）

臨床実習の成績とその帰属要因について、実習終
了後の学生を対象に調査した。結果、実習評定と
帰属要因間について、学生の努力と学生-指導者
間の相性に相関関係を認めた。
発表者名：竹林秀晃，宮本謙三，井上佳和，宮本
祥子，岡部孝生，滝本幸治
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年月日

平成26年

10月1日

～

平成28年

3月31日

平成26年

10月1日

～

平成28年

3月31日

平成23年10月

平成23年11月

平成23年11月

2）実験・実習の工夫 大阪府立大学総合リハビリテーション学類理学療
法学専攻の物理療法学I・IIの実習ではロールプレ
イを導入し，臨床場面で可能な限り近い状況で演
習を行っている．学生にロールプレイでプレࢮン
テーションを行わせ，フィードバックを通じて，
必要な知識と治療技術の修得ができるよう講義を
展開している．これにより，学生の臨床能力育成
に効果があった．

大阪府立大学総合リハビリテーション学部理学療
法学専攻の物理療法学Iで、ᐮ෭療法の効果とその
メカニズムおよび適応・⚗ᚷについて要点をまと
めた資料を作成し、ᐮ෭療法を理解させ，実施す
る能力を習得させる効果があった．

1)ᐮ෭療法（講義用資料）

2)水治療法（講義用資料） 大阪府立大学総合リハビリテーション学部理学療
法学専攻の物理療法学Iで，水治療法の効果とその
メカニズムおよび適応・⚗ᚷについて要点をまと
めた資料を作成し、水治療法を理解させ，実施す
る能力を習得させる効果があった．

3)温⇕療法（講義用資料） 大阪府立大学総合リハビリテーション学部理学療
法学専攻の物理療法学Iで，温⇕療法の効果とその
メカニズムおよび適応・⚗ᚷについて要点をまと
めた資料を作成し、温⇕療法を理解させ，実施す
る能力を習得させる効果があった。

作成した教科書，教材ࠉ２

研 究 分 野

人間医工学

教 育 研 究 業 績 書

令和 2年3 ࠉ月 31ࠉ日

氏名ࠉ野中ࠉ⣫士 ༳

研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

生理学、㦵格筋、物理療法

1）講義の工夫

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

教育方法の実践例ࠉ１

大阪府立大学総合リハビリテーション学類理学療
法学専攻の物理療法学I・IIの講義にはアクティブ
ラーニングを促通する目的で反㌿授業を取り入れ
ている．具体的には自主制作した e-learning 教
材で自宅学習させ，講義時間は演習やディスカッ
ションに活用している．これにより、学生の臨床
場面で獲得した知識の応用を習得させる効果が
あった．
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年月日事項 概 要

平成24年5月

平成24年5月

平成24年6月

平成24年7月

平成24年11月

平成24年11月

平成24年12月

7)マッサージ療法（講義用資料） 大阪府立大学総合リハビリテーション学部理学療
法学専攻の物理療法学IIで，マッサージ療法の効
果とそのメカニズムおよび適応・⚗ᚷについて要
点をまとめた資料を作成し，マッサージ療法を理
解させ、実施する能力を習得させる効果があっ
た．

8)㦵格筋（講義用資料） 大阪府立大学総合リハビリテーション学部の理学
療法学専攻と作業療法学専攻の形態機能学実習
で，㦵格筋の構造や生理学的特性および収縮のメ
カニズム，筋㟁図などについての要点をまとめた
資料を作成した．㦵格筋の形態機能を理解させる
効果があった．

9)྾（講義用資料） 大阪府立大学総合リハビリテーション学部の理学
療法学専攻と作業療法学専攻の形態機能学実習
で，྾ჾの構造や生理学的特性およガス交の
メカニズムなどについての要点をまとめた資料を
作成した．྾ჾの形態機能を理解させる効果が
あった．

10)神経（講義用資料） 大阪府立大学総合リハビリテーション学部の理学
療法学専攻と作業療法学専攻の形態機能学実習
で，神経の構造や生理学的特性およ興奮の伝導・
伝達のメカニズムなどについての要点をまとめた
資料を作成した．神経の形態機能を理解させる効
果があった．

5)㟁気่⃭療法（講義用資料） 大阪府立大学総合リハビリテーション学部理学療
法学専攻の物理療法学IIで，㟁気่⃭療法の効果
とそのメカニズムおよび適応・⚗ᚷについて要点
をまとめた資料を作成し，㟁気่⃭療法を理解さ
せ，実施する能力を習得させる効果があった．

6)≌引療法（講義用資料） 大阪府立大学総合リハビリテーション学部理学療
法学専攻の物理療法学IIで，≌引療法の効果とそ
のメカニズムおよび適応・⚗ᚷについて要点をま
とめた資料を作成し，≌引療法を理解させ，実施
する能力を習得させる効果があった．

4)光線療法（講義用資料） 大阪府立大学総合リハビリテーション学部理学療
法学専攻の物理療法学IIで，光線療法の効果とそ
のメカニズムおよび適応・⚗ᚷについて要点をま
とめた資料を作成し，光線療法を理解させる効果
があった．
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年月日事項 概 要

平成26年5月

平成27年10月

平成27年12月

平成27年12月

平成30年6月

平成30年6月

平成30年6月

平成30年11月

平成30年11月

11)㟁気่⃭療法（e-learning用教材) 大阪府立大学総合リハビリテーション学類理学療
法学専攻の物理療法学IIで，㟁気่⃭療法の予
習・復習用e-learning教材を作成し，㟁気่⃭療
法の基本的原理とゲートコントロール理論の講義
内容を理解させる効果があった．

12)心⮚（講義用資料） 大阪府立大学総合リハビリテーション学類の理学
療法学専攻と作業療法学専攻の形態機能学実習
で，心⮚の構造や生理学的特性およ心⮚の収縮メ
カニズムや心㟁図などについての要点をまとめた
資料を作成した．心⮚の形態機能を理解させる効
果があった．

13)ᐮ෭療法（e-learning用教材) 大阪府立大学総合リハビリテーション学類理学療
法学専攻の物理療法学Iで，ᐮ෭療法の予習・復習
用e-learning教材を作成し，ᐮ෭療法の基本的原
理と効果の講義内容を理解させる効果があった．

14）温⇕療法（e-learning用教材) 大阪府立大学総合リハビリテーション学類理学療
法学専攻の物理療法学Iで，温⇕療法の予習・復習
用e-learning教材を作成し，温⇕療法の基本的原
理と効果の講義内容を理解させる効果があった．

15）⫤関⠇の運動学（講義資料) 京都ᶲ大学健康科学部理学療法学科の運動学演習
で，⫤関⠇の解๗と運動学などについての要点を
まとめた資料を作成した．⫤関⠇の運動学を理解
させる効果があった．

京都ᶲ大学健康科学部理学療法学科の運動学演習
で，⭸関⠇の解๗と運動学などについての要点を
まとめた資料を作成した．⭸関⠇の運動学を理解
させる効果があった．

16）⭸関⠇の運動学（講義資料)

京都ᶲ大学健康科学部理学療法学科の運動学演習
で，足関⠇・足部の解๗と運動学などについての
要点をまとめた資料を作成した．足関⠇・足部の
運動学を理解させる効果があった．

17）足関⠇・足部の運動学（講義資料)

京都ᶲ大学健康科学部理学療法学科の運動ჾ障害
⣔理学療法基礎演習で，関⠇リウマチの理学療法
についての要点をまとめた資料を作成した．関⠇
リウマチの理学療法を理解させる効果があった．

18）関⠇リウマチの理学療法（講義資料)

京都ᶲ大学健康科学部理学療法学科の運動ჾ障害
⣔理学療法基礎演習で，上⫥の㦵ᢡの理学療法に
ついての要点をまとめた資料を作成した上⫥の㦵
ᢡの理学療法を理解させる効果があった．

19）上⫥の㦵ᢡの理学療法（講義資料)
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年月日事項 概 要

平成30年11月

平成30年11月

平成30年12月

令和元年9月

令和元年9月

令和元年9月

令和元年9月

令和元年9月

令和元年10月

23)細⬊の構造と⭷の興奮（講義用資料） 奈良学園大学リハビリテーション学部理学療法
学・作業療法学専攻の人体機能学II（動物性機
能）で，細⬊構造と細⬊⭷の興奮メカニズムなど
についての要点をまとめた資料を作成した．細⬊
⭷の興奮のメカニズムを理解させる効果があっ
た．

奈良学園大学リハビリテーション学部理学療法
学・作業療法学専攻の人体機能学II（動物性機
能）で，㦵格筋の構造と収縮のメカニズムなどに
ついての要点をまとめた資料を作成した．㦵格筋
の構造と収縮のメカニズムを理解させる効果が
あった．

24)㦵格筋の構造と収縮のメカニズム（講義用資
料）

奈良学園大学リハビリテーション学部理学療法
学・作業療法学専攻の人体機能学II（動物性機
能）で，㦵格筋に関する運動単位，神経支配比，
⬨㧊反射メカニズムなどについての要点をまとめ
た資料を作成した．運動単位，神経支配比，⬨㧊
反射メカニズムを理解させる効果があった．

25)運動単位，神経支配比，⬨㧊反射（講義用資
料）

奈良学園大学リハビリテーション学部理学療法
学・作業療法学専攻の人体機能学II（動物性機
能）で，㦵格筋の代謝特性とエネルギー代謝など
についての要点をまとめた資料を作成した．㦵格
筋の代謝特性とエネルギー代謝を理解させる効果
があった．

26)㦵格筋の代謝特性とエネルギー代謝（講義用資
料）

奈良学園大学リハビリテーション学部理学療法
学・作業療法学専攻の人体機能学II（動物性機
能）で，㦵の構造と生理などについての要点をま
とめた資料を作成した．㦵の構造と生理を理解さ
せる効果があった．

27)㦵の構造と生理（講義用資料）

奈良学園大学リハビリテーション学部理学療法
学・作業療法学専攻の人体構造学III（神経・運動
ჾ）で，体ᖿの㦵，筋および神経支配や作用，㠌
ᖏ，周辺の⾑管などについての要点をまとめた資
料を作成した．体ᖿの解๗を理解させる効果が
あった．

28)体ᖿの解๗学（講義用資料）

京都ᶲ大学健康科学部理学療法学科の臨床運動学
演習で，ጼໃ制ᚚなどについての要点をまとめた
資料を作成した．ጼໃ制ᚚの運動学を理解させる
効果があった．

22）ጼໃ制ᚚ（講義資料)

京都ᶲ大学健康科学部理学療法学科の運動ჾ障害
⣔理学療法基礎演習で，⫪関⠇障害の理学療法に
ついての要点をまとめた資料を作成した⫪関⠇障
害の理学療法を理解させる効果があった．

20）⫪関⠇障害の理学療法（講義資料)

21）㠌ᖏᦆ傷の理学療法（講義資料) 京都ᶲ大学健康科学部理学療法学科の運動ჾ障害
⣔理学療法基礎演習で，㠌ᖏᦆ傷の理学療法につ
いての要点をまとめた資料を作成した㠌ᖏᦆ傷の
理学療法を理解させる効果があった．
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年月日事項 概 要

令和元年10月

平成26年

12月4日

平成27年

12月17日

平成28年

12月22日

平成24年

6月16日

平成26年

11月26日

平成26年

10月30日

平成30年

6月14日

平成30年

6月20日

西⯙鶴高校ࠉ講師
「医療」
医療職である理学療法士，作業療法士，臨床検査
技師の仕事内容について講義を行った．

伊྿高校ࠉ講師
「医療技術・リハビリ」
医療職である理学療法士，作業療法士の仕事内容
や社会における役割について講義を行った．

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ４

2)高大連携ࠉ講義について 大阪府立㬅高等学校ࠉ模擬講義講師
「理学療法とリハビリテーション」
リハビリテーション職である理学療法士の仕事内
容や社会における役割，また他の医療職とのかか
わりについての講義を行った．

いずみ健老大学ࠉ講師
「⭜痛予防」
慢性⭜痛について，現在考えられている発生理由
とその予防・改善のための運動療法（運動方法）
について講演を行った．

はびきの市Ẹ大学 ࠉ講師
「⭜痛予防のための運動」
慢性⭜痛について，現在考えられている発生理由
とその予防・改善のための運動療法（運動方法）
について講演を行った．

1)講演について

1) 大阪府立大学ࠉ総合リハビリテーション⣔長お
よび総合リハビリテーション学研究科長による平
成25年度教員業績評価

総合評価S（4段階中最高評価）

教育上の能力に関する大学等の評価ࠉ３

奈良学園大学リハビリテーション学部理学療法
学・作業療法学専攻の人体構造学III（神経・運動
ჾ）で，下⫥の㦵，筋および神経支配や作用，㠌
ᖏ，周辺の⾑管などについての要点をまとめた資
料を作成した．体ᖿの解๗を理解させる効果が
あった．

2) 大阪府立大学ࠉ総合リハビリテーション⣔長お
よび総合リハビリテーション学研究科長による平
成26年度教員業績評価

3)大阪府立大学ࠉ総合リハビリテーション⣔長お
よび総合リハビリテーション学研究科長による平
成27年度教員業績評価

総合評価S（4段階中最高評価）

29)下⫥の解๗学（講義用資料）

総合評価S（4段階中最高評価）
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年月日事項 概 要

平成30年

8月23日

平成30年

9月11日

平成30年

9月26日

平成30年

9月26日

平成30年

11月12日

平成28年2月

平成21年4月

～

平成29年3月

⏥西高校ࠉ講師
「医療技術（リハビリ）」
医療職である理学療法士，作業療法士の仕事内容
や社会における役割について講義を行った．

花園高校ࠉ講師
「理学療法・作業療法」
医療職である理学療法士，作業療法士の仕事内容
や社会における役割について講義を行った．

八日市高校ࠉ講師
「医療技術・リハビリ」
医療職である理学療法士，作業療法士の仕事内容
や社会における役割について講義を行った．

その他ࠉ５

桂高校ࠉ講師
「医療技術」
医療職である理学療法士，作業療法士，臨床検査
技師の仕事内容について講義を行った．

長浜北高校ࠉ講師
「医療（理学療法）」
医療職である理学療法士の仕事内容や社会におけ
る役割について講義を行った．

1)大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学
研究科学位論文(博士前期課程)審査実績

博士前期課程：査1名
「スタチンᢞ中の運動が㦵格筋ミトコンドリア
へ及ࡰす影響」について学位論文（博士前期課
程）の審査を行った．

「理学療法基礎評価学II」（平成22年度から平成
28年度まで）
理学療法評価である関⠇可動域測定の方法につࠉ
いて講義を行い，関⠇可動域測定の習得させた

「理学療法早期体験実習」（平成21年度から平成
28年度まで）
理学療法学専攻の1年生に講義や病院や介護老人保
健施設での実習やディスカッションを行い，理学
療法士の役割や業務内容を理解させる教育効果が
あった．

2)大阪府立大学総合リハビリテーション学部およ
び総合リハビリテーション⣔における教育実績
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年月日事項 概 要

「理学療法学総合評価演習」（平成21年度から平
成28年度まで）
地域のボランティア高齢者の評価を行い，評価ࠉ
技術の研㛑と評価レポート作成の指導を行い，理
学療法評価およびレポート作成を総合的に理解，
実施できるようにした．

「理学療法臨床実習II」（平成21年度から平成28
年度まで）
理学療法評価に関する実習を行い，各種検査のࠉ
実施と検査結果をもとに問題点を把握し，理学療
法評価技術のを習得させる教育効果があった．

「理学療法臨床実習III」（平成24年度から理学療
法臨床実習III・IVに変更 ）（平成21年度から平
成28年度まで）
理学療法の過程全般を経験させ，理学療法の全ࠉ
体的な業務を㐙行させる能力および臨床場面で的
確な理学療法を発展させる能力を習得させる教育
効果があった．

「理学療法臨床実習IV」（平成24年度から平成28
年度まで）
臨床実習IIIと同様に理学療法の過程全般を経験ࠉ
させ，理学療法の全体的な業務を㐙行させる能力
および臨床場面で的確な理学療法を発展させる能
力を習得させる教育効果があった．

「理学療法臨床実習I」（平成21年度から平成28年
度まで）
 病院で臨床現場を見学させることにより，理学療
法業務の概要や役割を理解させる教育効果があっ
た．

「理学療法学研究法II」（平成28年度）
卒業論文作成の指導を行い，論文の作成方法おࠉ
よびリサーチマインドを習得せせる教育効果が
あった．

「物理療法学I」（平成23年から平成28年度まで）
物理療法の歴史や温⇕，ᐮ෭，水治療法の生理ࠉ
学的効果や適応，⚗ᚷ，実施方法の講義を行い，
それら知識と実施方法を習得させた．

「物理療法学II」（平成24年から平成28年度ま
で）
㟁気，≌引，マッサージ療法の生理学的効果やࠉ
適応，⚗ᚷ，実施方法の講義を行い，それら知識
と実施方法を習得させた．

「形態機能学実習」（平成23年から平成28年度ま
で）
神経，㦵格筋，྾ᚠ環の解๗生理の講義およࠉ
び生理機能に関する実習を行い，学生に解๗生理
学の理解を῝める教育効果があった．
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年月日事項 概 要

平成29年4月

～

平成30年3月

平成29年4月

～

平成31年3月

平成30年4月

～

平成31年3月

「運動学演習」
下⫥（⫤関⠇，⭸関⠇，足関⠇，足部）の運動学
について教授し，理学療法士の基礎となる運動学
の知識習得の教育効果があった．

「動作分析学演習」
ᐷ返り，立ち上がりの動作分析について教授ࠉ
し，理学療法士にとって重要な動作分析法の習得
の教育効果があった．

「総合臨床実習I」
理学療法の過程全般を経験させ，理学療法の全ࠉ
体的な業務を㐙行させる能力および臨床場面で的
確な理学療法を発展させる能力を習得させる教育
効果があった．

「総合臨床実習II」
総合臨床実習Iと同様に理学療法の過程全般を経ࠉ
験させ，理学療法の全体的な業務を㐙行させる能
力および臨床場面で的確な理学療法を発展させる
能力を習得させる教育効果があった．

「理学療法研究法I」
研究計画の立案，研究の実施，結果のまとめ方ࠉ
について学習効果があった．

「理学療法研究法II」
研究計画の立案，研究の実施，結果のまとめ方ࠉ
について学習効果があった．

「理学療法技術学入門演習II」
筋の解๗学的知識と触診技術の習得の教育効果ࠉ
があった．

「臨床運動学演習」
力学に基づいた関⠇運動や動作に加えጼໃ制ᚚࠉ
について教授し，理学療法士にとって重要な力学
に基づいた関⠇運動や動作に加えጼໃ制ᚚの知識
習得の教育効果があった

「運動ჾ障害⣔理学療法基礎演習」
関⠇リウマチ，⫪関⠇障害，上⫥の㦵ᢡ，㠌ᖏࠉ
ᦆ傷の理学療法について教授し，理学療法士に
とって重要な運動ჾ障害の理学療法の習得の教育
効果があった

「理学療法技術学入門演習Ⅰ」
解๗学の知識と触診技術の習得の教育効果がࠉ
あった．

「ヘルスプロモーション応用演習」
地域在住高齢者の体力測定を行い，高齢者の健ࠉ
康増進を実践するための知識や技術の習得の学習
効果があった．

3)京都ᶲ大学健康科学部における教育実績

「キャリア開発演習」
新入生に大学での学び方や生活の心構えなどにࠉ
対して教育効果があった．
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年月日事項 概 要

平成31年4月

～

年月日

平成15年5月

平成17年3月

平成20年3月

平成28年1月

平成15年4月

～

平成17年3月

特許等ࠉ２

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ３

吉備国際大学ࠉ博⏥第保-4号
論文題目「遠心性収縮による持久トレーニング効
果についての検討」

厚生労働省ࠉ第44332号

4)生理学エデュケーター認定 日本生理学会ࠉ第160056号

1)医療法人三᠇会老人介護保健施設エリシウムᰙ
原ࠉ理学療法士

デイケアおよび施設入所の利用者を対象に、日常
生活活動や運動機能の維持・改善のための理学療
法などにあたった。

資格，免許ࠉ１

4) 奈良学園大学保健医療学部における教育実績

1)理学療法士免許

「人体機能学Ⅱ（動物性機能）」
，㦵格筋，反射，㦵の生理についての講義行いࠉ
学生に生理学の理解を῝める教育効果があった．

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

「基礎ࢮミⅡ」
講義ノートの取り方，文献資料の検索，学術的ࠉ
な文章の読み方などについて，演習を通じて大学
での学習を進める上で必要となる基礎的な知識や
技能，学ぶጼໃを身につける教育効果があった．

「人体構造学Ⅲ（神経・運動ჾ）」
体ᖿ及び下⫥の㦵や㦵格筋，支配神経の解๗にࠉ
ついての講義行い，学生に解๗学の理解を῝める
教育効果があった．

概 要

なし

2)修士（保健学） 吉備国際大学ࠉ修第2-14号
論文題目「㦵格筋収縮様式の違いによる解⢾⣔㓝
素変動の検討」

3)博士（保健学）

事項

「早期体験実習(理学療法)」
、理学療法学専攻の1年生に講義や病院での実習ࠉ
ディスカッションを行い，理学療法士の役割や業
務内容を理解させる教育効果があった．
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年月日事項 概 要

平成17年4月

～

平成20年10月

平成22年5月

平成23年4月

平成24年4月

平成24年9月

平成24年9月

平成25年4月

平成25年4月

平成26年4月

その他ࠉ４

大阪ガスグループ福祉財団
「高齢COPD患者に対するᜥ時低周Ἴ㟁気่⃭の
臨床効果に関する研究―パイロットスタディ」
研究代表者：伊藤健一ࠉ研究分担者：⃰添建男，
奥田みゆき，野中⣫士，堀江淳，川村博文

大阪府立大学異分野研究シーズ発᥀・連携促進・
⼥合領域創世支援事業
「リハビリ期間▷縮を目指した基礎研究」
研究代表者：山地ு一ࠉ研究分担者：岩田，野
中⣫士

大阪ガスグループ福祉財団
「㌿ಽのスクリーニングを目的とした加㏿時計に
よる動作時の身体動ᦂ評価法の確立に関する研
究」
研究代表者：山中ᝆ紀ࠉ研究分担者：野中⣫士

2）医療法人三᠇会ᰙ原病院ࠉ理学療法士 回復期から慢性期における運動ჾ疾患および神経
⣔疾患を発症した入院患者に対する日常生活活動
動作や運動機能の改善・維持のための理学療法な
どにあたった。また、整形疾患や神経疾患を発症
した外来患者の⑊痛に対する理学療法、運動機能
の維持・改善のための理学療法などにあたった。

2)研究助成獲得実績

第43回日本理学療法学術大会ࠉ優秀㈹
発表者として第43回日本理学療法学術大会優秀㈹
を受㈹した．

1)受㈹歴

大阪府立大学若手研究者シーズ育成事業
「温⇕療法による⢾ᒀ病性筋ⴎ縮の予防効果につ
いての研究」
研究代表者：野中⣫士

科学研究㈝ࠉ基┙研究(C)
「障がい児・者の平⾮機能を促進するリハビリ
テーション機ჾの開発」
研究代表者：米津ுࠉ研究分担者：野中⣫士，片
岡正教，中川智ⓡ，新谷篤彦

科学研究㈝ࠉ基┙研究(B)
「㦵格筋量の性ᕪ制ᚚ因子の同定と食ရ成分によ
る発現調⠇」
研究代表者：山地ு一ࠉ研究分担者：野中⣫士

科学研究㈝ࠉA-Step探索試験
「障がい児の体ᖿ-足部運動連㙐型補具の開発の
ための実証的研究」
研究代表者：米津ுࠉ研究分担者：野中⣫士，小
ᰰ進也，アブドラマニ・アバス，新谷篤彦，中川
智ⓡ，ⲡ田㥴介，奥田邦晴，伊藤智博
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年月日事項 概 要

平成26年4月

平成27年6月

平成30年4月

平成31年4月

令和元年7月

令和元年10月

平成21年4月

～

平成29年3月

「高大連携教育展開委員」
平成21年度に高大連携教育委員として，地域住Ẹ
向けの講ᗙや高校生向けの講ᗙの調整などに携
わった．

理学療法士協会 大規模臨床研究助成
「地域在住高齢者のᙅ化を予防し健康寿を延
伸する介護予防プログラムの開発と効果検証」
研究代表者：中野英樹ࠉ研究分担者：村田伸，堀
江淳，ඤ玉隆之，白岩加代子，安彦㕲平，野中⣫
士，合田明生

「広報委員」
平成21年度に広報委員として，広報活動に携わっ
た．

3)大阪府立大学総合リハビリテーション学部およ
び総合リハビリテーション⣔における学内業務実
績

科学研究㈝ࠉ基┙研究(C)
「COPD患者に対するᜥ時㟁気่⃭を用いた྾
リハビリテーションの実証的研究」
研究代表者：伊藤健一ࠉ研究分担者：野中⣫士，
堀江淳，河村博文

科学研究㈝ࠉ基┙研究(C)
「⢾ᒀ病によるᮎᲈ神経の㓟化ストレスおよび栄
㣴⾑管退行に対する運動療法の効果検証」
研究代表者：野中⣫士ࠉ研究分担者：秋山純一，
崎田正博

日本物理療法学会研究助成
「ヒト⓶由来線維ⱆ細⬊における温度の違いが
細⬊増殖にえる影響」
研究代表者：吉川義之ࠉ研究分担者：杉本雅晴，
野中⣫士，本幸治，前重ኊ，植村弥希子

奈良学園大学保健医療学部共同研究㈝助成
「マウス由来C2C12筋管細⬊に対する活性型ビタミ
ンDのᢠ⅖症作用および筋タンパク分解ᢚ制に関す
る検討」
研究代表者：野中⣫士ࠉ研究分担者：秋山純一，
␏五月，伊藤健一

「予算委員」
平成27年度から平成28年度まで予算委員として理
学療法学専攻の運営予算の配分や管理などに携
わった．

「紀要委員」
平成22年度から平成28年度まで紀要委員として雑
誌の編集などに携わった．

「動物実験倫理委員」
平成22年度から平成28年度まで動物実験倫理委員
として倫理審査などに携わった．

ᚚჾ谷科学財団ࠉ国際交流活動
「Heat stress attenuates skeletal muscle
atrophy in diabetic rats」
研究代表者：野中⣫士
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年月日事項 概 要

平成29年4月

～

平成31年3月

平成31年4月

～

令和2年4月

～

平成26年4月

～

現在に⮳る

「カリキュラム検討委員」
平成31年度からリハビリテーション学科のカリ
キュラム検討の運営に携わっている．

5)奈良学園大学保健医療学部における学内業務実
績

「教務ワーキンググループ」
平成31年度からリハビリテーション学科の教務関
連の運営に携わっている．

「卒業研究委員」
平成31年度からリハビリテーション学科の卒業研
究の実施方法検討に携わっている．

「Experimental Physiology」

「Acta Physiologica Hungarica」

「Experimental and Molecular Pathology」

「Archives of Physiology and Biochemistry」

「Current Nutrition and Food Sience」

「ヘルスプロモーション理学療法研究」

「Natural Product Communications」

「Acta Physiologica」

「FACETS」

「保健医療学雑誌」

6)学術論文の査読歴 「Journal of Physical Therapy Science」

「学科会議運営委員」
平成29年から理学療法学科の会議運営に携わって
いる．

「教育研修センター」
平成29年度から京都ᶲ大学の卒業生を対象とした
卒後教育研修の運営に携わっている．

4)京都ᶲ大学健康科学部における学内業務実績

「Nutrients」

「Journal of Life Science Research」
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は
発表の年月

概 要

（著書）
なし

（学術論文）
単著 平成17年3月

共著 平成18年5月

共著 平成20年3月

共著 平成20年4月

求心性収縮と遠心性収縮の持続的負Ⲵに対するエ
ネルギー代謝⣔の1つである解⢾⣔㓝素変動につ
いて検討した．ICR雄性マウスを用い，コント
ロール群，上り㉮行（求心性収縮）群，水平㉮行
群，下り㉮行（遠心性収縮）群にわけ，実験を
行った．上り，下りの傾ᩳゅ度はs16rとした．
4週間㉮行負Ⲵを㏿度15m/minで行い，㉮行時間は
1週目は20分とし，1週間ごとに10分延長した．4
週目に上⭎三㢌筋を摘出し，解⢾⣔㓝素であるホ
スホフルクトキナーࢮ活性，ங㓟⬺水素㓝素活性
およびங㓟⬺水素㓝素アイソࢨイムの測定を行っ
た．その結果、求心性収縮と遠心性収縮の持続的
負Ⲵにより，両者間で解⢾⣔㓝素変動が異なるこ
とが明らかとなった．
A4版ࠉ全26頁

遠心性収縮による持久トレーニングが㦵格筋の持
久性改善に効果があるかを検討した．ICR雄マウ
スをコントロール群(CONT)，上り㉮行群(求心性
収縮，�16r，UR)，水平㉮行群(0r，LR)，下り
㉮行群(遠心性収縮，-16r，DR)に分けた．5週間
の㉮行運動後、大⭣ᅄ㢌筋の解⢾⣔㓝素はCONT
に比べ，UR，LRで上᪼し，DRは変化しなかった．
㓟化⣔㓝素はCONTに比べ，UR，LR，DRで上᪼し
た．遠心性収縮による持久トレーニングは，᎘気
的代謝に効果はないが，好気的代謝には効果があ
ることが示၀された．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施および統括を行った．また，実験結果に基づ
き論文執筆を行った．
共著者：野中⣫士，秋山純一，中ᔱ正明

光※別のヒト⓶透過率を測定し細⬊の↷射᮲௳
とした．若年者と高齢者ᇵ㣴細⬊にえるUVA↷
射影響の違いを検討するため,若年者由来細⬊3種
と高齢者由来細⬊3種の⓶真⓶より樹立し，不
定期DNA合成測定試験とCollagen合成活性測定試
験実験を行った．高齢者細⬊に有意なDNAの合成
量とCollagen合成活性の低下が見られ,UVA↷射に
よる不定期DNA合成応答も低下していた．若年者
細⬊には↷射後に有意なCollagen合成の増加応答
が見られた．
本人担当部分：形態学的視点より結果を解釈し
た．
共著者：秋山純一，中ᔱ正明，平上二，小ᖭ太
志，野中⣫士，㱟田尚美，㏿水明香，新藤泰子

吉備国際大学保健科学部
研究紀要
11号
P.59-P.67

2 ヒト⓶ᇵ㣴線維ⱆ細⬊に
対する⣸外線（UVA)↷射が不
定期DNA合成およびCollagen
合成に対する影響に関する検
討－年齢別の細⬊応答

1 㦵格筋収縮様式の違いによ
る解⢾⣔㓝素変動に関する検
討
（修士論文）

吉備国際大学大学院

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

吉備国際大学大学院
理学療法科学
23巻2号
P.285-P.289

3 関⠇ᅛ定の解除および再ᅛ
定が可能なラット⭸関⠇創外
ᅛ定法の考案
（査読付）

理学療法科学
23巻1号
P.73-P.77

我々は，関⠇ᅛ定期間中にᅛ定の解除と再ᅛ定が
自由かつ⡆౽にできるラット⭸関⠇創外ᅛ定法を
考案した．今回，我々は実験動物としてラットを
用い，この関⠇創外ᅛ定法の実験的関⠇ᣊ縮モデ
ル作成法としての有用性を検証した．5週間の関
⠇ᅛ定負Ⲵの結果，関⠇ᅛ定時に特徴的とされる
関⠇可動域の減少や組織学的所見が確認された．
また，ᾋ⭘，⅖症，㨚⾑などの次的作用を除
することができた．この結果より，本関⠇創外ᅛ
定法は実験的関⠇ᣊ縮モデル作成法として有効で
あることが示された．
本人担当部分：実験の実施および組織の形態学的
評価を行った．
共著者：㱟田尚美，中ᔱ正明，秋山純一，野中⣫
士，⚇屋ಇ昭

4 遠心性収縮による持久ト
レーニング効果についての検
討
（査読付）
（博士論文）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成21年3月

共著 平成21年6月

共著 平成23年6月

共著 平成23年6月 運動前に温⇕ストレスをえることで，その後の
運動性筋ᦆ傷が予防できるかについて検討した．
マウスに温ᾎ(41.5Υ)を20分間行い温⇕ストレス
をえ，24時間後に㉮行運動を行い，大⭣ᅄ㢌筋
にᦆ傷をច起した．温ᾎにて温⇕ストレスをえ
たマウスは温⇕ストレスをえなかったマウスに
比べ，大⭣ᅄ㢌筋のHeat shock protein 25の発
現量が増加し，筋ᦆ傷の指ᶆであるGlucose-6-
phoshate dehydrogenase活性の上᪼がᢚ制され
た．本研究結果より，運動前に温⇕ストレスを
えることで，運動ㄏ発性筋ᦆ傷が減ᙅすることが
示された．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施および統括を行った．また，実験結果に基づ
き論文執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Akiyama J, Tatsuta N,
Iwata A

6 ᅛ定関⠇に対する異なる頻
度の関⠇可動域運動が関⠇可
動範囲に及ࡰす影響
（査読付）

吉備国際大学保健科学部
研究紀要
19号
P.11-P.15

Acta Medica Okayama
vol.65(3)
P.193-P.197

7 Inhibitory effect of 1a-
hydroxyvitamin D3 on N-
nitrosobis (2-oxopropyl)
amine-induced
cholangiocarcinogenesis in
Syrian hamsters
（N-ニトロソビス (2-オキソ
プロピル)アミンㄏ導性⫹管
⒴発生に対する1aヒドロキシ
ビタミンD3の効果）
（査読付）

8 Thermal preconditioning
attenuates exercise-
induced muscle injury in
mice
（温⇕プレコンディショニン
グは運動ㄏ発性筋ᦆ傷を軽減
する）
（査読付）

理学療法科学
24巻3号
P.427-P.433

Journal of Physical
Therapy Science
vol.23(3)
P.409-P.411

1Ș-hydorxyvitamin D3 [1Ș(OH)D3]のN-
nitrosobis(2-oxopropyl)amine(BOP)ㄏ発性⫹管
⒴に対する効果を検討した．ハムスターに5週間
BOPをᢞし⫹管⒴をㄏ発した．BOPᢞと併せて
1Ș(OH)D3を0.04ȣg経口ᢞした．1Ș(OH)D3を
ᢞしたハムスターは⫹管⒴の発生がᢞしてい
ないハムスターに比べ有意に低値を示した．本研
究より，1Ș(OH)D3がBOPㄏ発性⫹管⒴をᢚ制する
ことが示された．
本人担当部分：研究計画立案および実験実施，組
織切片作成を行った．
共著者：Kawaura A, Tanida N, Akiyama J,
Nonaka K, Mizutani M, Sawada K, Nakagawa K,
Tsugawa N, Izumi K, Ii K, Okano T, Takeda E

ラットを用いてMNNGㄏ導⫶⭠⒴の1Ș(HO)D3によ
るᢚ制モデルを作〇し，ᢚ制効果発現過程におけ
る⾑管新生阻害の有無およびVEGFの関について
免組織化学的に検討した．その結果，1Ș
(OH)D3はVEGFの発現をᢚえることで⾑管新生を制
ᚚし，⫶⭠⒴の発生ᢚ制に働いていることが示၀
された．
本人担当部分：実験実施，組織切片作成を行っ
た．
共著者：川浦昭彦，谷田᠇ಇ，泉啓介，秋山純
一，水谷雅年，野中⣫士，武田英二

5 MNNGㄏ導⫶⭠発⒴に対する
1Ș(OH)D3のᢚ制効果発現過
程における⾑管新生の阻害に
ついて

ラットを用いて関⠇ᅛ定期間中にROM ex実施頻度
の違いがᅛ定関⠇の関⠇可動範囲の減少，関⠇内
組織の変性にえる影響を検討した．Wistar⣔雄
ラット30༉を，(1)無処置群，(2)ROM exなし群，
(3)ROM ex週1日群，(4)ROM ex週3日群，(5)ROM
ex週5日群の5群に分け，関⠇可動範囲の経時的変
化および実験終了後の組織ീを評価した．ROM ex
の週あたりの実施頻度が多いど，関⠇可動範囲
の減少がᢚ制される傾向にあった．組織学的評価
では，ROM exなし群，ROM ex週1日群で関⠇⭍内
が結合組織により充ሸされていた．ROM ex週3日
群，ROM ex週5日群では㌾㦵表面に少量の結合組
織の増殖ീが確認された．
本人担当部分：実験の実施および組織の形態学的
評価を行った．
共著者：㱟田尚美，中ᔱ正明，秋山純一，野中⣫
士，㰻藤圭介，川上↷彦
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成24年8月

共著 平成24年12月

共著 平成24年12月

共著 平成25年6月

9 Cool water immersion
after downhill running
suppresses exercise-
induced muscle damage in
the rat soleus muscle
（下り坂㉮行後の෭水ᾎは
ラットヒラメ筋の運動ㄏ発性
筋ᦆ傷を軽減する）
（査読付）

Journal of Physical
Therapy Science
vol.25(6)
P.709-P.711

10 Carbon dioxide-rich
water bathing increases
mynuclear number and
muscle fiber size in
regenerating skeletal
muscles
（高⃰度人工Ⅳ㓟泉ᾎは再生
㦵格筋の筋᰾を増加させ，筋
線維ᚄを増加させる）
(査読付)

Journal of Physical
Therapy Science
vol.24(12)
P.1295-P.1298

Ⅳ㓟泉ᾎが筋ᦆ傷後の再生を促進させるかどうか
について検討した．Wistar⣔㞤ラットを用い実験
を行った．ラットのᕥ前⬯㦵筋にブピバカイン塩
㓟塩により筋ᦆ傷をច起し，ᦆ傷の⩣日より，Ⅳ
㓟泉（1,000 ppm）を１日に１回，37度で30分間
行った．ᦆ傷２週間後，ᕥ前⬯㦵筋の筋᰾数と筋
横断面✚はⅣ㓟泉ᾎにて回復が促進されていた．
本研究より，Ⅳ㓟泉は筋ᦆ傷後の再生を促進させ
る可能性があることが示၀された．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施および統括を行った．また，実験結果に基づ
き論文執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Akiyama J, Tatsuta N, Une
S, Ito K, Kataoka M, Ogaya S, Iwata A, Okuda
K

11 ⫗離れᦆ傷筋における基
ᗏ⭷の特徴－ラットを用いた
基礎的研究
（査読付）

12 Carbon dioxide water
bathing enhances myogenin
but not MyoD protein
expression after skeletal
muscle injury
（人工Ⅳ㓟泉ᾎは㦵格筋ᦆ傷
後のmyogeninを増加させるが
MyoDは増加させない）
（査読付）

これまでに我々は，人工Ⅳ㓟泉ᾎが筋ᦆ傷の治癒
回復を促進する可能性を見いだした．本研究はそ
の治癒促進のメカニズムを探ることを目的に行っ
た．筋ᦆ傷後に人工Ⅳ㓟泉ᾎを行うとᦆ傷筋の筋
ⱆ細⬊増殖に関わるMyoDタンパクの発現に変化は
見られないが，筋管形成に関わるmyogeninタンパ
クの発現が増加した．以上より，筋ᦆ傷後の人工
Ⅳ㓟泉ᾎは筋管形成を促進する可能性が示၀され
た．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施および統括を行った．また，実験結果に基づ
き論文執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Akiyama J, Tatsuta N, Une
S, Ito K, Ogaya S, Kataoka M, Iwata A, Okuda
K

ᡴ᧞と⫗離れによる筋ᦆ傷時の筋基ᗏ⭷と形質⭷
の形態の違いを検証した．Wistar⣔雄ラットをᡴ
᧞群，⫗離れ群，コントロール群に分け，ᦆ傷2
日後に被験筋を摘出してᦆ傷筋細⬊の基ᗏ⭷と形
質⭷をᰁⰍした．⫗離れ群の筋組織にᦆ傷筋細⬊
がᩓ在性にみられ，正常筋細⬊に比べ基ᗏ⭷が厚
く，Ἴᡴつような変形を認めた．ᡴ᧞群ではᦆ傷
が広範囲で，筋細⬊の基ᗏ⭷が厚くなった部分や
基ᗏ⭷を認めない部分もあった．⫗離れ群/コン
トロール群の基ᗏ⭷の平ᆒ面✚は
1430.9/1101.8，基ᗏ⭷比(�)は60.1/37.1であ
り，基ᗏ⭷面✚と基ᗏ⭷比で有意ᕪが認められ
た．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施と組織切片作成・ᰁⰍを行い形態学的評価を
行った．
共著者：岩田，野中⣫士，上勝也

෭水ᾎによるᐮ෭療法が運動ㄏ発性筋ᦆ傷を減ᙅ
するかについて検証した．ラットにトレッドミル
にてダウンヒル㉮行運動（傾ᩳ;-16r，㏿度;16
m/min）を90分間行い，ヒラメ筋にᦆ傷をច起し
た．運動直後，෭水ᾎ（20Υ）を30分間行った．
෭水ᾎを行ったラットは運動後のヒラメ筋のᦆ傷
筋線維が減少し，筋ᦆ傷の指ᶆであるGlucose-6-
phoshate dehydrogenase活性の上᪼がᢚ制され
た．本研究より，運動後の෭水ᾎが運動後の㦵格
筋ᦆ傷を減ᙅすることが示された．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施および統括を行った．また，実験結果に基づ
き論文執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Akiyama J, Tatsuta N，Une
S

Journal of Physical
Therapy Science
vol.24(7)
P.613-P.616

Journal of
Rehabilitation and
Health Sciences,
vol.10
P.7-P.11
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

共著 平成26年12月

共著 平成27年2月

共著 平成27年3月

共著 平成27年9月

15 ラット㦵ᢡモデルによる
高⃰度人工Ⅳ㓟泉ᾎの㦵ᢡ治
癒への影響 -TGF-ș1の⾑中
⃰度変化と組織学的観察によ
る検討

吉備国際大学保健福祉研
究所紀要
16号
P.1-P.6

COPD患者に対するᜥ時㟁気่⃭（PESE）を用い
た気フィードバックの有効性を検証した．24名
のCOPD患者を，プラセボ群とPESEを行う群に割り
付けた．対象者には5分間のエルゴメータ運動を2
回行ってもらい，ベースライン（BL）と各介入に
よる気指ᶆを中心としたデータの測定を行っ
た．BLに対しプラセボ群では，安静時・運動時と
も明らかな変化は認められなかったが， PESE群
では安静時・運動時とも有意な気効率の改善を
認め，COPD患者の気効率改善にPESEが有効であ
ることが明らかとなった．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに，測
定データの分析を行った．
共著者：Ito K, Nozoe T, Okuda M, Nonaka K,
Yamahara J, Horie J, Hayama Y, Kawamura H

14 Electrical stimulated
ventilation feedback
improve ventilation
pattern in patients with
COPD
（㟁気่⃭による気フィー
ドバックはCOPD患者の気パ
ターンを改善する）
（査読付）

16 Heat stress attenuates
skeletal muscle atrophy of
extensor digitorum longus
in streptozotocin-induced
diabetic rats
(温⇕่⃭はストレプトゾト
シンㄏ発性⢾ᒀ病ラットの長
㊑伸筋のⴎ縮を減ᙅさせる)
（査読付）

Journal of Physical
Therapy Sciences
vol.27(2)
P.325-P.330

13 Changes in antioxidant
enzymes and lipid
peroxidationࠉin extensor
digitorum longus muscles
of streptozotocin-diabetic
rats may contribute to
muscle atrophy
（ストレプトゾトシン⢾ᒀ病
ラット長㊑伸筋のᢠ㓟化㓝素
と過㓟化⬡質の変化は筋ⴎ縮
と関連する）
（査読付）

Ⅳ㓟泉ᾎの㦵ᢡ治癒への影響について検討した．
ラットをコントロール群(C群)，さらᾎ温Υ53
群(I群)，Ⅳ㓟泉35Υ温ᾎ群(II群)に分けた．2週
目のTGF-ș⃰度はII群が，I群と比べて高値を示
した．その後は時間経過とともに，TGF-ș⃰度は
II群で下㝆し，I群では上᪼し，8週目には，I群
の方が高値を示した．5週目では，II群で治癒の
促進が見られた．8週目では，各群とも㦵再生が
進み，群間での明らかなᕪは見られなかった．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
を実施した．
共著者：秋山純一, 高須賀純一，野中⣫士，▮田
智大，川浦昭彦，中ᔱ正明，加納良男，␏五月，
㱟田尚美，平上二三

Acta Physiologica
Hungarica
vol.101(4)
P.421-P.428

⢾ᒀ病時の筋ⴎ縮が㓟化ストレスと関連があるか
について検証した．㏿筋線維優位である長㊑伸筋
はⴎ縮し，ᢠ㓟化㓝素(カタラーࢮ，グルタチオ
ンペルオキシダーࢮ，スーパーオキサイドジスム
ターࢮ)活性の上᪼とTBARSの増加が確認された．
一方，㉥筋線維優位であるヒラメ筋のⴎ縮は軽度
で，カタラーࢮ活性は上᪼したが，それ以外のᢠ
㓟化㓝素活性とTBARSに変化は認められなかっ
た．以上より，⢾ᒀ病に伴う㓟化ストレスが㏿筋
線維のⴎ縮をច起する可能性を示した．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施および統括を行った．また，実験結果に基づ
き論文執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Une S, Tatsuta N, Ito K,
Akiyama J

Acta Physiologica
Hungarica
vol.102(3)
P.293-P.300

⢾ᒀ病による㦵格筋ⴎ縮が温⇕療法により予防で
きるかについて検討した．ストレプトゾトシンを
ᢞし⢾ᒀ病をㄏ発したラットに42Υで30分間の
温ᾎを1週間に5回，3週間行った．その結果，温
⇕療法を行っていないラットに比べ長㊑伸筋の
Heat shock protein 25, 72の発現が増加し，筋
線維横断面✚の減少が予防された．本研究より，
温⇕療法が⢾ᒀ病による㦵格筋ⴎ縮を予防できる
ことを示した．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
の実施および統括を行った．また，実験結果に基
づき論文執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Une S, Akiyama J
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17 健康寿と細⬊の寿 共著 平成28年3月

共著 平成28年4月

共著 平成28年8月

共著 平成28年10月

Journal of
Electromyography and
Kinesiology
vol.28
P.76-P.81

19 Electrical stimulation
ventilator feedback
facilitates maintenance of
a prolonged expiration
pattern during exercise: a
proof of concept study in
healthy adults
（㟁気่⃭による気フィー
ドバックは運動時の延長ᜥ
パターンの維持を促進する－
健常成人にたいする概念実証
研究）
（査読付）

Physiotherapy Theory
and Practice
vol. 32(6)
P.483-P.488

18 Surface
electromyography activity
of the rectus abdominis,
internal obliTue, and
external obliTue muscles
during forced expiration
in healthy adults
（健常成人の強制気中の⭡
直筋および内⭡ᩳ筋，外⭡ᩳ
筋の表面筋㟁活動）
（査読付）

気ᢠ下（最大気の10�，20�，30�）での⭡
直筋，内・外⭡ᩳ筋の筋活動を筋㟁図を用いて検
証することを目的に研究を行った．その結果，強
制気の際は⭡直筋よりも内・外⭡ᩳ筋の筋活動
が高いことが明らかになった．また内・外⭡ᩳ筋
の活動は10�，20�のᢠに比べ30�のᢠで高値
を示した．また，本研究より，気筋トレーニン
グとしては最低30�のᢠを必要であることが明
らかになった．
本人担当部分：研究計画の立案および解๗生理学
的側面から考察を行った．
共著者：Ito K, Nonaka K, Ogaya S, Ogi A,
Matsunaka C, Horie J

吉備国際大学保健福祉研
究所紀要
17号
P.11-P.14

本研究の目的は，運動中のᜥを促通させるため
に㟁気่⃭を用いたフィードバック（ESVF）を行
い，その効果と安全性を明らかにすることであ
る．健常成人23名をESVF群と対↷群に割り付け
た．対象者は྾練習において，気延長の྾
パターンを練習し，その྾法を運動中も維持す
るように指導された．運動中と運動後の気/྾
気時間比において対↷群と比較してESVF群が有意
に高値を示した．また，ESVFによる作用が認め
られなかったことからESVFは運動中の྾法を習
得させるツールになり得ることが明らかとなっ
た．
本人担当部分：研究計画の立案および一部論文執
筆を行った．
共著者：Yamahara J, Ito K, Nonaka K

ナタマメはタチナタマメに類ఝした学名の㇋であ
り，ᢠ栄㣴性のレクチンを含有している．㤆とし
て使用するためには，その྾水性を上᪼させるこ
とと，マメに含有されるレクチンを含んだ各種の
ᢠ栄㣴成分の含有量を低下させることが課題とな
る．そこで，種⓶に各種の処理を施したマメにつ
いて྾水性と，ᢠ㓟化活性，ᢠ栄㣴成分(レクチ
ン，各種プロテアーࢮインヒビター，アミラーࢮ
インヒビター量など)を測定した．その結果，種
⓶に✰をあけた場合にこれら物質が無処理よりも
有意に低下した．㤆への利用のためには，⓶処置
と浸ₕ処理，加⇕の三処理が必須と考えられた．
本人担当部分：ᢠ㓟化活性のデータ測定を行っ
た．
共著者：Une S, Nonaka K, Akiyama J

20 Effects of hull
scratching, soaking, and
boiling on antinutrients
in Japanese red sword bean
(Canavalia gladiata)
（㉥なた㇋のᢠ栄㣴成分に対
する⓶処理および浸ₕ，加⇕
の影響）
（査読付）

Journal of Food
Science
vol. 81(10)
P.C2398-P.C2404

✺↛変異を持つPI3K㑇伝子による細⬊老化の法則
を調べるために，FLAGᶆ識野生型あるいは✺↛変
異型PI3K㑇伝子をラット線維ⱆ細⬊に導入した．
その結果，正常なラット線維ⱆ細⬊は⣙20回分
すると老化した．しかし，✺↛変異型PI3K㑇伝子
を導入したラット線維ⱆ細⬊は⣙26回分まで長
生きした．さらに我々は，✺↛変異型PI3K㑇伝子
をマウスの受精༸に導入して作成したトランス
ジェニックマウスの寿を調べたところ⣙20�の
寿延長が観察された．
本人担当部分：動物実験を実施した．
共著者：秋山純一，平上二三，野中⣫士，川浦
昭彦，元田弘敏，井上茂樹，河村㢧治，加納良男
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共著 平成28年12月

共著 平成29年3月

共著 平成29年4月

共著 平成30年1月

理学療法科学
vol.32(2)
P.183-P.188

Topics in Geriatric
Rehabilitation
Vol. 33(1)
P.57-P.61

⮩床時の྾機能に対するエアマットレスの悪影
響の有無を明らかにすることである．健常者群19
名と⬚㒌コンプライアンス低下群10名に対して，
エアマットレスとᶆ準マットレスの2つの᮲௳下
で⮩位にて測定された྾機能を比較した．測定
項目は，一回気量，分時気量，Ṛ⭍気率，
྾数，気時間，྾気時間，全྾時間，気
平ᆒ流量，྾気平ᆒ流量，྾気における⭡部の隆
起が開始するタイミングの10項目とした．両群と
もにすべての測定項目で，エアマットレス上⮩位
とᶆ準マットレス上⮩位の間に有意なᕪは認めら
れなかった．エアマットレス導入は྾機能へ悪
影響をえないことが明らかになった．
本人担当部分：研究計画の立案および考察の検討
を行った．
共著者：井上貴裕, 野中⣫士, 伊藤健一

23 エアマットレスが⮩床中
の྾機能へえる影響
（査読付）

22 Co-presence of
osteophyte and effusion as
a risk factor for knee
pain in the community-
dwelling elderly
（㦵Ჲとᾋ⭘の共存は地域高
齢者の⭸関⠇痛のリスクファ
クターである）
（査読付）

⭸の痛みに関する要素を検討するため，㉸音Ἴ
診断置を用いて⭸関⠇周囲組織の状態を調べ
た．その結果，関⠇ᾋ⭘と㦵Ჲの両方を有する高
齢者において⭸の痛みを有する割合が高いことが
わかった．
本人担当部分：データの解析を行った．
共著者：Ogaya S, Iwata A, Nonaka K, Higuchi
Y, Fuchioka S

21 Deep heating using
microwave diathermy
decreases muscle hardness:
a randomized, placebo-
controlled trial
（ᴟ㉸▷Ἴを用いた῝部加温
は筋◳度を返↷させる－無作
為化，プラセボ対↷試験）
（査読付）

Journal of
Rehabilitation and
Health Sciences
vol.14
P.9-P.13

῝部温⇕の筋◳度変化にえる影響をᴟ㉸▷Ἴを
用いて検証した．20名の健常大学生をマイクロ
ウェーブ群とプラセボ群に割り付け，介入前後で
筋◳度変化を測定した．介入後マイクロウェーブ
群では筋◳度が低下した．一方，プラセボ群は筋
◳度の変化を認めなかった．本研究より，῝部温
⇕は筋◳度を減少させる効果を持つことが示され
た．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施および統括を行った．また，実験結果に基づ
き論文執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Kataoka M, Ogaya S, Ito K,
Akiyama J

本研究の目的は，女性高齢者の外反母㊑に影響を
及ࡰす因子について，足部の形態に着目して検討
することである．高齢者健康サークルに所ᒓし，
体力測定会に参加した地域在住女性高齢者176名
（平ᆒ年齢73.8s5.7ṓ）を対象とした．測定
は，外反母㊑に影響を及ࡰす因子を抽出するた
め，対象者の年齢，身長，体重，Body Mass
Index，および足部・足㊑の形態（足長，足ᖜ，
母㊑ゅ，小㊑ゅ，開ᖒゅ，足ᗏ・足㊑の接地状
態）につて足圧分布測定ჾを用いて測定した．さ
らに，外反母㊑とᾋき㊑の有無を判定した．ス
テップワイズ重回帰分析の結果，外反母㊑に影響
を及ࡰす因子として抽出されたのは足ᖜのみで
あった．足部・足㊑の健康を考える場合，足長の
みならず足ᖜも考慮した㠐のサイズ選びが重要で
あることが示၀された．
本人担当分：考察の一部を執筆．
共著者：弓岡まみ，村田伸，岩瀬弘明，内藤⣫
一，安彦㕲平，白岩加代子，野中⣫士，堀江淳

ヘルスプロモーション理
学療法研究
vol.7(4)
P.165-P.169

24 女性高齢者の外反母㊑に
影響を及ࡰす因子の検討
（査読付）
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27 地域在住女性高齢者のᾋ
き㊑と身体機能との関係
（査読付）

地域リハビリテーション
Vol.13(5)
P.383-P.387

本研究の目的は，体力測定会に参加した65ṓ以上
の女性高齢者175名（平ᆒ年齢73.8s5.7ṓ）を対
象にᾋき㊑と身体機能との関係を明らかにするこ
とである．その結果，ᾋき㊑群では足㊑把持力
（p㸻0.002），長ᗙ体前ᒅ㊥離（p㸻0.046），身
長（p㸻0.005）が有意に低い値を示した．その他
の身体機能に有意ᕪは認められなかった．効果量
は，足㊑把持力（d㸻0.50）が中等度であり，身
長（d㸻0.44）と長ᗙ体前ᒅ㊥離（d㸻0.32）は小
さい効果量が認められた．ᾋき㊑がある女性高齢
者は足㊑把持力が有意に低下したが，歩行や立位
バランスなどの身体機能に有意ᕪは認められず，
総合的な身体機能の低下として表在化しがたいこ
とが示၀された．
本人担当部分：考察の一部を担当した．
共著者：弓岡まみ，村田伸，岩瀬弘明，内藤⣫
一，安彦㕲平，白岩加代子，野中⣫士，堀江淳

25 Heat stress prevents
the decrease in succinate
dehydrogenase activity in
the extensor digitorum
longus of streptozotocin-
induced diabetic rats
（温⇕่⃭はストレプトゾト
シンㄏ発性⢾ᒀ病ラットの長
㊑伸筋のコハク㓟⬺水素㓝素
活性低下を予防する）
（査読付）

Physiological Research
vol.67(1)
P.117-P.126

温⇕่⃭が⢾ᒀ病による㦵格筋コハク㓟⬺水素㓝
素(SDH)活性低下を予防するかについて検討し
た．Wistar⣔雄ラットを対↷群および温⇕群，⢾
ᒀ病群，⢾ᒀ病�温⇕群に分け，ストレプトゾト
シンᢞによる⢾ᒀ病ㄏ発を確認した後，温⇕่
⃭を3週間行った。⢾ᒀ病群と⢾ᒀ病�温⇕群では
SDH活性が低下したが，⢾ᒀ病�温⇕群は⢾ᒀ病群
に比べ㦵格筋SDH活性低下が減ᙅした。本研究よ
り，温⇕่⃭が⢾ᒀ病による㦵格筋SDH活性低下
を予防することが示၀された。
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施および統括を行った．また，実験結果に基づ
き論文執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Une S, Komatsu M, Yamaji
R, Akiyama J

26 Lectin isolated from
Japanese red sword beans
(Canavalia gladiata) as a
potential cancer
chemopreventive agent
（日本⏘のナタマメから精〇
したレクチンはガンの化学的
予防となる可能性がある）
（査読付）

28 Effect of skeletal
muscle and fat mass on
muscle strength in the
elderly
（高齢者の筋力に対する㦵格
筋と⬡⫫量の影響）
（査読付）

Healthcare
Vol.6 No.3
pii:E72 (計6ページ）

本研究は，高齢者の筋力に対する⬡⫫量と㦵格筋
量の影響を192名の女性高齢者にてステップワイ
ズ法を用いて検証した．その結果，上⫥の⬡⫫量
と㦵格筋量のどちらも握力に影響していた．下⫥
は㦵格筋量のみが⭸伸展筋力に影響しており，⬡
⫫量は影響していなかった．本研究より，筋力に
影響する㦵格筋量/⬡⫫量率の㜈値が存在する可
能性が示၀された。
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施および解析を行った．また，実験結果に基づ
き論文執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Murata S, Shiraiwa K,
Abiko T, Nakano H, Iwase H, Naito K, Horie J

Journal of Food
Science
Vol.83(3)
P.837-P.834

日本⏘のナタマメから精〇したレクチン（RSB-
L）は、アミノ㓟分析や部分的なアミノ㓟配ิに
よりタチナタマメから精〇されたConAと類ఝした
構造をしていた．しかしRSB-LはConAより⪏⇕性
があり、⢾に対する特異性が後者と異なった．マ
イトジェン活性，NK活性は有意にRSB-Lの方が高
く，同時にマウスB16メラノーマ細⬊の増殖を有
意にRSB-Lはᢚ制した．一方，中国⏘のナタマメ
から得られたレクチンとも異なった生物学的な性
質をRSB-Lは示した．KSB-Lはガン予防作用を有す
る物質として使用の可能性が示၀された．
本人担当部分：データ測定の一部を行った．加え
て，データ解析および方法と結果の一部の執筆を
行った．
共著者：Une S, Nonaka K, Akiyama J
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共著 平成30年7月

共著 平成30年11月

共著 平成31年1月31 高齢者における歩行調整
能力の違いによる身体的特徴
（査読付）

ヘルスプロモーション理
学療法研究
Vol.8, No.2
P.85-P.89

ヘルスプロモーション理
学療法研究
Vol.8, No.4
P.169-P.173

本研究は，大⭣中央前面筋厚（以下，筋厚）・⬡
⫫厚（以下，⬡⫫厚），大⭣周ᚄ，大⭣前面筋◳
度（以下，筋◳度）測定の検者内・検者間再現性
と⭸伸展筋力との関連を健常成人20名の両下⫥計
40⬮を対象として検討した．その結果，筋厚，⬡
⫫厚，大⭣周ᚄの再現性は，男女ともに級内相関
係数が0.9以上とᴟめて高かったが，筋◳度は検
者間で男性が0.763，女性が0.787と低い値を示し
た．筋力との相関では，男性の大⭣周ᚄのみに有
意な相関(r㸻0.54，p<0.05)が認められた．これ
らの結果から，筋◳度の測定は測定値の再現性に
留意すること，また男性の大⭣周ᚄは⭸伸展筋力
を反ᫎするが，女性の大⭣周ᚄの測定値は⬡⫫厚
の影響を考慮する必要性が示၀された．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに，実
験結果に基づき論文作成を行った．
共著者：小林佐Ꮨ，ஊ若あかり，野中⣫士，安彦
㕲平，白岩加代子，堀江淳，村田伸

29 大⭣中央前面筋厚・⬡⫫
厚，大⭣周ᚄ，大⭣前面筋◳
度測定の再現性および⭸伸展
筋力との関連
（査読付）

高齢者の歩行㏿度調整能力を検討するために，歩
行㏿度を「ᬑ通歩行」，「やや㏿歩き」，「最㏿
歩行」の3段階で実施し，主観的判断による㏿度
変化と身体機能，注意機能，認知機能との関係性
について検討した．その結果，「やや㏿歩き」の
㏿度調整ができない高齢者が39.4�いた．調整可
能群は，調整不良群より，やや㏿歩きと最㏿歩行
が有意に㏿い結果を示した．群間比較において，
身体機能，注意機能，認知機能には有意な違いを
示さなかったことから，調整不良群は，歩行㏿度
を調整する際に，筋力，バランス能力などの機能
が十分に活用できていない可能性が示၀された．
本人担当部分：研究計画を立案するとともにデー
タ測定を行った．
共著者：白岩加代子，村田伸，安彦㕲平，野中⣫
士，中野英樹，岩瀬弘明，内藤⣫一，堀江淳

30 Physical
characteristics vary
according to body mass
index in Japanese
community-dwelling elderly
women
（日本の地域在住高齢女性に
おいて身体的特徴はBMIに応
じて変わる）

本研究は，日本の地域在住高齢女性を対象にBMI
に基づき低体重，過体重，⫧満群と正常体重の群
と身体機能と体組成の比較を行った．その結果，
低体重群では正常体重群に比べ，上体起こしの回
数が少なく⭸伸展筋力が歩行㏿度と強く正相関し
た．過体重群では，正常体重群に比べ，㦵格筋量
は増加したが⭸伸展筋力は増加しなかった．⫧満
群では正常体重群に比べ，片⬮立位時間が少な
かった．本研究によりBMIにより身体機能や新体
組成が変化すること，高齢女性の身体機能の評価
や維持・改善のプログラム作成の際，BMIが有益
な情報になることを示した．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施および解析を行った．また，実験結果に基づ
き論文執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Murata S, Shiraiwa K,
Abiko T, Nakano H, Iwase H, Naito K, Horie J

Geriatrics
Vol.3, No.4
87(計8ページ）
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33 地域在住高齢者における
プレサルコペニアの身体・認
知・心理機能特性
（査読付）

本研究では，要介護高齢者（男性23人，女性37
人）を対象に，大⭣ᅄ㢌筋筋力と大⭣前面筋厚
（以下，筋厚）・⬡⫫厚，大⭣周ᚄ，大⭣前面筋
◳度との関連を検討した．単相関解析の結果，男
性では大⭣周ᚄが，女性では筋厚と大⭣周ᚄが，
大⭣ᅄ㢌筋筋力との間に有意な相関を示した．ま
た重回帰分析の結果，男性では大⭣周ᚄが大きい
ど，大⭣ᅄ㢌筋筋力ど，女性では筋厚が厚い
が強かった．これらのことから，要介護高齢者に
おいて，男性では大⭣周ᚄが，女性では筋厚が，
大⭣ᅄ㢌筋筋力を反ᫎすることが示၀された．
本人担当部分：研究計画を立案するとともにデー
タ測定を行った．
共著者：合田明生，村田伸，谷川加奈子，藤井గ
⾰奈，吉岡弓佳，野中⣫士，中野英樹，安福祐
一，白岩加代子

健康支援
Vol.21, No.1
P.11-P.17

本研究は，地域在住の女性高齢者を対象に，正常
な筋⫗量の高齢者と比較することで，筋⫗量低下
を生じたプレサルコペニア高齢者の身体・認知・
心理機能の特性を明らかにすることを目的に行わ
れた．その結果，プレサルコペニアに該当する高
齢者は，筋⫗量の低下に伴いᅄ⫥・体ᖿの筋力低
下を認めることが示၀された．プレサルコペニア
高齢者は，筋力以外の身体機能の低下が認められ
ないことから，日常生活に支障をきたさず，自身
の筋力低下を自覚していないことが予想された．
本人担当部分：研究計画を立案するとともにデー
タ測定を行った．
共著者：森耕平，村田伸，白岩加代子，安彦㕲
平，岩瀬弘明，内藤⣫一，野中⣫士，中野英樹，
堀江淳

34 Endurance exercise
increases the protein
levels of PGC-1Ș and
respiratory chain
complexes in mouse
skeletal muscle during
atorvastatin
administration
（アトルバスタチンᢞ中の
持久的運動はマウス㦵格筋の
PGC-1Șと྾ᕪ」合体タン
パクを増加させる）
（査読付）

32 要介護高齢者における大
⭣ᅄ㢌筋筋力と大⭣前面筋
厚・⬡⫫厚，大⭣周ᚄ，大⭣
前面筋◳度との関連
（査読付）

ヘルスプロモーション理
学療法研究
Vol.8, No.4
P.181-P.185

本研究は，アトルバスタチンᢞ中の持久的運動
がマウス㦵格筋のミトコンドリア㡰応および筋ᦆ
傷を起ここすかどうかについて検討した．その結
果，アトルバスタチンᢞ中に運動した群は，ア
トルバスタチンᢞのみの群に比べ，大⭣ᅄ㢌筋
のPGC-1Șと྾ᕪ」合体I-Vのタンパクが増加し
た．また，アトルバスタチンᢞ中に運動した群
の⾑清クレアチンキナーࢮは上᪼せず，組織学的
にも筋ᦆ傷は認められなかった．これらの結果よ
り，アトルバスタチンᢞ中の持久的運動は㦵格
筋のミトコンドリア㡰応を起こすこと，筋ᦆ傷は
ច起されないことが示၀された．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施および統括を行った．また，実験結果に基づ
き論文執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Ozaki Y, Ito K, Sakita
M,Une S, Akiyama J

The Journal of
Physiological Sciences
Vol.69, No.2
P.327-P.333
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35 ᗂ児の重心動ᦂと歩行パ
ラメータとの関連
（査読付）

36 プレサルコペニア高齢者
の歩行㏿度と身体機能・認知
機能との関連
（査読付）

37 地域在住女性高齢者のヘ
ルスリテラシーと身体機能，
心理機能，運動習慣との関連
について－傾向スコア法によ
る検証
（査読付）

ヘルスプロモーション理
学療法研究
Vol.9, No.2
P.53-P.58

本研究の目的は，プレサルコペニア高齢者の歩行
㏿度と身体機能および認知機能との関連を検討す
ることである．対象者を正常筋⫗量群（48名）と
プレサルコペニア群（17名）の2群に分類し，歩
行㏿度（通常・最㏿）と身体機能（⭸伸展筋力，
上体起こし，開眼片足立ち時間，長ᗙ体前ᒅ㊥
離）および認知機能（Mini-Mental State
Examination ，Trail making test-Part A；TMT-
A）との相関分析を行った．その結果，プレサル
コペニア群の通常歩行㏿度と中程度以上の有意な
相関が認められたのは，⭸伸展筋力（r 0.51）お
よびTMT-A（r -0.52）であり，最㏿歩行㏿度では
⭸伸展筋力（r 0.74），TMT-A（r -0.66）および
開眼片足立ち時間（r 0.56）であった．一方，正
常筋⫗量群の歩行㏿度はいずれの項目とも中程度
以上の有意な相関は認められなかった．これらの
知見より，プレサルコペニア高齢者は正常筋⫗量
の高齢者に比べດ力性の高い歩行である可能性が
示され，下⫥筋力，バランス能力および注意機能
のわずかな低下をきっかけに歩行能力低下を生じ
る可能性が示၀された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測定
を行った．
共著者：森耕平，村田伸，白岩加代子，安彦㕲
平，岩瀬弘明，内藤⣫一，野中⣫士，中野英樹，
堀江淳

ヘルスプロモーション理
学療法研究
Vol.9, No.2
P.59-P.63

地域在住の女性高齢者を対象にヘルスリテラシー
と身体機能，心理機能および運動習慣との関連に
ついて，傾向スコア法を用いてデータベースを作
成し，ロジスティック回帰分析を用いて検討し
た．解析の結果，ヘルスリテラシーに関連する因
子として抽出されたのは，主観的健康感と運動習
慣であった．これらのことから，ヘルスリテラ
シーを高めるためには，主観的健康感を高めるよ
うな取り組みと運動習慣を定着させるような取り
組みが必要になることが示၀された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測定
を行った．
共著者：岩瀬弘明，村田伸，白岩加代子，安彦㕲
平，内藤⣫一，野中⣫士，堀江淳

ヘルスプロモーション理
学療法研究
Vol.9, No.1
P.7-P.11

本研究の目的は，ᗂ児の重心動ᦂと歩行能力との
関連を明らかにすることである．対象児45名（男
児16名，女児29名）の重心動ᦂの測定と歩行分析
を行った結果，重心動ᦂの指ᶆとした総㌶㊧長と
外周面✚は，ともに通常歩行時の歩行率（総㌶㊧
長r㸻－0.421，外周面✚r㸻－0.347），立⬮時間
（それࡒれr㸻0.474，0.426），両⬮支持時間
（それࡒれr㸻0.398，0.346）の3項目と有意な相
関が認められ，最㏿歩行時の歩行㏿度（それࡒれ
r㸻－0.469，－0.382），歩行率（それࡒれr㸻－
0.388，－0.351），立⬮時間（それࡒれr 㸻
0.489，0.569），両⬮支持時間（それࡒれr㸻
0.556，0.653）の4項目と有意な相関が認められ
た．これらの結果から，ᗂ児期の重心動ᦂと歩行
はᐦ接に関連しており，ᗂ児に対する重心動ᦂ計
を用いたጼໃ制ᚚ能の評価の重要性が示された．
また，ᗂ児のጼໃ制ᚚ能を高めることで，歩行を
はじめとする身体運動の発育支援が効果的に行え
る可能性が示された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測定
を行った．
共著者：村田伸，安彦㕲平，中野英樹，満丸望，
久保温子，八谷⍞紀，古後晴基，野中⣫士，松尾
大，上城᠇司
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通所介護施設を利用する要支援・要介護認定を受
けた高齢者のᾋき㊑(「立位時に足㊑が地面に接
地していない状態」)と身体特性、身体組成、身
体機能との関連を明らかにすることを目的に、
賀県の通所介護施設1施設に通所中の高齢者57名
(男性24名、女性33名、平ᆒ年齢80.3s1.0ṓ、要
支援38名、要介護19名)を対象に検討した。ᾋき
㊑群(42名)と非ᾋき㊑群(15名)を比較した結果、
ᾋき㊑群では非ᾋき㊑群と比べ、身長、㦵格筋
量、足ᗏ接地率がそれࡒれ有意に低値を示した。
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測定
を行った．
共著者：弓岡まみ，村田伸，岩瀬弘明，野中⣫
士，中野英樹，白岩加代子

40 Changes with aging in
skeletal muscle mass, body
fat mass, and bone mineral
density in adults with
cerebral palsy: A pilot
cross-sectional study
（成人⬻性麻⑷者の筋⫗量，
体⬡⫫量，㦵ᐦ度の加齢に伴
う変化-予備的横断研究）
（査読付）

38 地域在住高齢者における
主観的認知機能低下とᐈ観的
認知機能低下の関連
（査読付）

本研究は，27名の成人⬻性麻⑷者を対象に，成人
⬻性麻⑷者の㦵格筋量，体⬡⫫量，㦵ᐦ度の加齢
変化を横断的に検証した．その結果，成人⬻性麻
⑷者の年齢と㦵格筋量との間に有意な相関が認め
られないこと，年齢と体⬡⫫量に有意な正相関が
認められること，年齢と㦵ᐦ度に有意な負の相関
が認められることが確認できた．これらの結果よ
り，成人⬻性麻⑷者は体⬡⫫の増加に注意する必
要があることが示၀された．
本人担当部分：研究計画を立案するとともにデー
タの解析を行った．また，解析結果に基づき論文
執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Iwase H, Murata S, Kubo A

International Journal
on Disability and
Human Development
Vol.19, No.2
P.139-P.144

39 通所介護施設を利用する
高齢者のᾋき㊑と身体特性，
身体組成および身体機能との
関連
（査読付）

日本早期認知症学会誌
Vol.12, No.1
P.44-P.51

本研究は，地域在住高齢者における主観的認知機
能低下（subjective cognitive decline：SCD）
とᐈ観的認知機能低下の関連を検討することを目
的とした．対象は明らかな認知機能障害がない地
域在住高齢者242名とした．「基本チェックリス
ト」の認知機能項目（Kihon-Checklist-
Cognitive Function：KCL-CF）を用いて，主観的
認知機能低下を測定した．また，Mini-Mental
State Examination（MMSE）を用いて，ᐈ観的認
知機能低下を測定した．対象者をKCL-CF得点で群
分けし，MMSE得点を比較した結果，SCDを認めた
対象者は，「認知症初期症状を反ᫎするMMSE因
子」の得点が有意に低かった(p<0.05)．さらに，
MMSE下位項目得点の得点別比率を比較すると，２
つのKCL-CF質問項目（記憶，日付の見当識）にお
いて，SCDを認めた対象者が，主に「認知症初期
症状を反ᫎするMMSE因子」項目の得点が有意に低
かった(p<0.05)．KCL-CFで測定するSCDは，地域
在住高齢者の初期認知機能低下を捉えるスクリー
ニングツールとして有用である可能性が示され
た．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測定
を行った．
共著者：合田明生，村田伸，白岩加代子，野中⣫
士，中野英樹，安彦㕲平，堀江淳

保健の科学
Vol.61, No.7
p.491-495
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43 小学6年生における足部お
よび足㊑に関する実態調査
（査読付）

保健医療学雑誌
Vol.10, No.2
P.92-P.98

本研究は，1年後に軽度認知障害（MCI）を発症し
た地域在住高齢者における，身体機能・精神機能
の特徴を明らかにすることを目的とした．ベース
ライン時点で認知機能障害のない地域在住高齢者
91名を対象とした。1年後にMMSE24‐26点に低下
した者をMCI 群，27点以上に保たれた者を非MCI
群に分類し，ベースライン時の身体機能および精
神機能を比較した．その結果，MCI 群では，非
MCI 群と比較して開眼片⬮立位時間が有意に低値
を示した（p㸺0.05）．以上から，開眼片⬮立位
時間は，地域在住高齢者の1 年後のMCI 発症を予
測する評価として有用である可能性が示された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測定
を行った．
共著者：合田明生，村田伸，白岩加代子，野中⣫
士，中野英樹，安彦㕲平，堀江淳

44 Elongation training
decreases spinal
excitability in healthy
human soleus muscle
（エロンゲーショントレーニ
ングは健常ヒトヒラメ筋の⬨
㧊の興奮性を減ᙅさせる）
（査読付）

Journal of Asian
Rehabilitation Science
Vol.2 No.4
P.23-26

本研究は，健常ヒトヒラメ筋の⬨㧊の興奮性に対
するエロンゲーショントレーニング(ELT)の効果
について検証した．26名の健常若年男性を無作為
にELT群（n 13)と安静対↷群（n 13)に分け，介
入前，介入の1と30分後にH反射とMἼを測定し
た．その結果，介入前のH-max/M-maxは両群で同
レベルであり，介入の1と30分後のH-max/M-maxは
ELT群のみ低下した．本研究結果より，ELTは⬨㧊
の興奮性を低下させること，その効果は最低でも
30分持続することが示၀された．
本人担当部分：研究計画の立案，データ解析およ
び一部考察を行った．
共著者：Miyazaki J, Yurugi R, Ogawa H,
Nonaka K, Uematsu A

41 要介護女性高齢者におけ
るロンブステストの再現性と
妥当性
（査読付）

要介護女性高齢者において，新たな動的バランス
評価であるロンブステストの再現性と妥当性を検
証した．要介護女性高齢者29名を対象に，ロンブ
ステストと4つの身体パフォーマンス指ᶆ（開眼
片⬮立位時間，Timed Up and Go Test [TUG]，5
㹫最㏿歩行時間，30-sec chair stand test [CS-
30]）を測定した．ロンブステストの再現性を検
証するために，20名の対象者に対して，同一測定
日に2回目の測定を実施した．その結果，ロンブ
ステストは優れた再現性（ICC 0.96～0.97）を示
し，開眼片⬮立位時間，TUG，5m最㏿歩行時間，
CS-30との間に中程度の有意な相関（r _0.42_～
_0.59_）を認めた．以上の結果から，ロンブステ
ストは，要介護女性高齢者において，再現性と妥
当性のある動的バランス評価法であるとことが示
၀された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測定
を行った．
共著者：合田明生，村田伸，♒谷光，宇野友ⴌ
子，影山⍞希，野中⣫士，中野英樹，白岩加代子

本研究は，小学1年生と6年生の足部形態および足
部形態以上を調査することで，現代の学童期児童
の足部成長状況およびᾋき㊑を主とした足部形態
異常の実態を明らかにすることを目的とした．そ
の結果，足部形態異常は，1年生および6年生に共
通してᾋき㊑が認められ，⣙7割の児童がᾋき㊑
であった．また，6年生では外反母㊑が13.3�に認
められたが，1年生では認められなかった．その
他，内反小㊑と回張足は1年生および6年生ともに
認められなかった．結果より，1年生から6年生ま
での間に足部の形態が大きく変化し，㠐のサイズ
が足部の形態に適していない可能性が推察され
た．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測定
を行った．
共著者：弓岡まみ，村田伸，岩瀬弘明，安彦㕲
平，中野英樹，野中⣫士，松井宏ᙲ

体育の科学
Vol.69, No.10
P.767-P.771

42 1年後に軽度認知障害を発
症した地域高齢者の身体およ
び精神機能の特徴
（査読付）

ヘルスプロモーション理
学療法研究
Vol.9, No.3
P.119-P.125
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45 要介護高齢者における㋖
上げ動作を用いたバランステ
ストの再現性と妥当性
（査読付）

本研究の目的は，要介護高齢者において，㋖上げ
テストの再現性と妥当性を検証することであっ
た．要介護高齢者57名を対象に， ㋖上げテスト
と4つの身体パフォーマンス指ᶆ（Timed Up and
Go Test [TUG]，30-sec chair stand test [CS-
30]，開眼片⬮立位テスト，Functional Reach
Test [FRT]）を測定した．また㋖上げテストの再
現性を検証するため，同一測定日に2回目の測定
を実施した．その結果， ㋖上げテスト は優れた
再現性（ICC 0.91）を示し， TUG，CS-30，開眼
片⬮立位テスト，FRTとの間に有意な相関
（rs _0.32_～_0.60_）を認めた．以上の結果か
ら，㋖上げテストは，要介護高齢者において,再
現性と妥当性のあるバランス評価法であるとこと
が示၀された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測定
を行った．
共著者：合田明生，村田伸，㧘畑ဏ紀，谷口緩
夏，野中⣫士，中野英樹，白岩加代子

保健の科学
Vol.61, No.12
P.851-P.856

ヘルスプロモーション理
学療法研究
Vol.9, No.4
P.195-P.200

本研究では，体力測定会に参加した地域在住高齢
者245名（男性50名，女性195名）を対象に，㛢じ
こもりの有無により，身体機能，身体組成，認
知・精神機能にᕪ異がみられるか検討した．その
結果，男性では，TUG と歩行㏿度が㛢じこもり群
より，非㛢じこもり群の方が有意に良好な値を示
した（p㸺0.05）．身体組成は，筋⫗量，体水分
量，タンパク質量，㦵ミネラル量，基礎代謝量
が，㛢じこもり群より非㛢じこもり群の方が良好
な値を示した（p㸺0.05）．うつ傾向を示す者
が，㛢じこもり群の方が非㛢じこもり群より有意
に多い結果を示した．女性では，身体機能は，握
力，TUG，歩行㏿度が㛢じこもり群より非㛢じこ
もり群の方が良好な値を示した（p㸺0.05）．そ
の他の項目には2群間に有意ᕪは認められなかっ
た．㛢じこもりによる影響は，男性と女性では異
なることが示၀された．
本人担当部分：研究計画を立案するとともにデー
タ測定を行った．
共著者：白岩加代子，村田伸，安彦㕲平，中野英
樹，合田明生，野中⣫士，岩瀬弘明，堀江淳

46 Correlations between
physical performance and
muscle mass, strength, and
Tuality in obese and
normal-weight community-
dwelling older Japanese
women
（地域在住日本人高齢女性の
⫧満者とᶆ準体重者における
身体パフォーマンスと㦵格筋
量および筋力，筋質との関
連）
（査読付）

Asian Journal of
Gerontology 	
Geriatrics
Vo.14, No.2

本研究は地域在住日本人高齢女性の⫧満者とᶆ準
体重者における身体パフォーマンスと㦵格筋量お
よび筋力，筋質との関連を調べることを目的とし
た．170名の地域在住高齢女性を対象とし，被験
者をᶆ準体重群と⫧満群に分けた．被験者の⭸伸
展筋力、下⫥㦵格筋量，筋質データ，30⛊᳔子立
ち上がりテスト(CS-30)，timed up and go test
(TUG)を記録した．⭸伸展筋力/体重比と下⫥㦵格
筋量/体重比はᶆ準体重群に比べ⫧満群で低かっ
たが、筋質は両群で同程度だった．⫧満群では
CS-30やTUGと㦵格筋量/体重比との間に有意な相
関を認めたが，筋質との有意な相関は認めなかっ
た．ᶆ準体重群では，CS-30やTUGと筋質の間に有
意な相関を認めた．これらの結果より，㦵格筋量
/体重比は⫧満の地域在住高齢者の身体パフォー
マンスを維持向上させるために重要な要因である
ことが示၀された．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施および解析を行った．また，実験結果に基づ
き論文執筆を行った．
共著者：Nonaka K, Murata S, Shiraiwa K,
Abiko T, Goda A, Yasufuku Y, Nakano H, Iwase
H, Horie J

47 地域在住高齢者における
㛢じこもり調査－身体機能，
身体組成，認知・精神心理機
能の特徴
（査読付）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

（その他）
「総説」

共著 平成22年6月

共著 平成22年7月

「文献ᢒ録」

単著 平成30年2月

2 筋ᦆ傷に関する臨床研究の
成果と今後の課題

1.ラットの㦵格筋ᦆ傷後の再生過程を，歩行動
作，筋力，筋組織の3つの側面から観察した．そ
の結果，歩行動作，筋力・筋組織の㡰で再生が進
行する傾向を示したことから，理学療法において
時間的要素を検討する必要性が示၀された．2.㦵
格筋のストレッチング時の構造学的変化を㉸音Ἴ
を用いて観察した結果，筋の伸張部位は⫥位によ
り変化し，自覚的な伸張感も同様の傾向を有して
いることが明らかになった．3.筋ᦆ傷を予防する
方法として，温⇕負Ⲵが有効である可能性が示さ
れた．
本人担当部分：3.筋ᦆ傷を予防する方法の執筆を
担当した．
共著者：岩田，野中⣫士，樋口由美，米津ு，
木村大㍜，上勝也

1 定期的な身体運動活動を実
施している透析患者の不安と
ᢚうつの状態－予備研究

理学療法ジャーナル
52巻2号
P.184

Dziubekらの論文�The level of anxiety and
depression in dialysis patients undertaking
regular physical exercise training: A
preliminary study. Kidney Blood Press Res
41: 86-98, 2016�の文献ᢒ録作成を行った．報告
内容は以下の内容であった．透析中にᮎ期⭈不全
患者が定期的な身体活動を行うことは不安感やᢚ
うつを減ᙅすることができる．レジスタンス運動
と持久運動のどちらもᢚうつを改善するが，持久
運動のみ不安感も減少させる．透析中の定期的な
身体運動プログラムは高齢患者や，身体運動プロ
グラム開始時にᢚうつと不安感が高い患者に対し
最も効果がある．

1.㢕᳝は，視覚のみでなく聴覚，Ⴅ覚など，外界
からの情報収集置( 感覚ჾᐁ)が集中する㢌部
㢦面の定位のために重要な役割を担っている．2.
特異な形態を持つ上位㢕᳝と一般的形状の下位㢕
᳝について，その構造上の特徴を正確に理解する
ことが必要である．3.後㢌㦵および㢕᳝間の結合
に作用する㠎ᖏおよび⭷組織と運動の力※である
筋について，構造と機能を正しく理解することが
必要である．4.㢕᳝の運動を司る᳝間関⠇につい
ても，個々の関⠇の構造と運動の特徴を正確に理
解する必要がある．
本人担当部分：資料収集を担当した．
共著者：ῡ岡聡, 野中⣫士, 岩田

1 㢕᳝の機能解๗学的理解の
要点

理学療法
27巻7号
P.838-P.845

理学療法
27巻6号
P.731-P.738
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

「報告書」

共著 平成24年6月

共著 平成25年6月

「国際学会発表」

- 平成20年8月

- 平成20年8月

1 高齢COPD患者に対するᜥ
時低周Ἴ㟁気่⃭の臨床効果
に関する研究
－パイロットスタディ

1 The inhibitory effect of
carbon dioxide-enriched
water bathing on spinal
motor neuron
(高⃰度人工Ⅳ㓟泉による⬨
㧊運動神経ᢚ制効果)

10th International
Congress of the Asian
Confederation for
Physical Therapy（千
葉）

大阪ガスグループ福祉財
団ࠉ調査・研究報告集
26巻
P.93-P.97

大阪ガスグループ福祉財
団ࠉ調査・研究報告集
25巻
P.9-P.14

Ⅳ㓟泉ᾎが⬨㧊運動ニューロンの興奮性にえる
影響についてMἼとH反射を測定し検証した．その
結果，Ⅳ㓟泉ᾎがH/M raitoを低下させ，⬨㧊運
動ニューロンの興奮性をᢚ制することが確認され
た．
本人担当部分：神経生理学的実験の実施および発
表を行った．
共同発表者：Nonaka K, Nakajima M, Akiyama J,
Tatsuta N

本研究では健常男子大学生6名(年齢20.8s0.4ṓ)
を対象として，静Ṇ立位保持および片⬮着地課題
における身体動ᦂを⭜部正中後面に着した小型
9㍈ワイヤレスモーションセンサーで評価し，3次
元動作解析置で測定した身体重心(COG)や床反
力(GRF)と加㏿度Ἴ形の時間✚分から推定したCOG
変位(COGacc)や運動方程式から推定した
GRF(GRFacc)との比較から加㏿度計で評価した身
体動ᦂ評価指ᶆの特徴について分析した．その結
果，静Ṇ立位では前後(AP)成分の実効値(RMS)，
最大振ᖜ(PTP)が有意に低値を示し，COG と
COGaccの振ᖜが異なる可能性が示されたが，非線
形解析ではCOGaccはCOGと同様にカオス性を示し
た．着地動作ではAP成分の単位時間㌶㊧長(NPL)
が有意に高値を示した．
本人担当部分：研究計画立案およびデータ解析を
行った．
共著者：山中ᝆ紀，野中⣫士

本研究の目的は，我々が開発してきた低周Ἴ㟁気
่⃭置を用い，ᜥ時に対する低周Ἴ㟁気่⃭
の効果を検証することである。対象は高齢慢性㛢
ሰ性⫵疾患患者12名である。対象者はプラシーボ
介入群（対↷群）とᜥ時低周Ἴ㟁気่⃭介入群
（介入群）に割り付けられた．これらの対象者に
対し介入前後の安静時および運動時の気機能、
㓟素㣬和度、自覚的運動強度を測定した．介入群
において気パラメータの平ᆒ値において改善が
認められた．しかし、その結果は有意ᕪを伴うも
のではなかった．今回の研究では気パラメータ
の有意ᕪを伴った改善が認められなかった．しか
し、平ᆒ値の改善傾向とᶆ準೫ᕪのばらつきが認
められていることから，対象者数を増やすことで
有意ᕪを伴った改善効果が期待できるものと推察
された．今回の研究結果より，ᜥ時低周Ἴ㟁気
่⃭の効果が示၀されたとともに，本研究の継続
意義が明らかとなった。
本人担当部分：研究計画立案およびデータ解析を
行った．
共著者：伊藤健一，⃰添建男，奥田みゆき，野中
⣫士，堀江淳，川村博文

2 ㌿ಽのスクリーニングを目
的とした加㏿度計による身体
動ᦂ評価法の確立に関する研
究

2 Study of exercise-
induced damage to skeletal
muscle under the
environment of various
concentration of oxygen in
rats
（ラットを用いた各種㓟素⃰
度環境下における運動ㄏ発性
筋ᦆ傷に関する研究）

10th International
Congress of the Asian
Confederation for
Physical Therapy（千
葉）

異なる㓟素⃰度環境下(10�，20�，50�)での運動
が運動ㄏ発性筋ᦆ傷に及ࡰす影響を検証した．そ
の結果，㓟素⃰度が10�の場合に，20�，50�の場
合に比べ，運動ㄏ発性筋ᦆ傷が高くなることが確
認された．本研究より，低㓟素環境下では運動ㄏ
発性筋ᦆ傷がច起されやすいことが示された．
本人担当部分：研究計画の立案および実験の実
施，発表内容の検討を行った．
共同発表者：Kurata K, Nonaka K, Nakajima M,
Akiyama J
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

- 平成20年8月

- 平成20年8月

- 平成20年11月

- 平成20年11月

- 平成20年11月

6 The range of motion
(ROM) exercise load
condition reTuired for
preventing joint
contracture development
（関⠇ᣊ縮進行予防のために
必要となる関⠇可動域運動᮲
௳）

1日5回の関⠇可動域運動を5回/週の頻度で実施し
た場合，関⠇ᣊ縮を予防できるかについてラット
を用いて検証した．その結果，関⠇可動域運動を
しない場合に比べ，関⠇ᣊ縮の進行は㐜延させる
ことができるが，全に予防することはできない
ことが示された．
本人担当部分：実験の実施および組織の形態学的
評価を行った．
共同発表者：Tatsuta N, Nakajima M, Akiyama
J, Nonaka K, Kawakami T

;;; World Congress of
Sports Medicine（バル
セロナ）

7 The study of functional
and morphological changes
on peripheral nerve in rat
developed disuse atrophy
（ᗫ用性筋ⴎ縮を起こしたᮎ
ᲈ神経の機能的、形態学的変
化についての研究）

;;; World Congress of
Sports Medicine（バル
セロナ）

ᗫ用性筋ⴎ縮モデルラットの運動神経伝導㏿度と
神経組織の変化を検証した．その結果，ᗫ用性筋
ⴎ縮モデルラットの運動神経伝導㏿度は低下する
ことが確認された．さらに㍈索のⴎ縮が観察され
た．本研究より，ᗫ用時は筋ⴎ縮だけでなく㍈索
のⴎ縮と運動神経伝導㏿度が低下することが明ら
かになった．
本人担当部分：実験の実施および組織の形態学的
評価を行った．
共同発表者：Akiyama J, Nakajima M, Nonaka K,
Tatsuta N, Kurata K

4 Carbon dioxide-rich
water bathing promotes
cutaneous wound healing in
experimental animal model
（高⃰度人工Ⅳ㓟泉は実験動
物モデルの⓶ᦆ傷治癒を促
進させる）

10th International
Congress of the Asian
Confederation for
Physical Therapy（千
葉）

5 A modified Tuadriceps
femoris muscle setting
with co-contraction of the
hamstrings
（ハムストリングスの同時収
縮を伴った改良型大⭣ᅄ㢌筋
セッティング）

;;; World Congress of
Sports Medicine（バル
セロナ）

我々は大⭣ᅄ㢌筋セッティングの際，反対側下⫥
をᣲ上させ，ハムストリングスの同時収縮を伴う
大⭣ᅄ㢌筋セッティング(MQS)を開発した．そこ
で本研究は健常人とACLᦆ傷患者を対象に通常の
大⭣ᅄ㢌筋セッティング(NQS)とMQSの筋活動を筋
㟁図学的に検証した．その結果，健常人ではNQS
に比べ，MQSはハムストリングスの同時収縮が確
認された．また，ACLᦆ傷患者ではNQSに比べMQS
で外側広筋の高い筋活動が確認できた．本研究結
果より，MQSはACLᦆ傷患者の大⭣ᅄ㢌筋筋力強化
に安全で有効な方法であることが示された．
本人担当部分：実験結果の解析を行った．
共同発表者：akajima M, Abeno E, Nonaka K,
Tatsuta N, Akiyama J

3 Primary study of optimal
load condition on ROM-
exercise to prevent joint
contracture development by
joint immobilization
（不動による関⠇ᣊ縮予防の
ためのROM運動に対する適切
な負Ⲵ᮲௳に関する予備研
究）

10th International
Congress of the Asian
Confederation for
Physical Therapy（千
葉）

1日5回の関⠇可動域運動を5回/週の頻度で実施し
た場合，関⠇ᣊ縮を予防できるかについてラット
を用いて検証した．その結果，関⠇可動域運動を
しない場合に比べ，関⠇ᣊ縮の進行は㐜延させる
ことができるが，全に予防することはできない
ことが示された．
本人担当部分：実験を実施した．
共同発表者：Tatsuta N, Nakajima M, Akiyama
J, Nonaka K, Kawakami T

人工Ⅳ㓟泉ᾎが創傷治癒を促進するかをラット創
傷モデルにて用いて検討した．その結果，人工Ⅳ
㓟泉ᾎがラットの創傷治癒を促進することが明ら
かになった．
本人担当部分：実験を実施し，組織の形態学的評
価を行った．
共同発表者：Nakajima M, Hayamizu S, Nonaka
K, Tatuta N, Akiyama J
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単著・

共著の別
発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等
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- 平成20年11月

- 平成23年6月

- 平成24年7月

- 平成24年7月

;;; World Congress of
Sports Medicine（バル
セロナ）

;I;th Congress of the
International Society
of Electrophysiology 	
Kinesiology（ブリスベ
ン）

8 The analysis of
abdominal muscle activity
during trunk curl up
exercise based on Pilates
method
（ピラティスメソッドに基づ
いた体ᖿ⭡筋運動中の⭡筋活
動の解析）

9 Carbon dioxide-rich
water bathing increases
myogenin protein
expression in rat injured
skeletal muscle
（高⃰度人工Ⅳ㓟泉はᦆ傷㦵
格筋のmyogenin⺮白発現を増
加させる）

16th International
WCPT Congress (アムス
テルダム)

Ⅳ㓟泉が筋ᦆ傷後のMyoDとmyogeninのタンパク発
現にえる影響について検証した．ラットを非ᦆ
傷群(NI群)，ᦆ傷群(IC群)，ᦆ傷㸩ῐ水ᾎ群(FW
群)，ᦆ傷㸩人工Ⅳ㓟泉ᾎ群(CO2群)に分け，IC
群，FW群，CO2群のラットᕥ前⬯㦵筋に筋ᦆ傷を
ㄏ発させた．ᦆ傷1日後からIC群，CO2群のラット
は水温37Υで30分間，ῐ水ᾎまたはⅣ㓟泉ᾎを1
日1回，3日間，負Ⲵされた．その結果，CO2群で
はFW群に比べᦆ傷筋のmyogeninタンパク量が高値
を示した．結果より，Ⅳ㓟泉ᾎは筋ᦆ傷後の再生
を促進する可能性を示した．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表を行った．
共同発表者：Nonaka K, Mori J, Tatsuta N,
Akiyama J, Yonetsu R, Iwata A

10 The characteristics of
sit-to stand movement in
infants aged 1 year: a
preliminary study
（1ṓ児の立ち上がり動作の
特徴－予備研究）

;I;th Congress of the
International Society
of Electrophysiology 	
Kinesiology（ブリスベ
ン）

新生児の立ち上がり動作の特徴を明らかにするこ
とを目的に研究を行った．その結果，新生児の立
ち上がりは成人に比べ，体ᖿの前傾が少なく，足
関⠇の背ᒅが大きくなるという特徴が明らかに
なった．
本人担当部分：研究計画の立案と結果の解釈を
行った．
共同発表者：Yonetsu R, Sakita H, Yamashita
N, Miki Y, Nonaka K, Iwata A, Kawarai Y,
Shimizu J

11 The development of a
force plate focused on
infants̓ movements: an
experimental study of
reliability for measuremen
（小児動作に着目したフォー
スプレートの開発－計測信頼
性の実験的検証）

我々が新たに開発したフォースプレートの正確性
を検証した．その結果，従来のフォースプレート
に比べ，より小さい値からの計測ができることを
確認した．この新しいフォースプレートは体重の
軽い小児の動作分析に有用で可能性を示した．
本人担当部分：研究計画の立案と実験を実施した
共同発表者：Yonetsu R, Arakawa S, Shintani
A, Yoshioka M, Shimizu J, Iwata A, Nonaka K,
Nakagawa C

ピラティスによる体ᖿᒅ᭤運動時の⭡部筋活動様
式の特徴を健常成人19名を対象に筋㟁図学的に解
析した．その結果，通常の体ᖿᒅ᭤運動に比べピ
ラティスによる体ᖿᒅ᭤運動では内⭡ᩳ筋の筋活
動が高いことが確認された．また，ピラティスに
よる体ᖿᒅ᭤運動は通常の体ᖿᒅ᭤運動に比べ内
⭡ᩳ筋/⭡直筋の割合が高値を示した．本研究に
より，ピラティスによる体ᖿᒅ᭤運動は通常の体
ᖿᒅ᭤運動より⭡ᩳ筋の活動の割合が大きいこと
が示された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表を行った．
共同発表者：Nonaka K, Nakajima M, Tatsuta N,
Akiyama J
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- 平成24年9月

- 平成24年9月

- 平成24年9月

- 平成24年12月

- 平成26年6-7月

;;;II World Congress
of Sports Medicine
（ローマ）

14 The effect of carbon
dioxide rich water bathing
on the MyoD family
proteins after muscle
injury
（筋ᦆ傷後の高⃰度人工Ⅳ㓟
泉ᾎのMyoDファミリータンパ
クに対する効果）

16 Role of muscle
coactivation and reaction
time in postural
perturbation in the
elderly
（高齢者のጼໃ動ᦂでの筋協
働活動と反応時間の役割につ
いて）

2014 International
Society for Posture 	
Gait Research World
Congress（バンクー
バー）

筋㦵格シミュレーションモデルを用いて筋の同時
収縮が外่⃭後のጼໃ制ᚚにどのように影響す
るかを調べた．外่⃭後の反応時間が㐜い場合
のみ，同時収縮が外をᢚえるのに有効であるこ
とがわかった．
本人担当部分：研究結果の解析を行った．
共同発表者：Ogaya S, Nagai K, Okita Y,
Nonaka K, Iwata A, Higuchi Y, Fuchioka S

13 The study of artificial
carbon dioxide-rich water
bathing effect on
experimental acute
arthritis
（人工Ⅳ㓟泉ᾎの実験的関⠇
⅖に対する効果についての研
究）

各種温度（10Υ，20Υ，35Υ）の人工Ⅳ㓟泉ᾎが
急性⅖症にえる影響をラット関⠇⅖モデルにて
検証した．その結果10Υ，20Υの人工Ⅳ㓟泉ᾎは
水㐨水に比べ⓶温の上᪼が低かった．また，
35Υの人工Ⅳ㓟泉ᾎは水㐨水でのᐮ෭ᾎと同等の
ᢠ⅖症効果があることが明らかになった．
本人担当部分：研究計画の立案および結果の解釈
を行った．
共同発表者：Akiyama J, Fujiwara Y, Tatsuta
N, Nonaka K, Une S, Nakajima M

12 How many days per week
should the range of motion
exercise is performed to
prevent the development of
the joint contracture?
（関⠇ᣊ縮発生を予防するた
めには週に何日関⠇可動域訓
練を実施すればよいか㸽）

;;;II World Congress
of Sports Medicine
（ローマ）

関⠇可動域運動を1週間に何日行うと関⠇ᣊ縮が
予防できるかについて，ラットを用いて検証し
た．1週間に1日，3日，5日の関⠇可動域運動を
行った結果，5日行った場合が最も関⠇ᣊ縮の予
防が可能であった．しかしながら，週5日の関⠇
可動域運動では全に関⠇ᣊ縮の発生を予防する
ことができないことが明らかになった．
本人担当部分：実験を実施した。
共同発表者：Tatsuta N, Nonaka K, Akiyama J,
Nakajima M

24名の高齢COPD患者を対↷群とᜥ時低周Ἴ㟁気
่⃭群に割り付け，安静時および運動時の気機
能について，ᜥ時低周Ἴ㟁気่⃭の効果を検証
した．結果よりᜥ時低周Ἴ㟁気่⃭は気機能
を有意に改善することが明らかとなった．
本人担当部分：研究計画の立案および結果の解析
を行った．
共同発表者：Ito K, Nozoe T, Okuda M, Nonaka
K, Horie J, Kawamura H.

;;;II World Congress
of Sports Medicine
（ローマ）

筋ᦆ傷後の人工Ⅳ㓟泉ᾎがMyoDファミリーのタン
パク質発現に及ࡰす影響を検証した．その結果，
筋ᦆ傷後に人工Ⅳ㓟泉ᾎを行うとᦆ傷4日後に
myogeninの発現が上᪼することが確認できた．
MyoDの発現に関しては変化がなかった．本研究結
果より，人工Ⅳ㓟泉が一部のMyoDファミリータン
パク質発現を増加させ，筋ᦆ傷治癒を促進させて
いる可能性を示した．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表を行った
共同発表者：Nonaka K, Akiyama J, Tatsuta N,
Une S

15 Effects of phasic
electrical stimulation
during expiration in
elderly chronic
obstructive pulmonary
disease: a pilot study
（高齢慢性㛢ሰ性⫵疾患患者
の気中に同調させた㟁気่
⃭の効果について－予備研
究）

17th Congress of the
Asian Pacific Society
of Respirology（香 ）
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- 平成26年7月

- 平成27年6月

- 平成27年9月

- 令和元年6月

ࠉ

⢾ᒀ病による筋ⴎ縮が温⇕療法で減ᙅするかにつ
いて検討した．ストレプトゾトシンをᢞし⢾ᒀ
病をㄏ発したラットに温ᾎ(42Υ)を30分間，1週
間に5日，3週間行った．温ᾎを行ったラットは温
ᾎを行っていないラット比べ長㊑伸筋の筋横断面
✚の減少が予防された．本研究より，温⇕療法が
⢾ᒀ病による筋ⴎ縮を予防することが示された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表を行った．
共同発表者：Nonaka K, Iwata A, Une S,
Akiyama J

9th World Congress of
the International
Society of Physical
and Rehabilitation
Medicine（ベルリン）

慢性⭜痛を有する高齢者にバイオメカニクスに基
づいた⭜背部教室と神経科学的教育に基づいた⬻
教室の効果について検証した．慢性⭜痛のある高
齢者を対象に，⭜背部教室群（n 16）と⬻教室群
（n 20)に分け、3か月間に6回の介入を行った．
その結果，両群とも介入後に⑊痛の軽減が認めら
れた．⬻教室の対象者は⭜背部教室の対象者に比
べ，Pain Catastrophizing Score，Fear-
Avoidance Beliefs Questionnaireが有意に改善
した．これらの結果より，慢性⭜痛の高齢者に対
して，神経科学教育に基づいた⬻教室は⭜背部教
室に比べ効果的であること，神経科学的教育は心
理面へ良好な効果があることが分かった．
本人担当部分：共同研究につき本人担当部分の抽
出は不可能．
共同発表者：Abiko T, Iwase H, Anami K,
Madoba K, Nonaka K, Murata S

気筋の筋活動パターンを筋㟁図を用いて気
ᢠ別に検討した．10�PEmax，20�PEmax，30�PEmax
のᢠを負Ⲵしたᜥ時の⭡直筋と内⭡ᩳ筋，外
⭡ᩳ筋の活動量を評価した．３つの筋のうち，最
も大きな活動量を示したのは内⭡ᩳ筋であった．
ただし，その活動量は30�PEmaxの負Ⲵであっても
20�MVC以下であった．通常の྾筋トレーニング
では30�PEmax程度の負Ⲵが推奨されるが，生理学
的な視点でみた場合，その負Ⲵはᙅすࡂることが
示၀された．
本人担当部分：研究の立案および解๗生理学的視
点より結果の解釈をした．
共同発表者：Ito K, Nonaka K, Ogaya S, Horie
J

19 Electromyography
activity of the rectus
abdominis, internal
obliTue, and external
obliTue muscles during
forced expiration in
healthy adults
（健常成人の強制気中の⭡
直筋および内⭡ᩳ筋，外⭡ᩳ
筋の筋活動）

17 A preliminary study of
the effect of trunk
position on strategies for
lower limb function during
forward reaching movements
（前方リーチ動作時の下⭣機
能ストラテジーに対する体ᖿ
位置の効果についての予備的
研究）

The ;; Congress of the
International Society
of Electrophysiology
and Kinesiology（ロー
マ）

前方リーチ動作の際の体ᖿポジションの違いが下
⫥機能に及ࡰす影響について検証した．その結
果，体ᖿポジションの違いが床反力やハムストリ
ングスと前⬯㦵筋の筋活動に影響を及ࡰすことが
示された．
本人担当部分：研究の立案および発表を行った．
共同発表者：Nonaka K, Yonetsu R, Taniguchi
F, Ueno S, Shintani A, Nakagawa C, Kataoka
M, Ito T

18 Heat stress attenuates
skeletal muscle fiber
atrophy in diabetic rats
（温⇕่⃭は⢾ᒀ病ラットの
㦵格筋線維ⴎ縮を減ᙅする）

European Respiratory
Society Annual
Congress 2015 (アムス
テルダム)

20 Effectiveness of back
school versus brain school
for elderly with chronic
low back pain
（慢性⭜痛の高齢者に対する
⭜背教室と⬻教室の効果）

13th World Congress of
the International
Society of Physical
and Rehabilitation
Medicine（神戸）
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「国内学会発表」

- 平成15年5月

- 平成15年9月

- 平成16年5月

- 平成16年9月

下⫥ᣲ上運動(SLRex)実施時におけるᣲ上下⫥⫤
関⠇外᪕ゅ度と大⭣ᅄ㢌筋活動の関係について検
討した．被験者はᣲ上下⫥⫤関⠇外᪕0，20，40
度でSLRexを行った．その結果，⭸伸展の単関⠇
筋である内側広筋，外側広筋の筋活動は外᪕ゅ度
が拡大するにつれて低下しているが，二関⠇筋で
ある大⭣直筋では変化がなかった．大⭣ᅄ㢌筋筋
力強化法としてSLRexを用いる場合，⫤関⠇を外
᪕させずに行うことの重要性が示された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表を行った．
共同発表者：野中⣫士，中ᔱ正明，秋山純一，⚇
屋ಇ昭

1 ⫤関⠇外᪕位でのStraight
Leg Raise exerciseが下⫥筋
活動に及ࡰす影響

2 ㉮行面の傾ᩳゅ度の違いに
よるトレーニングがエネル
ギー代謝⣔に及ࡰす影響

第58回日本体力医学会大
会（静岡）

マウスを用い持久的トレーニング時の運動⫥位の
違いによる，⮚ჾ等のங㓟⬺水素㓝素(LDH)活性
の変化を検討した．その結果，筋組織では㉮行面
の傾ᩳゅ度の違いによるLDH活性の変化がみられ
た．水平㉮行群に比べ，下り㉮行群で心⮚に活性
の低下が確認された．このことから，㉮行面の傾
ᩳゅ度の違いにより，運動負Ⲵ量やᚠ環動態等が
変化し，LDH活性の変化に影響することが示され
た．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表を行った．
共同発表者：野中⣫士，秋山純一，中ᔱ正明，⚇
屋ಇ昭

3 人工Ⅳ㓟泉ᾎが神経伝導㏿
度に及ࡰす影響

第39回日本理学療法学術
大会（台）

Ⅳ㓟泉ᾎが神経伝導㏿度に及ࡰす影響について検
討し，῝部組織㓟素㣬和度との関係も含めて考察
した．被験者は健常成人7名とした．ᾎ水温度は
不感温度36Υとした．5分間のᕥ大⭣部の阻⾑を
行った．神経伝導㏿度(MCV)測定には⬯㦵神経を
選択し，阻⾑前後，入ᾎ後に測定を行った．その
結果，Ⅳ㓟泉ᾎはさら和㣬素㓟織組部῝べ比に
度と神経伝導㏿度の回復が㏿かった．これらの結
果から，神経機能低下が原因となる疾患への人工
Ⅳ㓟泉適用の可能性も示၀された．
本人担当部分：神経伝導㏿度の測定を行った．
共同発表者：吉田巳有紀，㐨菅聖子，野中⣫士，
秋山純一，中ᔱ正明，⚇屋ಇ昭，Poffenberger
Chikako Kawakami

4 人工Ⅳ㓟泉ᾎの⾑管内⓶細
⬊増殖因子⃰度に及ࡰす影響
-ラット実験的ᮎᲈᚠ環障害
モデルを用いた検討

第59回日本体力医学会大
会（大宮）

Ⅳ㓟泉ᾎの側⾑行路形成促進効果を評価した．
ラットのᕥ大⭣動脈を結⣻し，ᮎᲈᚠ環障害モデ
ルを作成した．処置後ラットは36Υ水㐨水と36Υ
Ⅳ㓟泉への入ᾎ負Ⲵが5日間行われ，⾑中と筋組
織中の⾑管内⓶細⬊増殖因子(VEGF)が測定され
た．Ⅳ㓟泉ᾎは入ᾎ負Ⲵ前と比べVEGFを低下させ
た．筋組織中のVEGFはⅣ㓟泉ᾎにより対↷側と比
べ結⣻側が低値を示した．Ⅳ㓟泉ᾎの側⾑行路
形成促進効果がVEGFの直接の作用とは異なる機序
で作用し，VEGFに対するnegativefeedbackの存在
を示၀すると考えられた．
本人担当部分：実験の実施とVEGFの測定を行っ
た．
共同発表者：中ᔱ正明，秋山純一，野中⣫士，⚇
屋ಇ昭

第39回日本理学療法学術
大会（台）
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- 平成16年9月

- 平成17年5月

- 平成17年5月

- 平成17年9月 第60回日本体力医学会大
会（岡山）

5 トレーニング㉮行面の傾ᩳ
ゅ度の違いによる筋組織中の
LDH活性,PFK活性変動に関す
る検討

第59回日本体力医学会大
会（大宮）

ゅ度可変型トレッドミを用いて，㦵格筋のங㓟⬺
水素㓝素(LDH)活性とホスホフルクトキナーࢮ
(PFK)活性について検討した．マウスをコント
ロール群(CONT)，上り㉮行群(UR群)，水平㉮行群
(LR群)，下り㉮行群(DR群)に分け，4週㉮行負Ⲵ
を行った．その結果，㦵格筋のLDH活性はLR群，
DR群で低下する傾向を示し，DR群がCONT，UR群と
比較し有意に低下した．㉮行ゅ度が上方になる
どங㓟代謝が低下し，上方になるど解⢾⣔代謝
が増加することが示၀された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表を行った．
共同発表者：野中⣫士，秋山純一，中ᔱ正明，⚇
屋ಇ昭

6 創外ᅛ定によるラット実験
的⭸関⠇ᣊ縮モデルの作成

第40回日本理学療法学術
大会（大阪）

関⠇ᣊ縮に対する効果的な理学療法を検討してい
くため，ラット実験的関⠇ᣊ縮モデルの作成を行
い，組織学的に検討を行った．関⠇ᣊ縮の作成法
は，ྑ大⭣㦵および⬯㦵の⭸関⠇から離れた位置
にそれࡒれ2本のキルシュナー㗰線を前㢠一水平
㍈にἢって貫通させ，各キルシュナー㗰線を接合
し⭸関⠇をᒅ᭤90rにᅛ定した．その結果，伸展
ゅ度変化と組織学的検証からこのモデルが実験的
関⠇ᣊ縮モデルの作成法として有用であつた．
本人担当部分：実験を実施し，組織の形態学的評
価を行った．
共同発表者：㱟田尚美，秋山純一，中ᔱ正明，野
中⣫士，⚇屋ಇ昭

7 人工Ⅳ㓟泉ᾎによる⾑管内
⓶増殖因子とங㓟⬺水素㓝素
変動に関する検討

第40回日本理学療法学術
大会（大阪）

Ⅳ㓟泉ᾎによる⾑管新生因子の1つである⾑管内
⓶増殖因子(VEGF)とங㓟⬺水素㓝素(LDH)活性を
測定し，人工Ⅳ㓟泉ᾎの生体反応について検討し
た．マウスをコントロール群，さら泉㓟Ⅳ，群
群に分けた．入ᾎは3週間行われた．3週間の入ᾎ
終了後，マウス⾑ᾮと⭌⭡筋を採取し,VEGF測定
に用いた．加えて，⭌⭡筋のLDH活性を測定し
た．Ⅳ㓟泉群ではコントロール群，さら比と群
べⅣ㓟泉群で低下傾向であった．人工Ⅳ㓟泉によ
るLDH活性の低下はங㓟⏘生をᢚ制する効果があ
ることが示၀された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表を行った．
共同発表者：野中⣫士，秋山純一，中ᔱ正明，㱟
田尚美，⚇屋ಇ昭

8 ⢾ᒀ病合併症に関連したお
もに㛢ሰ性動脈◳化症に関す
るAmerican Sunflowerエキス
有用性の検討

⢾ᒀ病と㛢ሰ性動脈◳化症に予防・治療効果のあ
る薬用成分としAmericanSunflower(A.S.)の検討
を行った．マウスまたはラットにA.S.抽出エキス
⁐ᾮを経口ᢞし，1)⢾負Ⲵ⾑⢾値ᢚ制効果に関
する検討，2)⾑ᾮ動態に関する検討，3)⾑流阻害
部位に対する⓶温に関する検討，4)⾑流阻害動
物の⾑管内⓶細⬊増殖因子に関する検討，5)ᇵ㣴
細⬊を用いた⾑管増殖因子に関する検討を行っ
た．A.S.エキスに優れた⾑⢾値ᢚ制効果と㛢ሰ性
動脈◳化症の予防・治療に効果が期待できる，⾑
流促進作用，組織⾑ᾮ量および㓟素㣬和度増加作
用が見られた．
本人担当部分：実験を実施した．
共同発表者：秋山純一，中ᔱ正明，野中⣫士，㱟
田尚美，㏿水明香，⚇屋ಇ昭
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- 平成18年5月

- 平成18年5月

- 平成18年5月

- 平成18年9月

9 ラット⭸関⠇運動負Ⲵ試験
置の試作

第41回日本理学療法学術
大会（群馬）

ラット⭸関⠇創外ᅛ定モデルに対応した，ᒅ᭤伸
展運動において，目ᶆ㌶㐨の高精度な追従制ᚚが
行え，再現性があり，目ᶆトルクᢠを感知した
時点で関⠇運動をṆし反対方向への関⠇運動を
開始する関⠇運動負Ⲵ試験置を〇作した．〇作
した⭸関⠇運動負Ⲵ試験置はそのᒅ᭤伸展運動
をコンピュータで制ᚚしたことにより様々な制ᚚ
が可能であり,さらに，タイミングベルトを用い
たことにより，その関⠇運動の制ᚚが正確に安定
して実行された．
本人担当部分：実験を実施した．
共同発表者：㱟田尚美，門林義幸，西村一郎，渡
辺正᠇，中ᔱ正明，秋山純一，野中⣫士，⚇屋ಇ
昭

10 ラット⭸関⠇障害モデル
を用いた大⭣ᅄ㢌筋機能が関
⠇・筋組織変化にえる影響
の実験的検討

第41回日本理学療法学術
大会（前橋）

ラット⭸関⠇障害モデルを用いて，大⭣ᅄ㢌筋の
機能不全が㌾㦵変性と筋組織の変化にえる影響
について検討を行った．大⭣ᅄ㢌筋を切除した
ラットは関⠇面の評価点法であるMankin score値
の有意な増加が認められた．更に術後3週から㌾
㦵表面の不整化に加えて，細⬊の集ሢ化や分ീ
が認められた．大⭣ᅄ㢌筋の機能不全を伴う場
合，関⠇㌾㦵の退行変性が進行しやすい可能性が
示၀された．
本人担当部分：研究計画の立案し，実験を実施す
るとともに組織の形態学的評価を行った．
共同発表者：丸水ちえみ，山口博子，秋山純一，
㱟田尚美，野中⣫士，中ᔱ正明

11 ラットを用いた人工Ⅳ㓟
泉(ᐮᾎ)の急性⭸関⠇⅖に対
する効果の実験的検討

第41回日本理学療法学術
大会（前橋）

12 グルタチオン添加㣫料長
期ᢞによる寿に関するマ
ウスを用いた実験的検討

第61回日本体力医学会大
会（神戸）

グルタチオン(GSH)の摂取が生体の寿に関して
どのように作用するか検討した．マウスをGSH添
加㣫料終身ᢞ群，GSH成人期以㝆ᢞ群，メチ
オニン減量㣫料ᢞ群および通常㣫育繁殖用㣫料
ᢞ群に分け，寿について検討を加えた．その
結果，GSHᢞ群間の比較ではGSH成人期以㝆ᢞ
群の㞤に寿が長い傾向がみられた．本研究結果
より，GSHの寿の延長に対する効果は確認され
ず，㏫に働く可能性も示၀された．
本人担当部分：実験と生化学検査を実施した．
共同発表者：㏿水明香，秋山純一，中ᔱ正明，野
中⣫士，㱟田尚美

急性⅖症に対して，Ⅳ㓟泉のᐮ෭療法への適用に
ついて実験的に検討した．ラットをコントロール
群，ῐ水ᾎ群，Ⅳ㓟泉ᾎ群に分けた．ラットのᕥ
⭸関⠇に関⠇⅖をច起させ，Ⅳ㓟泉ᾎまたはῐ水
ᾎを行った．その結果，表面・῝部温度ともにⅣ
㓟泉ᾎ群の方がῐ水群に比べ入ᾎ前後の温度低下
が小さい傾向が認められた．Ⅳ㓟泉ᾎ群は平ᆒ最
大ᖜの変化率がῐ水ᾎ群に比べ小さい傾向が認め
られた．これらより，Ⅳ㓟泉のᐮᾎは，急性⅖症
に対して有効な治療法であることが示၀された．
本人担当部分：研究計画の立案と組織の形態学的
評価を行った．
共同発表者：山口博子，丸水ちえみ，中ᔱ正明，
野中⣫士，㱟田尚美，秋山純一
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- 平成18年9月

- 平成19年5月

- 平成19年5月

- 平成19年5月

- 平成19年5月

ラットを用いて1日に1度,1度に5回の関⠇可動域
運動を週に5日行うことで関⠇ᣊ縮の発生が予防
されるのかを実験的に検証した．関⠇ᅛ定群，関
⠇運動群に分けた．関⠇運動群は1日に関⠇可動
域の 復運動5回1セットを4週間負Ⲵした．関⠇
ᅛ定から5週間後，⭸関⠇の関⠇可動域を測定し
た．その結果，週5日，1度に5回の関⠇運動を実
施することで関⠇ᣊ縮の発生を予防することはで
きないことが明らかとなった．
本人担当部分：実験を実施した．
共同発表者：㱟田尚美，秋山純一，野中⣫士，中
ᔱ正明

人工Ⅳ㓟泉ᾎの創傷治癒促進効果の基礎的検討を
目的とし，人工Ⅳ㓟泉ᾎの適用による創傷治癒の
促進効果についてラット創傷モデルを作成し検討
した．人工Ⅳ㓟泉水はに治の部創べ比に群ᾎ
要した日数が67.2�にまで▷縮した．創傷面✚の
縮小率は人工Ⅳ㓟泉ᾎ群で有意に促進された．
VEGFやbFGFなどの強力な⾑管新生因子の発現が促
されるため難治性外傷に対してもかなりの治癒促
進効果を発揮することが示၀された．
本人担当部分：実験を実施した．
共同発表者：中ᔱ正明，㏿水明香，野中⣫士，㱟
田尚美，秋山純一

運動後のクーリングダウンが運動ㄏ発性筋ᦆ傷を
ᢚ制するかどうかを実験的に検討した．ラットに
トレッドミルで下り坂㉮行を負Ⲵし，筋ᦆ傷をㄏ
発した．E;�C群は20Υのῐ水に30分間浸し，クー
リングダウンを行った．E;群とE;�C群の比較で
は，24，48，72時間後のいずれもクーリングダウ
ン群で組織学的に筋ᦆ傷が少なくG6PD活性が低値
を示した．運動後のクーリングダウンは筋ᦆ傷ᢚ
制に効果があることが示၀された．
本人担当部分：共同研究につき担当部分抽出は不
可能
共同発表者：野中⣫士，㏿水明香，秋山純一，㱟
田尚美，中ᔱ正明

13 関⠇ᣊ縮予防のための⮳
適関⠇運動負Ⲵ᮲௳の検討

第61回日本体力医学会大
会（神戸）

14 人工Ⅳ㓟泉ᾎの創傷治癒
促進効果

第42回日本理学療法学術
大会（新潟）

15 クーリングダウンによる
運動ㄏ発性筋ᦆ傷ᢚ制効果の
検討

第42回日本理学療法学術
大会（新潟）

16 運動前の温⇕負Ⲵが運動
後の筋ᦆ傷ᢚ制に及ࡰす効果

第42回日本理学療法学術
大会（新潟）

運動前の温⇕負Ⲵが運動後のラットヒラメ筋ᦆ傷
のᢚ制に及ࡰす効果の検討を目的として，形態学
的観察および㓝素化学的測定により検討した．運
動群と温⇕負Ⲵ�運動群において，筋組織の変性
と組織内に㈋食細⬊の出現を認め温⇕負Ⲵ�運動
群の方が運動群に比べ，㈋食細⬊の浸₶が少ない
ことが確認された．筋ᦆ傷のマーカーとされる筋
組織内のG6PD活性は温⇕負Ⲵ�運動群が運動群に
比べ低下傾向がみられた．運動前の温⇕負Ⲵが運
動後の筋ᦆ傷の発生をᢚ制することが示၀され
た．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表内容の検討を行った．
共同発表者：上田康博，野中⣫士，秋山純一，中
ᔱ正明

17 関⠇ᣊ縮予防のための関
⠇運動負Ⲵ᮲௳の検討

第42回日本理学療法学術
大会（新潟）

関⠇ᣊ縮の予防の根拠を示す科学的研究として，
1日に1度，1度に5回の関⠇可動域運動を週に5日
行うことで，関⠇不動による関⠇ᣊ縮の発生を予
防することができるのかをラットを用いて実験的
に検証した．その結果，1日に1度，1度に5回の全
可動域に及ぶ関⠇可動域運動を週に5日行う᮲௳
では関⠇ᣊ縮の発生を予防できないことが明らか
となった．
本人担当部分：実験を実施した．
共同発表者：㱟田尚美，秋山純一，野中⣫士，㏿
水明香，中ᔱ正明
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- 平成19年5月

- 平成19年5月

- 平成20年5月

高圧㓟素療法のような大がかりな置を用いず，
常圧の各種㓟素⃰度環境下での難治性₽⒆の治癒
促進効果について二種の動物を用いて実験を行
い，臨床適用の可能性についてラットとマウスを
用いて検討した．ラットでは10�群では治癒率は
有意にᢚ制された．治するまでの日数の比較で
は，30�群は通常空気群に比べて⣙80�に治癒期間
が▷縮された．しかし，マウスでは効果が見られ
ず重当たりの気量や㓟素ᾘ㈝率であることに関
し，ᢠ㓟化⣔㓝素保有の違いなどが起因すると考
えられた．
本人担当部分：研究計画の立案および発表内容の
検討を行った．
共同発表者：㏿水明香，秋山純一，野中⣫士，中
ᔱ正明

18 ラットの㦵欠ᦆモデルを
用いた低周Ἴ治療が㦵再生に
及ࡰす影響－サイトカインの
変動と組織形態学的変化によ
る検討

第42回日本理学療法学術
大会（新潟）

低周Ἴ治療の㦵ᢡ治癒への有効性をラット㦵欠ᦆ
モデルにて検討した．組織学的検討と⾑清中の
TGF-ș1，オステオカルシン⃰度の測定した．組
織形態学的な比較検討では，低周Ἴ治療には，㦵
ⱆ細⬊・㦵細⬊の出現を促進させる効果があると
いう結果が示された．また，サイトカインの測定
の結果では，低周Ἴ治療により初期のTGF-ș1⃰
度が高値を示し，オステオカルシン⃰度も上᪼す
る傾向がみられた．低周Ἴ治療は㦵再生に有効な
治療であるということが示၀された．
本人担当部分：研究計画の立案および組織の形態
学的評価，発表内容の検討を行った．
共同発表者：吉谷睦美，秋山純一，中ᔱ正明，野
中⣫士，㱟田尚美，㏿水明香

19 各種㓟素⃰度環境が⓶
欠ᦆ創治癒にえる影響の実
験的検討－治癒率の測定と組
織学的検討

第42回日本理学療法学術
大会（新潟）

20 運動前の温⇕負Ⲵによる
運動ㄏ発性筋ᦆ傷予防効果に
ついての検討

第43回日本理学療法学術
大会（福岡）

運動前の温⇕負Ⲵがマウスの運動ㄏ発性筋ᦆ傷を
予防するか,生化学的および形態学的に検討し
た．温⇕負Ⲵを施行したマウス大⭣ᅄ㢌筋には
Heat shock protein 70(HSP70)が温⇕負Ⲵしない
ものに比べ多くみられた．筋ᦆ傷のマーカーとさ
れる筋組織内のG6PD活性は温⇕負Ⲵ�運動群が運
動群に比べ低かった．組織ീにおいて温⇕負Ⲵ�
運動群の方が運動群に比べ,ᦆ傷線維が少ないこ
とが確認された．運動前の温⇕負ⲴがHSP70を発
現させ，運動ㄏ発性筋ᦆ傷を予防することが示၀
された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表を行った．
共同発表者：野中⣫士，秋山純一，中ᔱ正明，㱟
田尚美
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- 平成20年5月

- 平成20年5月

- 平成20年5月

- 平成20年5月

第43回日本理学療法学術
大会（福岡）

第43回日本理学療法学術
大会（福岡）

24 関⠇可動域運動による関
⠇ᣊ縮の発生予防効果(第2
報)－ラット関⠇ᣊ縮モデル
を用いた実験的検討

21 低㓟素，高㓟素中での過
運動負Ⲵによる筋ᦆ傷の変化
に関する研究－組織形態学観
察およびG-6-PDH活性測定に
よる検討

第43回日本理学療法学術
大会（福岡）

通常㓟素から低㓟素及び高㓟素チャンバー内に暴
㟢され，運動療法またはトレーニングを実施した
場合，㓟素⃰度によって筋ᦆ傷の発生にどのよう
な変化が生じるかを，形態的観察および㓝素化学
的測定により検討した．組織学的検討では10�㓟
素⃰度で20�㓟素⃰度に比べᦆ傷線維が少ない傾
向にあった．50�㓟素⃰度は20�㓟素⃰度と比べᕪ
はなかった．G6PDH活性は各㓟素⃰度間でᕪはな
かった．本研究より，低㓟素環境下で運動療法を
実施した場合，筋ᦆ傷をᢚ制できる可能性が示၀
された．
本人担当部分：研究計画の立案と組織の形態学的
評価，G6PDH活性の測定，発表内容の検討を行っ
た．
共同発表者：倉田和範，中ᔱ正明，野中⣫士，都
能ᵞ二，㏄山᪼平，秋山純一

22 ラット⭸関⠇運動負Ⲵ試
験置の試作（第2報）

第43回日本理学療法学術
大会（福岡）

ラット⭸関⠇の可動域測定，関⠇運動を高い再現
性のもとに正確に負Ⲵできる置を制作した．本
置のラットの体ᖿおよび下⭣のᅛ定性は，十分
に満足できるものであった．ゆえにラットの⭸関
⠇にかかるᢠ値が0.049Nmに達すると関⠇運動
方向は反㌿し，スムーズなᒅ᭤伸展運動を⧞り返
すことができた．本置を使うことで様々な関⠇
運動負Ⲵ᮲௳の下で，すべてのラットに高い再現
性の元に同᮲௳で関⠇運動を負Ⲵすることが可能
となった．
本人担当部分：実験を実施した．
共同発表者：中ᔱ正明，大久保康，㱟田尚美，秋
山純一，野中⣫士，山本浩司

23 関⠇ᣊ縮予防を目的とし
た温⇕療法(温水負Ⲵ)の効果
－ラット関⠇ᅛ定モデルを用
いた実験的研究

温水負Ⲵによる温⇕療法が関⠇ᣊ縮の発生予防に
効果があるのかを検討した．対↷群，温⇕療法群
のどちらも⭸関⠇をᒅ᭤90rでᅛ定し，温⇕療法
群は41Υの温水水で15分間温⇕療法を行った．
4，6週後の関⠇可動域は対↷群に比べ温⇕療法群
で大きかった．本研究で，温⇕療法によって関⠇
不動による関⠇可動域の減少がᢚ制されることが
明らかになった．
本人担当部分：研究計画を立案し，実験を実施し
た．
共同発表者：都能ᵞ二，中ᔱ正明，倉田和範，㏄
山᪼平，㱟田尚美，野中⣫士，秋山純一

関⠇運動の週あたりの実施日数と関⠇ᣊ縮予防効
果の関連を検証した．ラットを対↷群，持続関⠇
ᅛ定群，週1日関⠇運動群，週3日関⠇運動群，週
5日関⠇運動群の5群で実験を行った．結果とし
て，関⠇可動域は関⠇運動実施頻度が多いど維
持された．形態学的には持続ᅛ定群と1日関⠇運
動群の関⠇⭍内に多量の結合組織の増殖と癒着が
確認されたが，3日，5日関⠇運動群は関⠇⭍内の
結合組織の増殖は見られなかった．本研究より，
関⠇可動域の実施頻度の違いによるᣊ縮予防効果
との関連が明らかになった．
本人担当部分：実験を実施し，組織の形態学的評
価を行った．
共同発表者：㱟田尚美，中ᔱ正明，秋山純一，野
中⣫士，川上↷彦

リハ－478



著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

- 平成20年5月

- 平成20年9月

- 平成23年3月

- 平成23年3月28 ヒト立ち上がり動作支援
に関する基礎検討

ピラティスによる体ᖿᒅ᭤運動時の⭡部筋活動様
式の特徴を筋㟁図学的に解析した．健常成人11名
に通常の体ᖿᒅ᭤運動とピラティスによる体ᖿᒅ
᭤運動を実施させ，ྑ側⭡直筋(RA)，内⭡ᩳ筋
(IO)の✚分筋㟁図を測定した．通常の体ᖿᒅ᭤運
動に比べピラティスによる体ᖿᒅ᭤運動ではIOの
筋活動が高いことが認められた．加えて，ピラ
ティスによる体ᖿᒅ᭤運動は通常の体ᖿᒅ᭤運動
に比べIO/RA ratioが高値を示した．本研究によ
り，ピラティスによる体ᖿᒅ᭤運動は通常の体ᖿ
ᒅ᭤運動よりIO活動の割合が大きいことが示され
た．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表を行った．
共同発表者：野中⣫士，中ᔱ正明，㱟田尚美，秋
山純一

日本機Ე学会関西支部第
86期定時総会講演会（京
都）

第63回日本体力医学会大
会大会（大分）

ジャイロセンサと本研究で〇作した床反力計を用
い，立ち上がり実験を行った．実験により，ᗙ面
高さの異なる᳔子から立ち上がる際のヒトのᣲ動
を把握し，単純化したヒトの解析モデルを構築し
て，立ち上がりᣲ動を分析した．実験データか
ら，立ち上がり動作中のゅ度や各㏿度を算出し
た．さらに᳔子のᗙ面高さによる立ち上がりᣲ動
の有意な違いについて考察を行った．また，ラグ
ランジュ方程式を用いて得られた運動方程式に，
ゅ度等の実験データを代入し，時々้々の関⠇ト
ルク等を㏫解析により得た．
本人担当部分：モーションキャプチャーによる動
作解析を行った．
共同発表者：高井飛鳥，伊藤智博，新谷篤彦，中
川智ⓡ，奥田邦晴，野中⣫士

ハムストリングスの収縮を伴う等尺性収縮を用い
た大⭣ᅄ㢌筋筋力増強運動を考案し，筋㟁図学的
に検証した．健常男子学生15名を対象とし，背⮩
位にて優位側の⫤関⠇，⭸関⠇を90度ᒅ᭤位でᅛ
定し，等尺性収縮による各種ゅ度で㋾り出しを
行った．大⭣ᅄ㢌筋の筋活動は-60度から45度に
かけて増加するのに対し，ハムストリングスの筋
活動は減少した．ハムストリングス/大⭣ᅄ㢌筋
割合(H/Q ratio)は-60度から45度にかけて減少し
た．本研究より，㦵┙に対する㋾り出し方向によ
りH/Q ratioのコントロールが可能であることが
明らかになった．
本人担当部分：研究計画の立案および発表内容の
検討を行った
共同発表者：江木翔平， 柳田恵美， 森本訓代，
野中⣫士， 中ᔱ正明

26 ピラティスによる体ᖿᒅ
᭤運動時の⭡部筋活動様式の
筋㟁図学的解析

27 床ບ振を受ける立位ጼໃ
人体の筋張力に関する検討

日本機Ე学会関西支部第
86期定時総会講演会（京
都）

立位ጼໃにある人体の床ບ振に対する応答と安定
性の基本的な現象について検討した．その結果，
以下が明らかになった． (1)若年者では足首まわ
りの筋⫗群に負担がかかりやすく，高齢者では⭜
や⭸まわりの筋⫗群に負担がかかりやすい．(2)
高齢者の重心位置の移動範囲は若年者に比べて小
さくなる．(3)高齢者の方が若年者に比べ，筋⫗
への負担が大きい傾向にある． (4)㟁㌴のブレー
キ等の加㏿度外を受けると，高齢者では若年者
の2ಸの負担がかる場合もある．
本人担当部分：モーションキャプチャーによる動
作解析を行った．
共同発表者：杉本太志，伊藤智博，新谷篤彦，中
川智ⓡ，奥田邦晴，野中⣫士

25 ハムストリングスの同時
収縮を伴う等尺性収縮大⭣ᅄ
㢌筋筋力増強運動の考案－筋
㟁図学的検証

第43回日本理学療法学術
大会（福岡）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

- 平成23年5月

- 平成23年9月

- 平成23年9月

- 平成24年3月

Ⅳ㓟泉ᾎのᦆ傷⭝組織の修復に対する治癒効果に
ついて検討した．人工Ⅳ㓟泉群，さらンコ，群
トロール群に3群に分けアキレス⭝ᦆ傷モデルを
作成した．人工Ⅳ㓟泉群，さら53はトッラの群
度の人工Ⅳ㓟泉ᾎ，さらっ行回1日1々各をᾎ
た．その結果，人工Ⅳ㓟泉群では，結合組織の再
生ஹ進が観察され，加えて⭝組織再生修復のஹ進
が観察された．本研究より，人工Ⅳ㓟泉ᾎが⭝組
織のᦆ傷治癒を促進することが確認された．
本人担当部分：研究計画の立案し，実験を実施し
た．また発表内容の検討を行った．
共同発表者：森₶一，秋山純一，野中⣫士，㱟田
尚美，中ᔱ正明

Ⅳ㓟泉ᾎによるᦆ傷㦵格筋の再生促進効果につい
て検討した．ラットを非ᦆ傷群(NI)，ᦆ傷コント
ロール群(IC)，ᦆ傷温ᾎ群(FW)，ᦆ傷Ⅳ㓟泉群
(CO2)に分け，IC群，FW群，CO2群のラットᕥ前⬯
㦵筋にᦆ傷をㄏ発し，ᦆ傷1日後から，FW群，CO2
群のラットに37Υで30分間，温ᾎまたはⅣ㓟泉ᾎ
を1日1回，週5日行った．その結果，ᦆ傷の2週間
後，Ⅳ㓟泉ᾎによりᦆ傷前⬯㦵筋の筋᰾数と筋線
維横断面✚の回復が促進することがわかった．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表を行った．
共同発表者：野中⣫士，井東あゆみ，森₶一，㱟
田尚美，秋山純一，岩田

30 人工Ⅳ㓟泉ᾎによるᦆ傷
㦵格筋の再生促進効果の可能
性についての検討

第66回体力医学会大会
（山口）

本研究は，Ⅳ㓟泉ᾎによるᦆ傷㦵格筋の再生促進
効果を検討した．ラットを非ᦆ傷群 (NI群)，ᦆ
傷群 (IC群)，ᦆ傷㸩ῐ水ᾎ群 (FW群)，ᦆ傷㸩人
工Ⅳ㓟泉ᾎ群 (CO2群)に分けた．IC群，FW群，
CO2群のラットᕥ前⬯㦵筋に筋ᦆ傷をㄏ発させ
た．筋ᦆ傷ㄏ発の1日後からIC群，CO2群のラット
は37Υで30分間のそれࡒれ，ῐ水ᾎまたはⅣ㓟泉
ᾎを1日1回，3日間，負Ⲵされた．その結果，ᦆ
傷筋のMyogeninおよびM-cadherinはCO2群でIC
群，FW群に比べて高値を示した．結果より，人工
Ⅳ㓟泉ᾎはᦆ傷㦵格筋の再生を促進する可能性を
示した．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ測
定，発表を行った．
共同発表者：野中⣫士，秋山純一，㱟田尚美，岩
田

31 アキレス⭝ᦆ傷動物実験
モデルを用いた人工Ⅳ㓟泉ᾎ
の⭝組織治癒にえる影響の
検討

第66回体力医学会大会
（山口）

32 立位時の足部接地位置に
着目した重心可動域の基礎実
測

日本機Ე学会関西支部第
87期定時総会講演会（྿
田）

本研究では立位時の足部接地位置による重心可動
域の変化について，実測データに基づき考察し
た．その結果，足間隔を広げると重心可動域が広
がることを定量的に示した．後方よりも前方の重
心可動域の方が広いことが分かった．
本人担当部分：モーションキャプチャーによる動
作解析を行った．
共同発表者：中川智ⓡ，新谷篤彦，伊藤智博，奥
田邦晴，野中⣫士

29 人工Ⅳ㓟泉ᾎによるᦆ傷
㦵格筋の再生促進効果につい
ての検討

第46回日本理学療法学術
大会（宮崎）
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概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

- 平成24年5月

- 平成24年5月

- 平成24年5月

- 平成24年11月

- 平成24年11月37 高齢COPD患者に対する
ᜥ時低周Ἴ㟁気่⃭の効果

第22回日本྾ჾケア・
リハビリテーション学会
学術集会（福井）

35 ラット⫗離れモデルにお
ける筋形質⭷，基ᗏ⭷の組織
学的検討

第47回日本理学療法学術
大会（兵庫）

36 運動時気および྾時
間に対するᜥ時低周Ἴ㟁気
่⃭の効果－健常人による予
備的検討

第22回日本྾ჾケア・
リハビリテーション学会
学術集会（福井）

第47回日本理学療法学術
大会（兵庫）

ஙᗂ児の立ち上がりや歩行等を測定することを目
的とした，g 単位のⲴ重を計測可能となる床反力
計を開発し，その計測精度について検討した．そ
の結果，開発した可ᦙ式計量床反力計はg 単位の
Ⲵ重の記録をより正確に計測できることが可能で
あった．
本人担当部分：研究計画を立案し，実験を実施し
た．
共同発表者：米津ு，野中⣫士，清水㡰市，崎田
博之，岩田，⎰井義広，山下典子，吉岡学，奥
田邦晴

34 ラットの㦵ᢡモデルを用
いた人工Ⅳ㓟泉ᾎの㦵ᢡ治癒
にえる影響－TGF-ș⃰度の
変動と組織形態学的変化によ
る検討

第47回日本理学療法学術
大会（兵庫）

本研究はラットを用いて⬯㦵㦵ᢡモデルを作成
し，人工Ⅳ㓟泉ᾎの㦵ᢡに対する治癒促進効果に
ついて検討した．その結果，人工Ⅳ㓟泉ᾎには㦵
ᢡ後早期のTGF-ș⃰度の上᪼作用と，㦵ⱆ細⬊分
化促進作用があり，優れた㦵ᢡ治癒促進効果を有
することを示した．
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
を実施した．
共同発表者：高須賀純一，▮田智大，森₶一，野
中⣫士，㱟田尚美，秋山純一

本研究の目的は，運動中のᜥを促通させるため
に㟁気่⃭を用いたフィードバック（ESVF）を行
い，その効果と安全性を明らかにすることであ
る．健常成人23名をESVF群と対↷群に割り付け
た．対象者は྾練習において，気延長の྾
パターンを練習し，その྾法を運動中も維持す
るように指導された．運動中と運動後の気/྾
気時間比において対↷群と比較してESVF群が有意
に高値を示した．また，ESVFによる作用が認め
られなかったことからESVFは運動中の྾法を習
得させるツールになり得ることが明らかとなっ
た．
本人担当部分：研究計画の立案および発表内容を
行った。
共同発表者：山原純，野中⣫士，藤川薫，小川和
哉，伊藤健一

33 可ᦙ型計量床反力⣔の開
発

24名の高齢COPD患者を対↷群とᜥ時低周Ἴ㟁気
่⃭群に割り付け，安静時および運動時の気機
能の変化から，ᜥ時低周Ἴ㟁気่⃭の効果を検
証した．結果よりᜥ時低周Ἴ㟁気่⃭は気機
能を有意に改善することが明らかとなった．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ解析
を行った．
共同発表者：伊藤健一, 野中⣫士, ⃰添建男, 奥
田みゆき

本研究ではᡴ᧞と⫗離れという異なる筋ᦆ傷をㄏ
発した場合の，筋形質⭷，基ᗏ⭷のᦆ傷について
検証した．その結果ᡴ᧞では筋形質⭷は◚ቯさ
れ，基ᗏ⭷はṧ存していた．⫗離れᦆ傷もᡴ᧞と
同様の組織ീを示した．本研究より，ᡴ᧞と⫗離
による筋ᦆ傷は筋形質⭷と基ᗏ⭷のᦆ傷の特徴が
ఝていることが示された.
本人担当部分：研究計画を立案するとともに実験
実施と組織切片作成・ᰁⰍを行い形態学的評価を
行った．
共同発表者：岩田，野中⣫士
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発行所，発表雑誌等
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- 平成25年5月

- 平成25年5月

- 平成25年9月

- 平成26年5月 第49回日本理学療法学術
大会（横浜）

気相中の高⃰度Ⅳ㓟ガスが難治性創傷モデルに
える影響について検討した．ラットをコントロー
ル群， 0.5㸣CO2 群， 2㸣CO2 群に分け，全ラッ
トに難治性創傷を作成した．0.5㸣CO2 群，2㸣
CO2 群に対し，1 日1 回40 分，週5 回の頻度で8
週間，高⃰度Ⅳ㓟ガス暴㟢を行った．その結果，
2㸣CO2 群は治癒の促進が認められた．TGF-ș1は
コントロール群と比較して2㸣CO2 群4 日目にお
いて高値を示した．真⓶結合組織形成は2㸣 CO2
群で促進した．本研究より，気相中の高⃰度Ⅳ㓟
ガスが難治性創傷の治癒を促進することが明らか
となった．
本人担当部分：研究計画の立案および発表内容の
検討を行った．
共同発表者：前川美幸，中村友貴，▮代ᱻ，野中
⣫士，森₶一，秋山純一

㉥なた㇋からレクチンを精〇し，その化学的性質
をConAと比較した．㉥なた㇋からの精〇レクチン
は㟁気Ὃ動でᆒ一なバンドを示した．両レクチン
のこのバンドの位置は近ఝしており，太いバンド
からなる分子量1万前後のA㙐とB㙐の2種類のレク
チンで構成されていたので，A，B㙐のタンパク質
配ิをNᮎ➃から20配ิまで分析した結果，両者
は同一の配ิをしていた．さらに，なた㇋レクチ
ンはConAとᴟめて類ఝしたアミノ㓟組成をしてい
た．以上の結果より，なた㇋レクチンはConAと類
ఝした化学組成を持つレクチンと推定された．
本人担当部分：㟁気Ὃ動およびタンパク質配ิ測
定の一部を担当した．
共同発表者：␏五月，野中⣫士，秋山純一

39 高齢COPD患者に対する
ᜥ時低周Ἴ㟁気่⃭の効果

38 ㉥なた㇋からのレクチン
の精〇とその性質

日本家政学会第65回大会
（東京）

第48回日本理学療法学術
大会（名古屋）

高齢COPD患者に対してᜥ時低周Ἴ㟁気่⃭
（PESE）を用い，その効果を，安静時および運動
時の気機能や㓟素摂取量に着目し検討した．本
研究の結果よりPESEが安静時および運動時の気
効率を改善することが明らかとなった．また，そ
の際にはPESEが仕事量増大の指ᶆになり得るVO2
㸭Wの増大をㄏ発しないことが証明された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ解析
を行った．
共同発表者：伊藤健一，野中⣫士，⃰添建男，奥
田みゆき，川村博文

40 ಽ立振子型㌴両乗㌴時の
筋負担の定量評価に関する基
礎検討

日本機Ე学会2013年度次
大会（岡山）

ಽ立振子型㌴両乗㌴時の筋負担について実験的評
価を行った．乗㌴することで上⫥の筋負担が増加
していることがわかった．また，6ケ所の筋⫗群
に関して筋負担が大きいことがわかった．さら
に，㌴両と人間モデルの連成モデルを構築し，実
験と同様の᮲௳で数値解析を行った．その結果，
⬗体の筋負担の評価についてさらなる検討が必要
であることがわかった．
本人担当部分：モーションキャプチャーによる動
作解析を行った．
共同発表者：山下雄人, 中川智ⓡ, 野中⣫士,
新谷篤彦, 伊藤智博

41 気相中の高⃰度Ⅳ㓟ガス
が〟⒔治癒にえる影響－
ラットを用いた難治性創傷モ
デルによる検討
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単著・

共著の別
発行又は
発表の年月

概 要
発行所，発表雑誌等

又は発表学会等の名称

- 平成26年5月

- 平成26年5月

- 平成26年5月

- 平成26年9月

第49回日本理学療法学術
大会（横浜）

45 室内有㓟素運動における
ᫎീの効果

43 ⬻性まひ児への新しい▷
下⫥具の開発を目的とした
異分野研究の試み

第33回日本臨床運動療法
学会学術集会（大阪）

⬻性まひ児がより効率的な運動を実施できる▷下
⫥具の開発するため，リハビリテーション学的
知見と工学的知見を⼥合させた異分野研究に取り
組んだ．その結果，⬻性まひ児の動作をコン
ピュータ上で再現できる人間モデルを構築するこ
とで，試作したいと考える▷下⫥具の設計を容
᫆に考案できるようになった．
本人担当部分：研究計画の立案を行った．
共同発表者：米津ு，ⲡ田ಇ介，中川智ⓡ，新谷
篤彦，崎田博之，三木由紀子，⎰井義広，Abbas
Abdorahmani，野中⣫士，谷口Ⱗ⣪子，伊藤智
博，奥田邦晴

トレッドミルを用いた屋内有㓟素運動中の「ᫎീ
視聴」が及ࡰす身体への影響について検討した．
24名の健常女子大学生をᫎീ視聴「あり」群と
「なし」群の２群に割り付けトレドミル歩行を行
い,⑂労指ᶆや྾代謝指ᶆ,気能力指ᶆを測定
した．身体的⑂労感と精神的⑂労感はともに2群
間で有意なᕪは認められなかった．一方で
VO2,METS,EEについては,いずれも「あり」群が
「なし」群に比べ有意に高い値を示した．本研究
結果から,運動中のᫎീ視聴はᫎീ「なし」での
運動と変わらࡠ⑂労感で効率の良い運動が可能と
なることが示၀された．
本人担当部分：研究計画の立案し，生理学的視点
から結果を解釈し，発表内容の検討を行った．
共同発表者：小西隆幸，杉山友香，谷口結子，藤
井愛美，野中⣫士，伊藤健一

面に着した小型3㍈加㏿度計を用いて静Ṇ立位
時の身体重心加㏿度（COGacc）を推定し，3次元
動作解析置で求めたCOGとの比較からその有用
性を検討した．その結果，COGとCOGaccの実効
値，最大振ᖜML成分に有意なᕪは認められず，非
線形解析ではカオス性が確認されたが，AP成分に
有意なᕪが認められCOGacc とCOG で振ᖜが異な
る可能性が示された．
本人担当部分：研究計画の立案およびデータ解析
を行った．
共同発表者：山中ᝆ紀，野中⣫士，山本洋之，村
上仁之，石井⚞基

44 小型3㍈加㏿時計を用いた
静Ṇ立位時の重心動ᦂ評価

第49回日本理学療法学術
大会（横浜）

42 マウスを用いたビタミン
D3の経口ᢞによる学習能力
にえる影響－受動的回避試
験と⬻内のセロトニン⃰度測
定による検討

第49回日本理学療法学術
大会（横浜）

マウスにビタミンD3 の経口ᢞを行い，受動的
回避試験による学習効果と明暗ᘚ別回避学習の習
得や空間記憶に関するとされる⬻内セロトニン
⃰度の変動について検討を行った．その結果，ビ
タミンD3ᢞは 学習効果を高めた．⬻内のセロ
トニン⃰度はビタミンD3ᢞで高値を示した．以
上より，ビタミンD3 が学習能力に有意性をえ
ることが確認された．
本人担当部分：研究計画の立案および発表内容の
検討を行った．
共同発表者：中村友貴，前川美幸，▮代ᱻ，野中
⣫士，森₶一，秋山純一
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- 平成26年10月

- 平成27年5月

- 平成27年6月

- 平成28年5月49 加⇕による各種植物性食
ရ中のレクチンの変性

日本家政学会第68回大会
（名古屋）

ボイルした食ရからレクチンを精〇し，生のレク
チンとの比較を試みた．金時マメとサトイモの試
料においては，生と加⇕した状態では精〇にあ
たってカラム樹⬡の種類が異なった．また㟁気Ὃ
動によるバンドの位置から生とは異種のタンパク
質に変性している可能性が推測された．また，調
理᮲௳のわずかな違いによりレクチンが⇕変性し
ていった可能性が示၀された．ブロッコリーレク
チンについては，生ではマウス⾑⌫で全く活性が
検出されなかったが，加⇕によりHA活性を示し，
その分子量は200万付近の高分子になっていた．
本人担当部分：㟁気Ὃ動による測定を担当した．
共同発表者：␏五月，秋山純一，野中⣫士

46 エアマットレスは⮩床時
の「気」を制限するか－健
常者による基礎的研究

第24回日本྾ケア・リ
ハビリテーション学会学
術集会（奈良）

健常者を対象に，エアマットレスが⮩床中の྾
機能にえる影響を明らかにした．対象者にはエ
アマットレスとᶆ準マットレス上にて⮩位を取ら
せ，一回気量，྾数などの྾機能を測定し
比較した．エアマットレス上⮩位とᶆ準マットレ
ス上⮩位の間で྾機能に有意ᕪは認められな
かった．⬚㒌のコンプライアンスの良い者につい
てはエアマットレスを使用しても，྾機能に変
化を及ࡰさないことが明らかになった．
本人担当部分：研究計画の立案および発表内容の
検討を行った．
共同発表者：井上貴裕，伊藤健一，野中⣫士

47 各種植物レクチンのマウ
ス⭁細⬊を使用したマイト
ジェン活性とNK活性

日本家政学会第67回大会
（岩手）

48 強制気筋の強度別筋活
動パターンの解明－無作為割
付，シングルブラインドによ
る検討

第50回日本理学療法学術
大会（東京）

྾リハビリテーションにおける྾筋トレーニ
ングを効率良く実施するために，強度別筋活動パ
ターンを検討した．10�PEmax, 20�PEmax，
30�PEmaxのᢠを負Ⲵしたᜥ時の⭡直筋と内⭡
ᩳ筋，外⭡ᩳ筋の活動量を評価した．３つの筋の
うち,最も大きな活動量を示したのは内⭡ᩳ筋で
あった．ただし，その活動量は30�PEmaxの負Ⲵで
あっても20�MVC以下であった．通常の྾筋ト
レーニングでは30�PEmax程度の負Ⲵが推奨される
が,生理学的な視点でみた場合，その負Ⲵはᙅす
．ることが示၀されたࡂ
本人担当部分：研究計画の立案および発表内容の
検討を行った．
共同発表者：大木敦司，松中千明，野中⣫士，伊
藤健一

サトイモレクチン，ナタマネレクチン，キントキ
マメレクチンを生成し，それࡒれのレクチンのマ
イトジェン活性とNK活性をConAレクチンと比較し
た．ConAと比べサトイモレクチン，ナタマメレク
チンに強いマイトジェン活性を認めたが，キント
キマメレクチンのそれは低かった．4種類のレク
チンの⨺㉥⾑⌫を指ᶆとしたจ集活性は，サトイ
モレクチンが最もᙅい結果であったこれらレクチ
ンを加⇕した場合には，จ集活性は認められるも
ののマイトジェン活性がᾘ失したレクチンもあっ
た 一部レクチンにはNK活性も認められ，一部の
レクチンは免活性化に関する可能性が考えら
れた.
本人担当部分：NK活性の測定を行った．
共同発表者：␏五月，秋山純一，野中⣫士
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- 平成29年5月

- 平成30年3月

50 マスクを用いたスパイロ
メトリの妥当性と再現性

マスクを用いたスパイロメトリの妥当性と再現性
を検証した．健常大学生 48名の対象者に対し，
マウスピース（MS）とマスク（FS）を用いたスパ
イロメトリを実施した．計測項目は⫵活量，一回
気量，最大྾気量，1⛊量，1⛊率である．今回
計測した全ての項目においてMS とFSとで高い相
関が認められた．同様に全ての項目の 1回目デー
タ と 2回目データとで高い級内相関が認められ
た．本研究結果より，スパイロメトリの際にマウ
スピースの代わりにマスクを用いることが可能で
あることが明らかとなった．
本人担当部分：結果解析および発表内容の検討を

本研究は，加⇕したキントキマメに含有されるレ
クチンの生体への影響を検討することを目的とし
た．加⇕試料から得られたレクチンは，画分ごと
に異なった阻害⢾を示し，この⢾は生試料から生
成されたレクチンとは異種であった．生レクチン
の⪏㓝素性は認められたが，加⇕試料の画分ごと
の⪏性は異なった．生レクチンはB16細⬊に対す
る成長阻害を示したが，同⃰度で細⬊に添加した
加⇕レクチンは増殖作用を示した．
本人担当部分：B16細⬊の成長阻害効果の測定お
よび結果の解析を行った．
共同発表者：␏五月，秋山純一，野中⣫士，森秀
治，豊村隆男，渡㑔政博，中田理恵子

51 加⇕調理したキントキマ
メレクチンのマウス細⬊への
影響

一般社団法人日本家政学
会第69回大会(奈良)

第26回日本྾ケア・リ
ハビリテーション学会学
術集会（横浜）

52 ラット高齢期低強度運動
によるᮎᲈ神経の修復・再生
に対する促進効果
-⾑清とᮎᲈ神経組織の⬻由
来神経栄㣴因子（BDNF）・
BDNF受容体（NTRK2）発現量
解析に着目して

第19回日本健康支援学会
年次学術大会（京都）

本研究では，高齢ラットに継続的な低強度運動を
実施し，⾑清とᮎᲈ神経組織のBDNFおよびNTRK2
発現量解析により⾑中からᮎᲈ神経組織への㍺送
が生じているかを検討した．また，ᮎᲈ神経組織
のBDNFおよびNTRK2量が増加した場合，有㧊線維
の修復促進作用によって有㧊線維の形態が改善す
るか組織学的に検討した．その結果、高齢ラット
の2週間の低強度運動実施から，⾑中BDNFとNTRK2
の一部はᮎᲈ神経組織に㍺送されることが明らか
となった．また，ᮎᲈ神経組織のBDNFとNTRK2の
増加によりシュワン細⬊と㍈索の修復シグナル伝
達が促進され，有㧊線維の形態を改善させること
が考えられた．
本人担当部分：共同研究につき本人担当部分の抽
出は不可能．
共同発表者：崎田正博，村上慎一郎，村田伸，野
中⣫士，栗山みちる，小山梨穂，ᩧ藤ᙬ夏，中田
明里，㰺藤貴文，☾部⯟，熊谷秋三
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- 平成30年3月

- 平成30年3月

- 平成30年5月55 加⇕調理したキントキマ
メレクチンがマウスガン及び
免細⬊へえる影響

第72回日本栄㣴・食⣊学
会大会（岡山）

本研究では，生及び加⇕したキントキマメ試料か
ら精〇したレクチンの⢾阻害，㓝素⪏性，さらに
は，生体にえる影響をマウスB16メラノーマ細
⬊を指ᶆに検討した．加⇕試料から得られたレク
チン(加⇕レクチン)は，画分ごとに異なった阻害
⢾を示し，この⢾は生試料から精〇されたレクチ
ン(生レクチン)とは異種であった．生レクチンの
⪏㓝素性は認められたが，加⇕試料のクロマトグ
ラフィーの画分ごとの⪏性は異なった．レクチン
は特定の⢾㙐を認識することから，ガン細⬊への
特異性も示す．生レクチンはB16細⬊に対し成長
阻害を示したが，同⃰度で細⬊に添加した加⇕レ
クチンはクロマトの画分ごとに細⬊へえる影響
はことなった．この結果は，画分ごとの⢾への特
異性のᕪ異がB16細⬊への反応に関するためと
推察された．さらに，マウス⭡⭍マクロファージ
をレクチンで処理すると，LPSㄏ導による⅖症反
応がᢚ制されることが明らかとなった．
本人担当部分：共同研究につき本人担当部分の抽
出は不可能．
共同発表者：␏五月，秋山純一，野中⣫士，森秀
治，豊村隆男，渡㑔正博，中田理恵子

53 女性高齢者のᾋき㊑と身
体機能との関係

第19回日本健康支援学会
年次学術大会（京都）

本研究は，足ᗏ圧分布測定ჾを用いてᾋき㊑の有
無を判定し，上下⫥筋力，全身ᰂ㌾性，立位バラ
ンス，歩行などの身体機能とᾋき㊑との関連を検
討した．体力測定会に参加した65ṓ以上の女性高
齢者199名を対象にᾋき㊑の有無，握力，足㊑把
持力，大⭣ᅄ㢌筋力，長ᗙ体前ᒅ㊥離，開眼片⬮
立位時間，30⛊᳔子立ち上がりテスト(CS-30)，
Timed Up 	 Go Test(TUG)，5㹫最㏿歩行時間
(5MWT)を測定した．その結果，ᾋき㊑がある女性
高齢者は足㊑把持力が有意に低下したが，歩行な
どの身体機能との関連は認められなかった．ま
た，ᾋき㊑群では非ᾋき㊑群に比べᰂ㌾性が低下
し，身長が低い結果となり，高齢者特有のጼໃ異
常が関している可能性が予測された．
本人担当部分：共同研究につき本人担当部分の抽
出は不可能．
共同発表者：弓岡まみ，村田伸，岩瀬弘明，内藤
⣫一，安彦㕲平，白岩加代子，野中⣫士，堀江淳

54 地域在住高齢者における
プレサルコペニアの身体・認
知・心理機能特性

第19回日本健康支援学会
年次学術大会（京都）

本研究は、地域在住の女性高齢者を対象に、正常
な筋⫗量を有する高齢者と比較することで、筋⫗
量低下を生じたプレサルコペニア高齢者の身体・
認知・心理機能の特性を明らかにすることを目的
とした。対象とした199名の女性高齢者のうち、
正常筋⫗量群は142名（71.4㸣）、プレサルコペ
ニア群が49名（24.6㸣）であった。サルコペニア
の判定項目および身体機能の比較では、プレサル
コペニア群でSMI（p<0.01）、握力（p<0.01）、
⭸伸展筋力（p<0.01）、上体起こし（p<0.01）は
有意に低値を示した。一方、通常歩行㏿度、最㏿
歩行㏿度、長ᗙ体前ᒅ㊥離、開眼片足立ち時間、
CS-30、TUGにおいては、両群間に有意なᕪを認め
なかった。また、認知機能および心理機能におい
ても、すべての項目で両群間に有意なᕪを認めな
かった。本研究結果より、サルコペニアの予防に
は、高齢者の早期の筋力低下を把握することは重
要であり、筋⫗量の測定がその重要な指ᶆとなる
可能性が示された。
本人担当部分：共同研究につき本人担当部分の抽
出は不可能．
共同発表者：森耕平，村田伸，白岩加代子，安彦
㕲平，岩瀬弘明，内藤⣫一，野中⣫士，中野英
樹，堀江淳
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- 平成31年5月

- 令和2年3月

- 令和2年3月

57 低学年の児童における運
動イメージ想起能力と身体特
性および運動能力との関連

第21回日本健康支援学会
年次学術大会（㑣ぞ）

本研究は，低学年の児童を対象に，運動イメージ
想起能力が良好な児童と不良な児童の身体特性お
よび運動能力を比較し，運動イメージ想起能力の
運動能力への関について検討した．その結果，
メンタルローテーション課題の正答率は全体57.4
s24.1�（174名），良好群89.6s7.6�（50名），
不良群24.1s7.4�（43名）であった．不良群と比
較して良好群では握力，上体起こし回数，体支持
時間，立ちᖜ㊴び㊥離が有意に高い値であり，両
足飛び越し時間が有意に低い値であった．一方，
月齢，身長，体重，ローレル指数，性別，㦵格筋
量，長ᗙ体前ᒅ㊥離に有意ᕪは認められなかっ
た．本研究結果より，低学年では運動イメージ想
起能力の高い児童は，低い児童と比較して運動体
力および運動技能が高いことが示された．これら
の結果から，運動イメージ想起能力は子どもの運
動能力に影響する因子であることが示された．
本人担当部分：共同研究につき本人担当部分の抽
出は不可能．
共同発表者：安彦㕲平，大野真ᝆ，村田伸，ඤ玉
隆之，⏥ᩫ義浩，宮㷂純弥，宮地ㄹ，野中⣫士，
久保温子，満丸望，田中真一

本研究は，地域在住高齢者の歩行㏿度とヘルスリ
テラシー，年齢や身体機能との関連を検証するこ
とを目的に行った．歩行㏿度で2群に分けた結
果，1.3m/sec以上群は206名，1.3m/sec未満群は
49名であった。有意ᕪを認めた指ᶆは，年齢，身
長，教育歴，CCHL，握力，体重比⭸伸展筋力，足
㊑把持力，長ᗙ体前ᒅ，片足立ち保持時間，CS-
30であった．これらを独立変数，歩行㏿度を従ᒓ
変数とし，ロジスティック回帰分析を実施した結
果，歩行㏿度に影響する要因として，年齢
（OR:0.940，95�CI：0.884-1.000），身長（OR：
1.055, 95�CI：1.004-1.109），CCHL（OR：
1.174, 95�CI：1.025-1.344），CS-30（OR：
1.151, 95�CI：1.060-1.250）が抽出され，判別
的中率は83.5㸣であった．歩行㏿度に影響する要
因に年齢，身長，CCHL，CS-30が抽出された．歩
行㏿度に年齢や身長，身体機能だけでなく，ヘル
スリテラシーが独立して影響することが示၀され
た．
本人担当部分：共同研究につき本人担当部分の抽
出は不可能．
共同発表者：阿Ἴ邦彦，村田伸，岩瀬弘明，白岩
加代子，安彦㕲平，合田明生，中野英樹，野中⣫
士，堀江淳

第21回日本健康支援学会
年次学術大会（㑣ぞ）

58 地域在住高齢者における
歩行㏿度とヘルスリテラシー
の関連

56 加⇕調理したサトイモレ
クチンが免細⬊へえる影
響

一般社団法人日本家政学
会第71回大会(徳島)

本研究では，生及び加⇕したサトイモから精〇し
た⢾阻害，㓝素⪏性，さらには，生体にえる影
響を免に関する㑇伝子を指ᶆに検討した．その
結果，加⇕試料から得られたれクチン（加⇕レク
チン）の阻害⢾の種類は，活性のある文㠉では同
一種類の⢾であったが，その阻害⃰度は分画ごと
に異なった．また，生試料から精〇されたレクチ
ン（生レクチン）と加⇕レクチンとは阻害⢾の種
類は若ᖸ異なった．また，生レクチンの⪏㓝素性
は認められたが，加⇕試料のクロマトグラフィー
分画ごとのその⪏性は異なった．さらに，マウス
⭡⭍マクロファージを生レクチン，および加⇕レ
クチンで処理した結果，LPSㄏ導による⅖症反応
がᢚ制されることが明らかとなった．
本人担当部分：共同研究につき本人担当部分の抽
出は不可能．
共同発表者：␏五月，秋山純一，野中⣫士，森秀
治，豊村隆男，渡㑔正博，中田理恵子
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年月日

平成23年5月

16日

平成27年11月

4日・11日

平成28年11月

2日・9日

平成29年11月

1日・8日

平成27年11月

4日・11日

平成28年11月

2日・9日

平成29年11月

1日・8日

平成28年6月

～

平成31年3月

大阪府立大学地域保健学域の学部生を対象にティー
チングアシスタントとして，「精神医学Ⅱ」の科目
内で「統合失調症の社会的認知の障害と支援の方
策」という題で合計2日間講義を実施した．対象は2
年生である．プレゼンテーション（Power Pointの
使用）により，授業を効率的に実施することができ
た．学生は，準備されたプレゼンテーション資料を
見ながら，必要に応じて，講義実施者の口頭説明を
それに書きこむことができ，確実に授業内容を把握
することができた．また，プレゼンテーションでの
提示とその資料配布により，学生の集中力低下によ
る授業理解の遅れを是正に努めた．

大阪府立大学地域保健学域臨床講師として大阪府立
大学学部生を対象に臨床教育を実施している．これ
までに，臨床講師として4年生2名，1年生4名を教育
指導した。4年生には，特定の患者をケースとして
持たせ，6週間評価・治療方法を教育・指導した．1
年生には2日間の実習で，主に精神科患者との交流
を促した．教科書からの勉強だけでは理解し得な
い，生身の患者を前にして実際の臨床現場を体感し
てもらい，普段の患者の様子を観察・評価・治療の
一連，または一部を経験できるよう促した．

国家試験受験生である大阪府立大学総合リハビリ
テーション学部の4年生を対象に国家試験対策の講
義をティーチングアシスタントとして実施した．国
家試験の効率的な勉強方法を，実施者が実際に使用
したテキストや教科書，その使い方などを伝達し
た．具体的には，有名参考書を2回解き，その際，
設問毎に考え得る周辺知識をそのテキストに書き込
む．1つの情報を他の類似する情報と紐づけること
により，知識の増大化を図り，自身で作る国家試験
対策用の参考書を持つように促した．最後に，国家
試験対策用のPC問題集で反復的に問題を解き，自身
の苦手領域を把握し対策を取るように促した．

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

2)プレゼンテーションの導入

1)作業療法士国家試験対策として自身の勉強方法
の提示

大阪府立大学地域保健学域の学部生を対象にティー
チングアシスタントとして，「精神医学Ⅱ」の科目
内で「統合失調症の社会的認知の障害と支援の方
策」という題で合計2日間講義を実施した．対象は2
年生である．講義内で教科書的な定義や知識の理解
を促すだけでは，臨床経験がほぼ皆無の学生にとっ
て想像や理解が困難となる．そのため，できるだ
け，詳細に自験例を提示し，学生に覚えてもらいた
い知識を実際の患者に結びつけて理解できるように
工夫している．自験例は症例レベルから臨床研究レ
ベルまで幅広く提示している．

3)臨床的視点の強化を目的とした自験例の提示

事項 概 要

１　教育方法の実践例

内科系臨床医学　心理学　言語学
人間医工学　リハビリテーション科学・福祉工学

精神科リハビリテーション

精神病理学　精神科リハビリテーション医学　社会的認知・感情

4)学外，臨床現場での実践的な臨床指導・教育の
実践

研 究 分 野

教 育 研 究 業 績 書

令和 2年　�月 ��日

氏名　福原啓太　　

研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

社会的相互作用・対人関係　音韻論
障害者就労支援　統合失調症
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年月日事項 概 要

平成28年6月

～

平成31年3月

平成28年6月

～

平成31年3月

平成28年6月

～

平成31年3月

平成28年6月

～

平成31年3月

平成28年6月

～

平成31年3月

8)学外，病院外において，患者の生活活動範囲で
のフィールドワークの導入

大阪府立大学地域保健学域臨床講師として長期臨床
実習（6週間）を受ける4年生2名を対象に臨床教育
を実施した．臨床教育は病院の精神科デイケア内で
実施するため，患者の実生活を垣間見ることができ
ない．そのため，積極的に，患者と学生を病院外に
連れ出し，学生に患者の社会生活の実際を観察させ
た．例えば，患者の生活範囲や職業訓練所への順路
に患者，学生，臨床講師の3者で出向き，患者の様
子を観察させた．このフィールドワーク導入によ
り，学生に精神科患者の病院外での生活の一部を把
握させた。

大阪府立大学地域保健学域臨床講師として長期臨床
実習（6週間）を受ける4年生2名を対象に臨床教育
を実施した．臨床教育の場は病院の精神科デイケア
であったため，他職種との連携が重要である．学生
には，他職種の職能や実務について説明し，各職種
と必要に応じた関わり方が持てるように場面設定し
た．具体的には，患者の情報を作業療法士以外の他
職種から得るために，学生には質問事項をまとめさ
せ，目的となる他職種職員に学生の質問に答えても
らう時間を作ってもらった．それにより，学生が他
職種連携の実践的経験を得ることができた．

6)臨床教育に沿った医学文献を学生に提供し，要
約文・感想文を書かせることによる臨床と研究を
架橋する能力の指導

7)自己の臨床研究・症例報告の自験例を学生が模
倣できるように指導

大阪府立大学地域保健学域臨床講師として長期臨床
実習（6週間）を受ける4年生2名を対象に臨床教育
を実施した．その際，臨床現場で実際に起こる患者
の問題や疑問において，臨床講師の臨床研究・症例
報告の自験例をまとめた文献とその実際の患者を提
示した．それにより学生が，より臨床的で実践的な
技術を磨くことができるよう，また臨床講師の技術
を他の患者でも模倣できるよう指導した．

5)医療分野における社会人としてのマナー教育 大阪府立大学地域保健学域臨床講師として大阪府立
大学学部生を対象に臨床教育を実施している．これ
までに，臨床講師として4年生2名（各6週間），1年
生4名（各2日間）を教育指導した。臨床現場におけ
る社会人として，患者への対応，職員への対応を教
育した．学生には，「常に明るく」「笑顔で接す
る」「元気に挨拶」「対象者を敬う」といった基本
的な接遇・マナーを具体的に伝え徹底させた．また
それが患者にとって安心につながる支援になるとい
うことも教育した．

大阪府立大学地域保健学域臨床講師として長期臨床
実習を受ける4年生2名を対象に臨床教育を実施し
た．その際，臨床現場で実際に起こる問題や疑問に
対して，学術論文や著書を提供し，それを読ませ課
題として要約文・感想文を提出させた．これは，臨
床現場にて疑問が生じた際，迅速に適切な文献をレ
ビューし臨床疑問を解決する能力を育むために実施
した．その際，臨床疑問と提供した文献の趣旨が学
生の中で一致するように具体的に「文献を読んで○
○について述べよ」と課題を提示し指導した．

9)他職種連携・チーム医療の実践的指導
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年月日事項 概 要

平成28年6月

～

平成31年3月

平成28年6月

～

平成31年3月

平成28年6月

～

平成31年3月

令和元年6月14日

大阪府立大学地域保健学域臨床講師として長期臨床
実習（6週間）を受ける4年生2名を対象に臨床教育
を実施した．学生には，6週間の症例検討から得ら
れた臨床的経験を文書化し適切な症例報告とその報
告書作成をできるようにするため，また学生レベル
に留まらず臨床家としても一定レベルが確保された
症例報告を実施するため，質の高い症例報告となる
ように教育・指導した．具体的には，患者の評価に
おいて質的評価・量的評価の重要性を説き，主観
的・客観的の両側面から報告できるように教育し
た．

大阪府立大学地域保健学域臨床講師として長期臨床
実習（6週間）を受ける4年生2名を対象に臨床教育
を実施した．学生のレポート課題提出において，電
子媒体（Word）の提出を試みた．臨床実習では，通
常レポートの書き直しが頻回に起きるため，Wordで
の課題提出と添削後の返却により，時間と紙代費用
削減に成功した．時間的削減により，効率化が進む
ため，結果的に，より情報量の多い教育・指導を学
生に提供することができた．また学生は紙の量が増
えずにすむため，情報の整理を容易にすることがで
きた．

10)レポート課題提出における電子媒体の利用

12)学生による臨床講師への指導に関する評価の活
用

11)症例報告会の実施

13)授業外早期体験講義の実施

大阪府立大学地域保健学域臨床講師として大阪府立
大学学部生を対象に臨床教育を実施している．これ
までに，臨床講師として4年生2名，1年生4名を教育
指導した．
全ての学生に，臨床実習終了後にお礼状とは別に臨
床講師宛に教育方針・方法の感想を用意した書面に
て記載してもらった．これにより，臨床講師は自己
の教育方法を振り返ることができ，かつ，次期学生
教育に役立てることができた．具体的な評価として
「全ての疑問に答えてくれてありがたかった」との
ポジティブ意見と「もう少し時間をかけて指導して
欲しかった」などのネガティブな意見があった．こ
れに対してはその都度教育方針の訂正ができてい
る．

単位外（授業外）にて、学部1年生に対して、「精
神科作業療法の実践」について1時間講義を実施し
た。学部1年生は、精神医学領域の作業療法を学ぶ
経験がなく、その予備知識もない。精神科作業療法
に関して学ぶのは2年生前期である。また精神医学
領域という特性上、学部生にはイメージしにくい領
域である。そのため、一症例の紹介を通して、精神
科における作業療法の実践を早期体験講義形式で伝
達した。
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年月日事項 概 要

平成27年11月

4日・11日

平成28年11月

2日・9日

平成29年11月

1日・8日

平成27年11月

4日・11日

平成28年11月

2日・9日

平成29年11月

1日・8日

平成27年

6月20日

平成27年

8月29日

平成27年11月

4日・11日

平成28年11月

2日・9日

平成29年11月

1日・8日

平成28年6月

～

平成29年3月

平成29年5月

～

平成30年3月

平成30年8月1日

～
平成31年3月31日

大阪府立大学地域保健学域の2年生を対象にティー
チングアシスタントとして，「精神医学Ⅱ」の科目
内で「統合失調症の社会的認知の障害と支援の方
策」という題で合計2日間講義を実施した．その際
に使用するレジュメ講義資料としてプレゼンテー
ション（Power Point）の全スライドを学生に配布
している．本講義で解説している領域について，そ
の資料だけでおおよその全体像から細部まで把握で
きるように，つまりハンドブック的に使用すること
を想定して作成している．

大阪府立大学地域保健学域の2年生を対象にティー
チングアシスタントとして，「精神医学Ⅱ」の科目
内で「統合失調症の社会的認知の障害と支援の方
策」という題で合計2日間講義を実施した．その際
に配布するレジュメ講義資料（教材）は穴埋め式と
なるように作成している．穴埋め式にすることで，
学生が授業に集中して取り組めるように工夫してい
る．また，穴埋め式文章は，受動的な受講スタイル
ではなく，自ら考える時間を確保することによる能
動的な受講スタイルとなるという利点もある．

大阪府立大学学長より大阪府立大学地域保健学域臨
床講師の称号を左記の期間付与されている．称号の
付与には臨床経験，大阪府立大学学部生への臨床実
習指導経験と履歴書が考慮されている．

2)大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学
研究科研究科長による評価

大阪府立大学地域保健学域教授の教員による推薦
で，年に2日間，講義を実施している．ティーチン
グアシスタントとしての推薦であるが，2コマ分を
完全に1人で授業を実施している．内容は，自身の
研究領域である「統合失調症の社会的認知機能の障
害と支援の方策」がテーマである．本講義では学生
に馴染みのない精神科患者について最新の知見を交
え，詳細に病態について教育している．最初の推薦
以来，3年連続で推薦して頂いている．

4)大阪府立大学学長による評価

3)大阪府立大学教員（教授）による評価

1)大阪府立大学教員（助教）による評価

2)穴埋め式の教材

大阪府立大学地域保健学域助教の教員による推薦
で，第49回日本作業療法学会のシンポジウム7精神
科作業療法がなすべきこと～作業療法の効果を示す
ための臨床研究～のシンポジストに選任された．

大阪府立大学大学院総合リハビリテーション学研究
科研究科長による推薦により、第3回全国作業療法
学系大学院ゼミナール in Osakaにおいて，研究報
告会第2座の座長に選任された．4人の研究者の発表
（内1名は欠席）について座長としての責務を果た
した．

1)講義における配布資料の工夫

２　作成した教科書，教材

３　教育上の能力に関する大学等の評価
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年月日事項 概 要

平成25年

8月6日～

平成31年3月

平成27年

3月14日

四条畷学園大学リハビリテーション学部の臨床実習
指導者として，臨地見学実習ⅠおよびⅡにおいて四
条畷学園大学作業療法学専攻学部生11名に対しそれ
ぞれ2日間の臨床指導・教育を実施した．大阪府立
大学の臨床実習指導者・臨床講師として，「作業療
法臨床実習Ⅰ」および「作業療法臨床実習Ⅳ」にお
いて，大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテー
ション学類作業療法学専攻の学生8名に対して，28
日間（うち4名は2日間）の臨床指導・教育を実施し
た．
受け入れに際して，以下のことに留意した．
・実際の精神科の臨床現場（精神科デイケア）にお
いて，精神科患者に対する評価・治療についてを，
患者との関りを通して指導した．
・患者と関わる経験の乏しい学生に対して，指導者
による患者へのコミュニケーション，評価，治療の
一連を間近で観察させた．
・必要に応じて指導者・臨床講師の指導のもと学生
にそれら一連を実践させた．
・学生を患者の中に放置するのではなく，患者と適
切な交流が持てるように，学生と患者が自然に会話
を開始できるように会話開始時には指導者が両者を
つなぎあわせた．
・事前に担当教員から学生の情報を聞き，特性を踏
まえて患者との関りを援助した．例えば，内気な学
生には手厚く患者と話ができるようサポートした．
・事前に学生自身から自己PRを聞き，もし，特技が
あるなら，患者の前で披露させ，患者との関り初め
が容易になるようにサポートした．
・他職種連携の経験ができるようにするため，デイ
ケア内の作業療法士以外の職種にも相互に声をかけ
させ，さらに，デイケア外の職種（医師，精神保健
福祉士，訪問看護師）との関りも持てるように場面
を設定した．
・学生の実習中に湧き出た疑問全てに答えられるよ
うにするため，時間の許す限り，学生に対する
フィードバックを行った．
・学生が体調不良に陥らぬよう，睡眠時間の確認と
その確保，休憩の促しとその都度の課題量の調節を
行った．
これらにより，通常授業によって得ることのできな
い実践的教育指導を学生に提供することができた．

４　実務の経験を有する者について特記事項

1)大学から受け入れた実習生に対する実習指導
（作業療法臨床実習など）

（実習指導）

ヤンセンファーマ株式会社主催のXeplion Patient
Focus Meeting（於ホテル日航大阪）より依頼を受
け講演を実施した．演題名は「ゼプリオンに対する
当事者評価　デイケアスタッフ（作業療法士）から
みた変化～薬物療法と非薬物療法の効果～」とし，
2事例を挙げて薬物療法と非薬物療法（作業療法）
の相乗的な効果についての講演を実施した．
講演にはPowerPointスライドを用い、薬物療法と非
薬物療法（作業療法など）が患者の治療において両
輪の関係であるというモデルを提示し、製薬会社職
員、聴衆（医師、薬剤師など）に、非薬物療法の重
要性について説明した。また、実際の活動中の患者
の写真や動画をスライド内で用い、活動量の変化を
視覚的に提示した。その時の、座長（医師）や製薬
会社職員からは、患者の活動の変化を引き出したこ
と、スライドの説得力について好評を得た。

1)製薬会社からの講演依頼

（講演依頼）
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年月日事項 概 要

平成28年

10月20日

平成27年

8月12日

平成29年

2月22日

平成29年

6月8日

医療法人美喜和会美喜和会オレンジホスピタル教育
接遇委員会から講師依頼を受け，全職員対象に「精
神科リハビリテーションにおける作業療法」につい
て講義した．精神科における医療は他職種による関
りが多く，職能の相互理解が良好なほど患者に利益
をもたらと推測される．そのため，精神科領域で作
業療法士が患者に「していること」を知ってもらう
ことは患者にとっても，他職種にとっても，我々作
業療法士にとっても意義がある．しかし，他職種ら
は作業療法がの目的や効果を適切に説明できる者は
少ない．そのため，他職種でもわかりやすいよう
に，身近な例から一般的な解釈，学術的な解釈など
あらゆる方面から作業療法について解説・講義をし
た．これにより，作業療法士への他職種からの理解
を高めることに努めた．

医療法人美喜和会美喜和会オレンジホスピタル教育
接遇委員会から講師依頼を受け，全職員対象に「統
合失調症の社会的認知機能障害」について講義し
た．精神科病院内において，統合失調症患者の奇異
な行動に対し，しばしば病院職員は理解を示すこと
ができない．それにより患者の病状を適切に解釈す
ることができず，対応に戸惑いが生じてしまう．そ
の様な奇異な行動が出現するメカニズムを社会的認
知機能障害の観点から最新の知見を交え解説した．
これにより，受講職員の統合失調症患者の行動に対
する洞察力を高めることに努めた．

2)病院精神科デイケア職員に対するチーム医療・
連携・相互理解を図るための研修

医療法人美喜和会美喜和会オレンジホスピタル精神
科デイケア内職員向けに，チーム医療・連携・相互
理解を高めるための講義を実施した．他職種のそろ
う精神科デイケアは患者を多面的に支援する利点は
あるが，反対に職種とその考え方の違いによる職員
間・職種間の不理解がしばしば生じる．それぞれの
医療に対する主義が対立するとき，各々に多大なる
ストレスが生じそれは間接的に患者の不利益につな
がる可能性がある．そこで，「方法論的自覚と多元
主義」というテーマで，各職種や各個人が独自に持
つ主義は無意識の間に教育と自己の経験の中で確立
されたものであることを説き，自己の主義の方法論
やその限界について自覚すること，さらに他職種も
また各々の中で確立されたものであることを共通認
識とし，患者の問題に対し，その都度，どの主義が
最もその問題に対応し得るかを話し合うことが良
い，とされる多元主義の考え方について講義した．
その成果として，各職員は自己の方法論について自
覚を持ち始め，さらに他職種の方法論に対して興味
を持ち始め相互理解が高まった．

3)病院内職員の教育・接遇・育成を図るための研
修

2)北摂四医師会からの講演依頼 第19回北摂四医師会神経性氏に学研究会（共催：大
日本住友製薬株式会社）（於大阪医科大学）より依
頼を受け演題発表を実施した．演題名は「精神科デ
イケアにおける，複数疾患に対するメタ認知トレー
ニング（MCT）の実践」とし，6名の患者（統合失調
症，うつ病，強迫性障害，発達障害）を介入実施前
後での比較し検討した結果を報告した．MCTは複数
の疾患に対して効果があることが示唆された．
講演はPowerPointスライドを用いて実施した。多職
種の聴衆（医師、看護師、臨床心理士、精神保健福
祉士、作業療法士など）にわかりやすく伝えるため
に、患者の客観的データによる変化と一人一人の変
化について細かく端的に、メタ認知トレーニングの
効果を説明した．

（企業内教育）

1)病院内職員の教育・接遇・育成を図るための研
修
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年月日事項 概 要

平成30年4月

～

現在

令和元年12月8日

令和元年12月8日

令和元年12月8日

平成27年10月

平成27年12月

第34回大阪府作業療法学会において、演題賞を選定
する審査員をした。

医療法人美喜和会美喜和会オレンジホスピタルにお
いて作業療法士後輩職員に対し，学会での学術発表
を行えるように，その全般（執筆・発表）を教育・
指導した．※以下の学会発表欄「長期入院患者が街
に出た！！～退院促進プログラムの取り組みより
～：第23回日本精神障害者リハビリテーション学会
高知大会」

医療法人美喜和会美喜和会オレンジホスピタルにお
いて作業療法士後輩職員に対し，学会での学術発表
を行えるように，その全般（執筆・発表）を教育・
指導した．※以下の学会発表欄「人と人をつなぐこ
とを目的としたプログラムの有効性―同性集団活動
による対人関係の変化―：第20回日本デイケア学
会」

2)臨床現場の後輩への学術的指導

（研究員）

１）大阪府立大学　客員研究員

５　その他

1)臨床現場の後輩への学術的指導

大阪府立大学大学院　総合リハビリテーション学研
究科において、客員研究員に任命されている。客員
研究員として大阪府立大学大学院田中寛之研究室に
所属し研究を継続している。

（学会活動）

1）第34回大阪府作業療法学会　座長 第34回大阪府作業療法学会の一般演題4において3演
題について、座長として学会を取り仕切った。

2）第34回大阪府作業療法学会　運営委員

3）第34回大阪府作業療法学会　当日演題審査員

第34回大阪府作業療法学会の運営委員として、学会
運営に従事した。

リハ－494



年月日事項 概 要

年月日

平成23年

4月27日

平成25年3月

平成30年3月

平成23年4月

～

平成25年3月

平成25年4月

～

平成31年3月

３　実務の経験を有する者についての特記事項

博士（保健学）

なし

1)臨床歴及び実務歴 医療法人達磨会東加古川病院作業療法室において作
業療法臨床業務に従事
平成23年度は急性期病棟および慢性期解放病棟を担
当
平成24年度は慢性期閉鎖病棟および認知症病棟を担
当
各病棟において、病期・疾患に合わせた精神科作業
療法を入院患者に提供。精神科作業療法内容とし
て、創作活動、身体活動、音楽療法、レクレーショ
ン活動、映画鑑賞、外出訓練などを実施。

医療法人美喜和会美喜和会オレンジホスピタル精神
科デイケアにおいて臨床業務に従事
病院運営として禁煙委員会委員長，広報委員会委員
長を兼任
平成29年10月より精神科デイケア主任として臨床業
務・管理業務に従事
精神科デイケア内にて、対象患者に対し、社会的認
知機能訓練、神経認知機能訓練、社会技能訓練、創
作活動、日常生活訓練、リラクゼーション活動、レ
クレーション活動、外出訓練などを提供。
委員会活動として、病院広報誌作成、精神科デイケ
アホームページ作成、敷地内全面禁煙活動の推進、
敷地内外の巡回と清掃活動の指揮などを実施。

２　特許等

事項 概 要

１　資格，免許

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

作業療法士免許 第65193号

修士（保健学）

大阪府立大学　第30号
論文題目「慢性期統合失調症患者の非形式言語の理
解及び表現能力に関する研究」

大阪府立大学　第76号
論文題目「統合失調症における心の理論・語用論的
能力と社会的行動に対する判断障害の関連」
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年月日事項 概 要

平成24年12月

～

現在に至る

平成31年4月

～

令和元年3月

2)精神科OT研究会の運営 精神科領域に勤務する作業療法士が有志で集まり，
作業療法士として相互に研鑽するために精神科OT研
究会を発足した．立案初期メンバーである．2ヶ月
に1回の頻度で研究会の集会を執り行い，メンバー
による講義や症例報告を実施している．平成28年4
月1日より運営強化を目的に常任理事を設定し，そ
の中で副理事長に就任し，現在に至る．これまでに
臨床に従事する作業療法士に向けて4回講義や症例
報告をしている．
平成31年4月より現在に至るまで理事長に就任して
いる。

3)臨床指導および臨床活動継続の実施 大学教員として大学に勤務する傍ら、週1日程度、
前職場である医療法人美喜和会美喜和会オレンジホ
スピタルリハビリテーション科にて臨床指導を行っ
た。精神科一般病棟、精神科急性期病棟、認知症治
療病棟、精神科デイ・ケアにて、勤務する作業療法
士に臨床指導、教育を行った。また、申請者自身も
臨床活動実践を継続した。
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年月日事項 概 要

平成31年4月

～

現在に至る

平成31年4月

～

現在に至る

平成31年4月

～

現在に至る

平成31年4月

～

現在に至る

令和元年6月22日

令和元年6月26日

令和元年7月13日

令和元年8月28日

令和元年9月28日

令和2年1月25日

令和2年3月14日

1)実習部会【作業】評価／検査測手実習・総合臨
床実習

(大学内業務)

作業療法学専攻の学部生3年生4年生を対象とした、
評価／検査測定実習・総合臨床実習について、実習
の手引き（要綱）作成、実習資料の作成や実習候補
地開拓を行っている。

2)実習ワーキンググループ 保健医療学部リハビリテーション学科の１～4年生
の学部生を対象にした実習全般における作業を行っ
ている。臨床実習指導者会議における出欠状況を管
理している。

3)学生生活部会　国家試験対策 学生が受験する理学療法・作業療法国家試験の対策
委員として、実働している。内容は国家試験対策用
書籍の購入と管理、学生向けガイダンス、保護者向
けガイダンス、模擬試験の設定、国家試験対策e
ラーニングソフト（スマコク）の管理、年度予算の
管理をしている。

4)図書委員 教員図書委員として、推薦図書、専攻別推薦図書の
管理をしている。

6)国家試験対策専用ソフト（スマコク）説明会 国家試験対策ソフト（スマコク）を学生が使用でき
るように教員がソフトの中身を把握することを目的
とした説明会に出席した。

5)保護者懇談会　国家試験対策委員のガイダンス 保護者にむけて、奈良学園大学の学生向け国家試験
対策についてのビジョンを説明した。

9)奈良学園大学　入学試験　面接官　試験官

7)奈良学園大学オープンキャンパス　ミニ講義担
当

次年度の奈良学園大学の入学希望者に向けたオープ
ンキャンパスにて、高校生に向けて「認知機能と生
活とリハビリテーションの世界」という題目でミニ
講義を実施した。

8)FD・SD委員会主催研修会（シラバス・ハラスメ
ント）出席

シラバス作成についての注意事項、ハラスメントに
ついてのワールドカフェ形式での研修会に出席し、
シラバスとハラスメントについての知識を深めた。

奈良学園大学AO入試面接官をした。
奈良学園大学一般入試　試験副監督をした。
奈良学園大学一般入試　面接官をした。
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年月日事項 概 要

令和元年10月
～～

現在に至る

令和元年12月

22日

令和2年2月15日

令和2年2月19日

12)高校生対象大学ガイダンス　ミニ講義 高校生向けにリハビリテーション職（理学療法士・
作業療法士）の職業について説明をした。

奈良学園大学のハラスメント相談員に就任し、学
生、教職員からのハラスメントの相談窓口を担当す
ることになった。

11)奈良学園大学オープンキャンパス　ミニ講義担
当

次年度の奈良学園大学の入学希望者に向けたオープ
ンキャンパスにて、高校生に向けて「人の気持ちに
寄り添う作業療法」という題目でミニ講義を実施し
た。

10)ハラスメント相談員　就任
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年月日事項 概 要

平成25年

5月31日

平成25年

平成26年

4月1日

～

平成29年

3月31日

3)研究助成

これまで，大阪府高槻市の市立図書館では，その貸
出可能利用者を高槻市に在住，在勤，在学の者，ま
たは高槻市内に入院する患者のみを対象としてき
た．そこで，美喜和会オレンジホスピタルと高槻市
立阿武山図書館を通して高槻市中央図書館館長と間
接的に交渉することにより，高槻市外に在住する精
神科デイケア利用患者も図書貸出可能という許可を
もらうことができた．これにより，デイケアを利用
する高槻市外在住の患者も図書館にて図書と触れ合
うことができるようになり，社会生活の幅をひろげ
ることができた．

2)大阪府高槻市立図書館との連携

大阪府立大学大学院博士前期課程在学中に第一種奨
学金を借り受けしていたが，特に優れた成績を挙げ
たと認定され，奨学金の返還を一部免除された．

1)日本学生支援機構理事長からの認定証の授与

４　その他

大阪府作業療法士会にて「統合失調症セルフエフィ
カシー研究会」の研究員として年間10万円（3年間
で合計30万円）の研究助成を受けた．
研究代表者：小川泰弘
研究員：◎福原啓太，長池将太，梅田錬
平成26年度：「統合失調症者のセルフエフィカシー
に関する文献レビュー」（学会報告として）
「統合失調症者セルフエフィカシー研究会活動報
告」（報告書として）
平成27年度：「統合失調症者の就労に関する自己効
力感尺度「Work – Related Self – Efficacy
Scale」の作成」（学会報告として）
「統合失調症者セルフエフィカシー研究会平成27年
度活動報告」（報告書として）
平成28年度：「就労関連自己効力感尺度 Work-
related self-efficacy scale WSES日本語版の信頼
性・妥当性の検討」（学会報告として）
「表題：精神障害者の就労関連自己効力感尺度日本
語版（WSS-J）作成の試み」（報告書兼学術誌短
報）
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年月日事項 概 要

平成28年

4月1日

～

平成31年

3月31日

平成28年

5月31日

平成31年4月

～

令和5年3月

大阪府作業療法士会にて「生体医工学的指標・生活
研究会」の研究代表者として年間10万円（3年間で
合計30万円）の研究助成を受けた．
研究代表者：◎福原啓太
研究員：小川泰弘，森泰祐
平成28年度：「精神疾患患者を対象とした，生体医
工学技術を用いた客観的指標の検討」（学会報告と
して）
「精神科生体医工学的指標・生活研究会平成28年度
活動報告」（報告書として）
平成29年度：「精神科生体医工学的指標・生活研究
会　H29年度研究報告」（学会報告として）
「精神科生体医工学的指標・生活研究会　平成29年
度　活動報告」（報告書として）
平成30年度：「：統合失調症の情動表出能力につい
て～精神科生体医工学的指標・生活研究会　H30年
度研究報告～」（学会報告として）
「精神科生体医工学的指標・生活研究会　平成30年
度　活動報告」（報告書として）

4)研究助成

5)科学研究費　基盤研究（C）

大学院博士後期課程在学中に第一種奨学金を借り受
けしていたが，特に優れた成績を挙げたと認定さ
れ，奨学金の返還を一部免除された．

5)日本学生支援機構理事長からの認定証の授与
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

（著書）
なし

（学術論文）
単著 平成25年3月

共著 平成25年10月

共著 平成26年3月 認知症患者の認知機能，日常生活活動（ADL），
周辺症状（BPSD）の関連性を明らかにするた
め，94人の入院患者を対象に認知機能検査，ADL
検査そしてBPSDの検査を実施した．その結果，
入院中の認知症患者において，ADLが高ければ認
知機能障害が軽度であり，移動能力が高い程，
BPSDが増悪していることが明らかになった．ま
た，重度認知症患者においては，認知機能検
査，ADL検査において，いくつかの床効果を示し
た．そのため，重度認知症患者向けの各検査が
必要であると思われた．
共著者：田中寛之，植松正保，小城遼太，永田
優馬，◎福原啓太，内藤泰男，大西久男，西川
隆
本人担当部分：認知機能検査の検査者としての
実施，データ収集

1　統合失調症における心の
理論・語用論的能力と社会
的行動に対する判断障害の
関連
（修士論文）

近年，統合失調症患者の心の理論能力と共に語
用論的言語の理解能力が注目されている．本研
究では，地域に住む慢性期統合失調症患者28人
と健常者28人を対象に比喩・皮肉理解の能力と
ToM能力，社会常識テストを実施した．その結
果，我が国においても統合失調症患者は語用論
的言語の理解能力が障害されていた．また統合
失調症患者において，比喩理解能力と基本的な
認知機能に関連があり，心の理論の障害や皮肉
を文字通りに解釈する傾向は非社会的行動への
認識の低下と関連していることが示唆された．
A4判　全60頁

2　重度認知症者のための認
知機能検査 − ‘Severe
Cognitive Impairment
Rating Scale’日本語版の
臨床的有用性の検討 −
（査読付）

「老年精神医学雑誌」
第24巻第10号
P.1037～P.1046

重度認知症患者にとって既存の認知機能検査は
難易度が高く，残存する認知機能を詳細に把握
することが困難である．海外では，重度認知症
患者の認知機能検査として，Severe Cognitive
Impairment Rating Scale (SCIRS)が開発されて
いる．本研究では，SCIRSの日本語版を作成し，
臨床的有用性を検討した．その結果，既存の検
査では床効果を示した患者に対しても，SCIRSを
用いてより詳細に認知機能を判別できた．以上
より，日本語版SCIRSは重度認知症者の残存する
認知機能を詳細に幅広く測定可能な検査である
と考えられた．
共著者：田中寛之，植松正保，永田優馬，◎福
原啓太，内藤泰男，大西久男，西川隆
本人担当部分：認知機能検査の検査者としての
実施，データ収集

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

大阪府立大学

「老年精神医学雑誌」
第25巻第3号
P.316～P.323

3　認知症患者における認知
機能，ADL，BPSDの関連性
重度認知症患者に着目して
（査読付）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成26年3月

共著 平成27年6月

共著 平成28年4月

リハビリテーション医療系学生は，授業や課題
の多さ，長期実習，国家試験など多くのスト
レッサーが長期に継続する特徴がある. それら
が学生の「学習性無気力」の状況と関連すると
考え，学生の抑うつ傾向，心理的状況を調査し
た. その結果，抑うつ傾向・ストレス反応が高
くまた自尊感情は低い状況が明らかになった.
また家庭内に相談できる人物が多いこと，睡
眠・休養・食事の生活リズムが確立しているこ
とが，抑うつ傾向を抑えることが示された. 学
生生活や精神状態について家族と情報を共有す
ること，また生活リズムの確立に向けた援助
が，教員として必要であると考えられた．
共著者：西田斉二，橋本世奈，◎福原啓太，田
丸佳希，杉原勝美，北山淳
本人担当部分：学生に関する客観的意見の提言

重度認知症者のQOL（quality of life）評価に
は，軽度～中等度認知症用のQOL尺度が用いられ
てきたが，近年，そのQOL概念の枠組みは異なる
と示唆されている．本研究では，36人の重度認
知症者を対象に，軽度～中等度認知症用のQOL尺
度を用いて，重度認知症者に対する適応性を検
討した．QOL評価には，自己評点式尺度と代理評
点式尺度をそれぞれ2種類使用した．適応性の検
定の結果，4尺度の内の1尺度内における2項目の
み適合基準を満たした．以上より，重度認知症
者に対する従来のQOL尺度の適応性には限界があ
ると考えられた．
共著者：永田優馬，田中寛之，石丸大貴，植松
正保，◎福原啓太，小川泰弘，内藤泰男，西川
隆
本人担当分：研究計画立案時の提言

5　Development of the
Cognitive Test for Severe
Dementia
（重度認知症のための認知
機能テストの開発）
（査読付）

「Dement Geriatr Cogn
Disord」40(1-2)
P.94～P.106

中等度から重度の認知症患者に対して既存の認
知機能検査は床効果を示し，特に重度認知症者
に対しては残存する認知機能を測定することが
できない．我々は，7つの認知機能の領域をカ
バーする13項目からなる重度認知症患者向けの
認知機能テスト（the Cognitive Test for
Severe Dementia; CTSD）を開発し，その信頼性
と妥当性を検討した．CTSDは床効果を示さず，
また信頼性と妥当性も確認できた．CTSDは他の
認知機能検査と比較して重度認知症患者の残存
する認知機能を鋭敏に測定することができた．
共著者：Tanaka H, Nagata Y, Takebayashi T,
Hanada K, Inokawa M,◎Fukuhara K, Ogawa Y,
Haga D, Kakegawa Y, Nishikawa T（他1名）
本人担当分：認知機能検査開発に対する提言，
認知機能検査の検査者として評価，データ収集

「四条畷学園大学リハビ
リテーション学部紀要」
第9号
P.27～P.34

「老年精神医学雑誌」
第27巻第4号
P.429～P.437

4　リハビリテーション医療
系学生の抑うつ状況につい
て：学習性無気力の観点か
ら
（査読付）

6　重度認知症に対する従来
のQOL尺度の限界
（査読付）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成29年8月

（accepted）

共著 平成29年10月

共著 平成30年1月

近年，大学生の学力低下，特に「国語能力」の
低下が大きな問題となっている．本研究では，
医療系大学1年生28名を対象に，日本語能力（語
彙・文法能力）と，主要必須科目成績との関連
性について検討した．その結果，前期GPAが日本
語能力を有意に説明でき，また比較的強い正の
相関を示した．つまり，日本語能力が1年生前期
の総合的な学力に影響することが示唆された．
そのため，入学前後に語彙や文法を学習するこ
とは学生の大学における学業適応に有効である
と考える．
共著者：西田斉二，◎福原啓太，田丸佳希，杉
原勝美
本人担当分：研究計画立案時の提言，学生に関
する客観的意見の提言

「第30回教育研究大会・
教員研修会誌」
（in press)

9　精神障害者の就労関連自
己効力感尺度日本語版
（WSS-J)作成の試み
（査読付）

精神疾患を有する患者を対象とした課題特異的
な自己効力感尺度はいくつか開発されている
が，就労に関連する日本語の自己効力感尺度は
見当たらない．そこで諸外国で既に用いられて
いる就労関連自己効力感尺度（Work-related
self-efficacy scaleの日本語版；WSS-J）の作
成を試みた．本尺度は精神科患者自身による使
用を想定しているため，文章の理解のしやすさ
が求められた．本研究では，プレテストの実
施，文章の精度を整えた後，逆翻訳と原文との
比較も実施した．今後，本尺度の信頼性・妥当
性の検討が必要である．
共著者：小川泰弘，◎福原啓太，長池将太，梅
田錬，西川隆
本人担当分：研究全般（研究計画，執筆補助，
データ収集・分析）

「大阪府作業療法ジャー
ナル」第31巻第2号
P.148～P.152

近年，統合失調症患者の語用論的言語理解能力
が注目されている．我々は統合失調症患者34人
と健常者34人に対して，心の理論課題，比喩皮
肉文課題，社会常識テストを実施した．その結
果，全ての課題において，患者群は健常群より
も有意に障害されていた．また患者群内におい
て比喩理解能力と正常行動理解能力，皮肉理解
能力と異常行動理解能力の間に有意な相関がみ
られた．統合失調症患者の社会的認知機能障害
はこれら2つの語用論的要因を含んでいることが
示唆された。
共著者：◎Fukuhara K, Ogawa Y, Tanaka H,
Nagata Y, Nishida S, Haga D, Nishikawa T
本人担当分：研究全般（研究計画，執筆，デー
タ収集・分析）

「Journal of
Psycholinguistic
Research」
vol.46(5)
P.1309～P.1318

8　Impaired
Interpretation of Others'
Behavior is Associated
with Difficulties in
Recognizing Pragmatic
Language in Patients with
Schizophrenia
（統合失調症において他者
の行動の理解障害は語用論
的言語理解障害と関連して
いる）
（査読付）

7　リハビリテーション医療
系大学1年生の日本語能力と
科目成績の関連性について
の検討
（査読付）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

単著 平成30年3月

共著 平成30年6月

共著 平成31年1月

11　Clinical Utility of
the Cognitive Test for
Severe Dementia: Factor
Analysis, Minimal
Detectable Change, and
Longitudinal Changes.
（査読付き）
（重度認知症向けの認知機
能検査［CTSD］の有用性に
ついて：因子分析と最小可
検変化量、そして縦断的変
化）

不安を根底にもつ強迫症/強迫性障害には、一般
的に薬物療法や認知行動療法(CBT)が適用され
る。一方で作業療法を用いた明確な治療的介入
方法はあまり見当たらない。本稿では、作業活
動をCBTの一技法であるdistractionとして応用
させることで、不安や強迫観念により社会生活
に制限のあった患者の不安、自己効力感そして
社会生活の改善が認められたため、その報告を
する。最後に、Distractionは不安や認知の歪み
を根本的に解決する手段というよりも、即時的
に不安や強迫観念から脱却し充実した社会生活
を送れるようになることの一手段として有用で
あるということを提唱したい。

◎福原啓太, 田中宏明, 西田斉二, 小川泰弘,
森泰祐, 西川隆
本人担当分：論文執筆、データ整理、対象者介
入を含む研究の全工程

大阪作業療法ジャーナル
32(2) 135-142

10　慢性期統合失調症患者
の非形式言語の理解及び表
出能力に関する研究
（博士論文）

近年，統合失調症の非形式的言語の理解・表出
の障害が注目されている．第Ⅰ章では統合失調
症患者の非形式言語の理解面に着目し，語用論
的言語理解の障害があることを確認した．また
その障害は社会的行動の理解障害と関連してい
た．第Ⅱ章ではその表出面である，プロソディ
と会話量をコンピュータで分析した．その結
果，患者群にプロソディの一部と会話量の障害
が認められ，会話量と生活機能は関連してい
た．第Ⅲ章では患者のプロソディと会話量の障
害に対し治療介入を実施した．その結果プロソ
ディの一部は改善が認められたが，会話量の改
善は認められなかった．
A4判　全79頁

Dementia and geriatric
cognitive disorders
extra   8(2) 214-225

本研究は、COSMINのチェックリストを用いて、
十分なアウトカム尺度を開発するために、
Cognitive Test for Severe Dementia（CTSD）
をさらに分析した。研究では、以下の方法を
行った。（１）構成概念妥当性を評価するため
に因子分析を用いた。（２）測定誤差（SEM)と
最小化検変化量について信頼性と解釈可能性を
評価した。（３）反応性を評価するために縦断
的変化を評価した。その結果、CTSDの因子分析
は2要因から説明され、各項目の通過率により2
分化された。我々はそれぞれSEMは1.6ポイン
ト、MDCは3.6ポイントと計算した。我々の結果
は、CTSDは、重度認知症患者に対する信頼でき
るアウトカム指標を提供するということを示し
ている。
Tanaka H, Nagata Y, Ishimaru D, Ogawa Y, ◎
Fukuhara K, Nishikawa T
本人担当分：データ収集

12　Distraction技能獲得に
より不安の軽減と自己効力
感ならびに社会生活活動の
改善がみられた一例 : 事例
報告
（査読付き）

大阪府立大学
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 令和元年10月

共著 令和2年1月予
定

共著 令和元年12月

13　Insight Into Illness
and Defense Styles in
Schizophrenia.
（査読付き）
（統合失調症の病識と防衛
スタイル）

15　Clinical factors
associated with
Activities of Daily
Living and their decline
in patients with severe
dementia
（査読あり）
（重度認知症患者のADLとそ
の減少に関連する臨床要因
について）

認知症患者においてベースライン時と6ヶ月後の
間の変化に影響を与える臨床的要因を探索し
た。参加者は131名の認知症患者であった。重度
認知症の参加者のベースライン時においてADL尺
度であるPSMSスコアはCTSD、CCI、MNA-SF、CSDD
のスコアと有意に関連していた。縦断的な分析
に置いて、CTSDスコアのみが6ヶ月後のPSMSスコ
アと有意に関連していた。重度の認知症の参加
者にとって、6ヶ月後のADLに関連する要因とし
てCTSDで評価される認知機能は注目に値する。

Hiroyuki Tanaka, Yuma Nagata, Daiki
Ishimar2, Yasuhiro Ogawa, ◎Keita Fukuhara,
Takashi Nishikawa

Psychogeriatrics 20(3)

The Journal of Nervous
and Mental Disease
207(10) 815-819

心理学的な否認のモデルは乏しい洞察
（insight)は防衛機制の結果であると主張して
いるが、その二つの直接的な関係性は、明らか
にされていない。本研究の目的は、認知機能障
害を考慮しながら、洞察と防衛機制の関係性を
調査することである。38人の統合失調症患者に
対して、洞察、防衛機制、神経認知機能、精神
症状について評価した。神経認知機能と精神症
状を制御して洞察レベルの返送間分析を行った
ところ、「病気の認識」が未熟な防衛スタイル
と正の偏相関をして、成熟した防衛スタイルと
は負の偏相関がみられた。ステップワイズの回
帰分析では、「病気の認識」は有意に未熟な防
衛機制を予測することが明らかになった。我々
の結果は、未熟な防衛スタイルを使用する傾向
にある患者は、自分自身の精神病を受け入れて
いる傾向にあることを示唆している。

Ogawa Y, ◎Fukuhara K, Tanaka H, Nagata Y,
Ishimaru D, Nishikawa T.
本人担当分：論文構成補助、データ解析補助、
研究デザイン補助

14　統合失調症患者の声に
よる情動表出能力について
～予備的研究～
（査読あり）

大阪作業療法ジャーナル
33(2)

近年、統合失調症の陰性症状、特に情動表出に
ついて改めて注目されている。本研究は予備的
段階として、本邦の統合失調症患者の声の側面
に着目し、情動表出の減少について調査した。
DSM-5により統合失調症または統合失調感情障害
と診断された入院患者23名と、年齢と性別を
マッチさせた健常者23名に対して、声による情
動表出を引き出す課題（紙芝居音読課題と4感情
表出課題）を実施した。それにより得られた音
声サンプルをデジタル評価ならびにアナログ評
価を用いて、両群を比較した。その結果、患者
群は健常群と比較して、プロソディスコアが減
少しており、さらに怒りと幸せの感情について
正確に表現できていなかった。今後は、より明
確な知見を得るためにさらなる調査が必要であ
る。

◎福原啓太、小川泰弘、森泰祐、田中寛之、西
川隆
本人担当分：論文執筆、データ収集、データ解
析、研究デザイン立案を含む研究全般
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

（その他）
「総説」

共著 平成28年12月

「依頼原稿」

単著 平成25年1月

単著 平成26年7月 平成26年6月に4日間にわたりパシフィコ横浜で
開催された16th International Congress of
the World Federation of Occupational
Therapists（WFOT）における精神科セッション
についての印象記執筆の依頼原稿である．過去
最大級の作業療法の国際会議・学会が我が国で
開催されたため，本邦での作業療法士の取り組
みを概観し集団を対象にした研究から単症例を
対象にした症例報告までいくつかを紹介した．
一方で海外の作業療法士の研究の特徴，つまり
グループ活動や行政的取り組み，啓発的取り組
みが目立った様子を，読者にわかりやすく対比
して執筆した．

1　統合失調症患者における
語用論的言語（比喩・皮
肉）の理解能力について
（査読付）

平成24年10月に2日間にわたり大阪国際交流セン
ターで開催された第32回近畿作業療法学会につ
いての印象記執筆の依頼原稿である．著者は作
業療法士（臨床）および大学院生（研究者）2年
目であったため，新人作業療法士としての視点
から，学会発表を見聞きし，当日に参加できた
者，できなかった者が学会参加の意義を再確認
できるよう執筆した．文章内で高畑進一学会長
の「作業療法士がより脳の機能を理解すること
が作業療法の幅を広げる」という言葉を代弁す
るする形で，作業療法の学術意義について述べ
ている．

2　第16回WFOT大会を終えて
（その1）精神科セッション

「日本作業療法協会誌」
第28号
P.38～P.39

1　学会・研修会印象記　第
32回近畿作業療法学会

「作業療法ジャーナル」
47巻第1号
P.95

統合失調症患者の症状は，陽性症状，陰性症
状，認知機能障害の3つに大別される．そしてこ
れらは社会生活，社会的関係，コミュニケー
ション，そして言語的な理解に影響を与え，そ
の疾患を特徴づけている．本稿では，語用論の
定義や統合失調症患者の言語使用に関する学術
的背景を述べた後に，統合失調症患者の比喩・
皮肉理解における障害についてレビューしてい
る．病期や類型，他の認知機能との関連，比喩
と皮肉の理解プロセスの違いにも言及し，統合
失調症患者の語用論的障害について詳細にまと
めている．最後に，言語的観点からの支援方法
や今後の展望について提言している．
共著者：◎福原啓太，田中寛之，小川泰弘，永
田優馬，田中宏明，大西久男，西川隆
本人担当分：執筆，文献レビュー，分析

「Journal of
Rehabilitation and
Health Sciences」
14巻
P.15～P.25
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単著・

共著の別
発行又は
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概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成28年1月

4　登録事例の紹介 単著 平成28年3月

「研究報告書」

共著 平成27年7月

精神科領域において作業療法のエビデンスが求
められている．われわれ作業療法士の実践の効
果を形あるものにし，対象者，他職種，第三者
が理解できるように示す必要がある．研究は，
様々な形で臨床に活き，臨床を深める手段とな
る．しかし，精神科の作業療法領域において，
研究をすることは容易ではない．本稿では精神
科の社会情勢を知ることで作業慮法の社会的位
置づけを確認し，そして，著者の臨床研究の経
験を通して，精神科の臨床の作業療法士が臨床
研究に取り組むことの意義と研究の難しさに対
する対応について述べている．
共著者：◎福原啓太，西川隆
本人担当分：執筆，情報収集，分析

該当教員が同協会学術委員会事例登録班員とし
て執筆している．日本作業療法協会の教育的活
動の一環である「事例登録システム」において
精神科部門で「精神障害×認知（機能）」に
沿ったテーマを2事例（「楽手教材を使った統合
失調症患者へのアプローチ」，「認知ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝを実践した双極性感情障害の一例」）を紹介し
た．これらを通して「対象者の特性」「生活能
力」「作業能力」「認知機能」などと言った評
価視点の重要性を読者に説いている．

1　統合失調症者セルフエ
フィカシー研究会活動報告

「大阪作業療法ジャーナ
ル」
第29巻第1号
P.55

「大阪府作業療法ジャー
ナル」29巻2号
P.73～P.80

3　特集：0からの研究「精
神科に従事する作業療法士
が臨床研究に取り組むこと
の意義」

平成26年度における「統合失調症者セルフエ
フィカシー研究会」の大阪府作業療法士会に提
出した活動報告である．統合失調症患者に対す
る医療では，症状や認知機能障害などの客観的
指標だけでなく，「患者自身がどのように感じ
ているのか」という主観的側面の指標が重要視
されている．その中でも本研究会は統合失調症
患者のセルフエフィカシーに焦点を当て，文献
レビューを実施した．海外では比較対象研究や
相関研究など関連性についての研究が半数を超
えていた．一方で国内では介入研究やケースス
タディなど実践的な報告が多かった．また本邦
では，入院時から退院後の社会参加促進をター
ゲットとするセルフエフィカシー尺度が少ない
という問題が抽出された．
共著者：小川泰弘，梅田錬，長池将太，◎福原
啓太
本人担当分：執筆補助，海外文献レビュー

「日本作業療法協会誌」
第48号
P.42～P.43
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単著・

共著の別
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発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成29年1月

共著 平成29年7月

共著 平成29年7月 統合失調症患者の感情表出障害の一つにプロソ
ディの障害が挙げられている．さらに海外では
その評価に音声のコンピュータ分析を用いた生
体医工学的指標がしばしば使用されている．本
研究の目的は日本の統合失調症患者のプロソ
ディの調査である．本報告書では，研究計画と
データ蓄積中である旨について中間報告をして
いる．患者群に対する評価としてプロソディの
評価，精神症状評価，行動評価を実施した．
共同発表者：◎福原啓太，小川泰弘，森泰祐
本人担当分：研究全般（研究計画，執筆，デー
タ収集・分析）

精神保健福祉領域において「患者自身がどのよ
うに感じているか」という主観的側面，とりわ
け自己効力感が重要視されていると考えられ
る．本研究では，精神障害者の社会参加に関連
する自己効力感尺度の作成を目的としている．
そこで，就労関連自己効力感尺度（Work-
related self-efficacy scale；WSS-J）の翻訳
作業を原著者の許可を得て実施した．外来・入
院患者併せて53名の精神障害者の協力を得るこ
とができた．今後は，協力者を増やし，信頼
性・妥当性の検証を行うこととする．
共著者：小川泰弘，梅田錬，長池将太，◎福原
啓太
本人担当分：執筆補助，尺度翻訳，データ収
集，データ分析

2　統合失調症者セルフエ
フィカシー研究会平成27年
度活動報告

「大阪作業療法ジャーナ
ル」
第30巻第2号
P.146～P.147

平成27年度における「統合失調症者セルフエ
フィカシー研究会」の大阪府作業療法士会に提
出した活動報告である．前年度に抽出された
「本邦において社会参加に関するセルフエフィ
カシー尺度が少ない」という問題点をカバーす
るために，海外で開発された「就労関連自己効
力感尺度 Work-related self-efficacy scale
(WSES)」の原著者に許可を得て日本語版作成を
実施した．研究員4名で原文を日本の精度や文化
的背景に合うように複数回議論し，修正を重ね
て仮尺度へと翻訳した．専門業者にも逆翻訳を
依頼し，日本語版を完成させた．今後は信頼
性・妥当性の検討へと進めていく予定である．
共著者：小川泰弘，梅田錬，長池将太，◎福原
啓太
本人担当分：執筆補助，尺度翻訳，データ収
集，データ分析

「大阪作業療法ジャーナ
ル」
第31巻第1号
P.72～P.73

3　統合失調症者セルフエ
フィカシー研究会 平成28年
度 活動報告

「大阪作業療法ジャーナ
ル」
第31巻第1号
P.66～P.66

4　精神科生体医工学的指
標・生活研究会 平成28年度
活動報告
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単著・
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発行又は

発表の年月
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発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

「学会発表」

〈国際会議〉

― 平成26年6月

ー 令和元年6月

ー 令和元年6月

2　What are Effective
Ways to Maintain
Cognitive Abilities of
People with Severe
Dementia? Results of a
One-Year Follow-Up Using
the Cognitive Test for
Severe Dementia
（重度認知症の人々の認知
機能を維持する効果的な方
法は何か？CTSD［重度認知
症患者用認知機能検査］を
用いた1年間のフォローアッ
プの結果）

3　Comprehensive Social
Cognition in
Schizophrenia from the
Social Common Sense
Ability Perspective
（統合失調症における包括
的な社会的認知昨日につい
て、社会常識的能力の観点
から）

13th International
Society of Physical
and Rehabilitation
Medicine World
Congress (ISPRM 2019)
（於　神戸コンベンショ
ンセンター）

近年、多くの研究は統合失調症の社会的認知と
社会的機能障害の関係について注目している。
これまで社会的認知はいくつかの方法で別々に
調査されてきた。したがって、統合失調症の社
会的認知を包括的に評価する方法はあまりな
い。本研究では統合失調症の包括的な社会的認
知を社会的常識能力の観点から調査した。統合
失調症34人と健常者34人が研究に参加した。
Dewey Stry Testを用いて社会的常識能力を評価
した。正常行動と異常行動のそれぞれの合計得
点について2群で優位さがみられた。本研究は、
2群において、人間の行動に対する認識に差異が
あることを示し、また、このようなギャップが
患者の社会的機能に影響を及ぼすということを
示唆している。

◎Keita Fukuhara, Hiroyuki Tanaka, Yasuhiro
Ogawa, Yuma Nagata, Saiji Nishida, Taisuke
Mori, Takashi Nishikawa
本人探訪分：研究全般（論文執筆、研究デザイ
ン立案、データ収集、データ解析）

統合失調症患者28人，健常者28人に対し，比
喩・皮肉文テスト，心の理論課題，社会常識テ
ストを実施した．どの課題においても統合失調
症群のほうに有意な成績低下を認めた．また，
患者群を課題の成績順に群わけすると，皮肉理
解と心の理論に障害がなければ，社会常識テス
トの成績は良く，皮肉理解と心の理論に障害が
あれば，成績が低下していることがわかり，社
会的認知機能の一部は社会常識の程度にある程
度影響を与えることが示唆された．
共同発表者：◎Keita Fukuhara, Yasuhiro
Ogawa, Goro Nishio, Hiroyuki Tanaka,
Takashi Nishikawa
本人担当分：研究全般（研究計画，執筆，デー
タ収集・分析）

13th International
Society of Physical
and Rehabilitation
Medicine World
Congress (ISPRM 2019)
（於　神戸コンベンショ
ンセンター）

我々は、重度認知症患者に対し、CTSDにより1年
間の得点の変化を追った。我々は、CTSD上で、
意味のある最小の変化（4ポイント上昇）が見ら
れた患者のグループを発見した。161人のデータ
を集めたが、1年後に再テストできたのは40人で
あった。その中で、我々は4人のCTSDの得点が上
昇した参加者を発見した。しかし、その患者ら
はMMSEの得点に変化はみられなかった。彼ら
は、脳血管性認知症と診断されていた。この結
果は、CTSDによって、評価することで、重度認
知症の認知機能改善が明らかにできる群がいる
ことを示唆した。

Hiroyuki Tanaka, Yuma Nagata, Daiki
Ishimaru, ◎Keita Fukuhara, Yasuhiro Ogawa,
Takashi Nishikawa
本人担当分：データ収集、研究デザイン補助

1　Relationship among
pragmatic function, ToM
function and judgment of
abnormal social behavior
in patient with
schizophrenia.
（統合失調症患者における
語用論的機能，心の理論能
力および社会的異常行動に
対する判断能力の関連）

16th International
Congress of the World
Federation of
Occupational
Therapists（於パシフィ
コ横浜）
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単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

〈国内会議〉

― 平成24年6月

― 平成25年4月

― 平成25年6月

現在あるMMSE，HDS-Rなどの認知機能検査は重度
認知症にとって「床効果を示す」「集中力が続
かない」などの問題点が指摘されており，残存
している認知機能を評価することが難しい．そ
こで，海外で重度認知症向けに開発された
Severe Mini Mental State Examination
(SMMSE)，Severe Cognitive Impairment Rating
Scale (SCIRS)の臨床的有用性を示すことを目的
に検査―再検査信頼性と評価者間信頼性を検討
した．その結果，SMMSEとSCIRSは既存の検査の
MMSE，HDS-Rと比較して，重度認知症者の残存す
る認知機能をより詳細に評価でき，信頼性・妥
当性にたる検査であることが示唆された．
共同発表者：田中寛之，植松正保，◎福原啓
太，大西久男，西川隆
本人担当部分：検査実施を担当

日常生活で，多数の声主から命令的な幻聴に悩
まされる地域に住む慢性期の統合失調症患者1人
についての症例報告である．本患者は悪意ある
幻聴からの命令に対しても，「自分の為を思っ
て言ってくれている」と解釈していた．3人から
の声主（幻聴）に敬意を持っている本患者は，
相反する声主からの要求に耳を傾け，行動停止
に陥るといった著しい行動制限に陥っていた．
皮肉文テストでは成績低下を認めた．このこと
から悪意ある発言に対して，他者の悪意を「悪
意」と捉えることへの困難さが伺われた．
共同発表者：◎福原啓太，小川泰弘，芳賀大
輔，田中寛之，西川隆
本人担当分：研究全般（研究計画，執筆，デー
タ収集・分析）

2　統合失調症者における語
用論的能力と社会常識理解
の関連

地域に住む慢性期の統合失調症患者28人に対し
て比喩・皮肉文テスト（metaphor and sarcasm
scenario test; MSST），MMSE，社会常識テスト
を実施した．比喩理解能力はMMSE得点と有意な
相関関係を示し，皮肉誤答回避得点（皮肉を文
字通りにとらえてしまう傾向）は社会常識テス
トにおける社会常識総点と有意に相関してい
た．比喩・皮肉のような語用論的言語理解能力
は，全般的知能，または他者の正常または異常
の行動を理解するような高度な社会的能力と関
連があることが示唆された．
共同発表者：◎福原啓太，芳賀大輔，西尾五
郎，小川泰弘，内藤泰男，西川智子，大西久
男，田中宏明，田中寛之，西川隆「他3名」
本人担当分：研究全般（研究計画，執筆，デー
タ収集・分析）

3　統合失調症者における語
用論理解障害の一側面―一
症例にみられた特徴的な思
考様式―

第47回日本作業療法学会
（於大阪国際会議場）

第8回日本統合失調症学
会（於浦河町総合文化会
館）

1　重度認知症者の認知機能
検査に関する研究(第2報)-
本版SMMSE, SCIRSの信頼性
に関する検討-

第27回日本老年精神医学
会（於大宮ソニックシ
ティ）
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― 平成25年11月

― 平成26年3月

― 平成26年11月

精神科リハビリテーションのうち，社会参加の
一環として，デイケア利用患者を地域の図書館
へ引率するプログラムとその前後に実施したア
ンケート調査について報告した．精神科患者
は，地域の図書館に興味はありつつも，多くの
患者は利用していなかった．実際に図書館へ引
率し，図書館の利用方法を患者とともに経験す
るなかで，参加した患者らは地域の行き場所と
して図書館の利用を始めた．精神疾患患者を地
域の社会資源に結び付けるには，支援者が共に
経験することで不安や抵抗感を消失させること
が有効であると考えられる．
共同発表者：◎福原啓太，小川泰弘，西川隆
本人担当分：研究全般（研究計画，介入，執
筆，データ収集・分析）

精神科デイケア利用患者である統合失調症患者1
人についての事例報告である．以前より，生活
するグループホームの世話人から図書館の利用
を促されていたが，一度も行くことのなかった
患者を図書館へ引率した．そこで，本患者は趣
味である音楽関連のCDや本を借りることができ
ると知り，毎週末に図書館を利用するように
なった．支援者と共に図書館を利用することで
初めて本患者は図書館の利用価値を知ることが
できた．言葉による促しのみではなく，実際の
体験があったからこそ，その人が利用価値を見
出せ日常生活に汎化したものと考えられる．
共同発表者：◎福原啓太，小川泰弘，田中寛
之，永田優馬，多和田卓也，石井幾子，園田む
つみ，西川隆
本人担当分：研究全般（研究計画，介入，執
筆，データ収集・分析）

4　精神科デイケア利用者へ
の図書館利用の斡旋～社会
生活の広がりに向けて～

第21回日本精神障害者リ
ハビリテーション学会沖
縄大会（於沖縄コンベン
ションセンター）

6　デイケア喫茶での役割を
持つことで日常的な行動に
変化が見られた，後期高齢
の統合失調症患者の一症例

第22回日本精神障害者リ
ハビリテーション学会い
わて大会（於いわて県民
情報交流センターアイー
ナ）

認知症を伴わない高齢の精神疾患患者は，自宅
生活科デイケアなどの施設に通所することが多
く，このような患者は今後増加すると予測され
る．そこで，働きたいという希望を持ち，また
それが現実検討できていない状態として評価さ
れる後期高齢の地域在住の統合失調症患者一事
例に対し，デイケアでの喫茶活動のマスターと
いう役割を仕事実技プログラムの一環として提
供したと．その結果，精神症状（意欲向上，自
閉の消失，情動表出の改善），活動面（活動量
の増加），社会的交流面（会話量の増加）に変
化が認められた．
共同発表者：◎福原啓太，小川泰弘，西川隆
本人担当分：研究全般（研究計画，介入，執
筆，データ収集・分析）

第9回日本統合失調症学
会（於京都テルサ）

5　プログラム「図書館ツ
アー」により生活の認識や
行動に変化が見られた一症
例
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長期入院を経た，高齢の統合失調症患者一事例
が地域包括的支援により社会生活が安定した要
因について検討した事例報告である．対象者
は，退院後夫と二人暮らしになったが，外来通
院に加え，デイケアと訪問看護によるチームア
プローチにより，精神症状の安定，活動量の増
加，対人交流の増加，QOLの向上が認められた．
地域で生活することをチームで支えることで，
精神症状が活発な患者であっても十分に地域生
活できるケースが確認された．
共同発表者：◎福原啓太，藤林幸代，山西亜
弥，前川公祐，小川泰弘，西川隆
本人担当分：本人担当分：研究全般（研究計
画，介入，執筆，データ収集・分析）

第10回日本統合失調症学
会（於都市センターホテ
ル）

20年もの間，無為自閉で自宅生活を送ってい
た，元プロのジャズドラマーにおける事例報告
である．対象者は本人が希望したデイケアでの
バンド活動（作業療法）を通して，精神症状の
安定，活動量の増加，対人交流の増加，QOLの向
上が認められた．対象者のニーズを引き出すこ
とで，本人が希望としたバンド活動が目的にも
手段にもなり，社会生活が改善した．本人は，
「昔の自分に戻れた」「意欲が出てきた」と発
言し，リカバリーが達成された．
共同発表者：◎福原啓太，大尾充剛，森葉子，
小川泰弘，西川隆
本人担当分：研究全般（研究計画，介入，執
筆，データ収集・分析）

第49回日本作業療法学会
（於神戸ポートピアホテ
ル）

統合失調症とセルフエフィカシー（自己効力
感）に関する文献を国内外問わず，レビュー
し，これまでの研究動向を調査した．結果は，
海外の文献数のほうが多く，海外は比較対照研
究・介入研究の評価として使用されることが多
かった．国内では介入研究・ケーススタディが
主に多かった．セルフエフィカシー研究の文献
レビューにより，今後は，社会参加に向けた自
己効力感の尺度に注目した研究やその尺度開発
が必要であることがわかった．
共同発表者：小川泰弘, 梅田錬, 長池将太, ◎
福原啓太
本人担当分：英語文献のレビューとそのまとめ
作業

9　統合失調症を発症した
ジャズドラマーが発症前の
自分を取り戻すまでの道の
り

7　統合失調症者のセルフエ
フィカシーに関する文献レ
ビュー

第29回大阪府作業療法学
会（於大阪保健医療大
学）

8　退院後の地域包括的支援
が成功した要因の検討～長
期入院後の高齢統合失調症
患者一事例を通して～
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10　人と人をつなぐことを
目的としたプログラムの有
効性―同性集団活動による
対人関係の変化―

11　統合失調症者の就労に
関する自己効力感尺度
「Work – Related Self –
Efficacy Scale」の作成

第30回大阪府作業療法学
会（於大阪国際交流セン
ター）

就労に関する自己効力感尺度（Work - Related
Self - Efficacy Scale; WSES）は海外で作成さ
れた評価尺度である．しかし，このような就労
における自己効力感に関する評価尺度は本邦で
は見当たらない．そこで，WSES作成者に連絡を
とり，日本語版WSESを作成の許可を得た．日本
語翻訳をしたWSESを精神疾患を有する患者28人
に対し実施し，日本語の分かりにくい箇所を指
摘してもらった．さらにそれを修正した．今後
はバックトランスレーション研究に移行してい
く予定である．
共同発表者：梅田錬. 小川泰弘. 長池将太, ◎
福原啓太
本人担当分：研究計画，データ収集，データ分
析，執筆指導，発表指導

対人交流を活性化し，上手な人付き合い，仲間
作りを目的にした介入についての実践報告であ
る．デイケアプログラムの治療的効果の一つ
に，作業を共にすることによる「友人作り」が
挙げられる．また同質グループはメンバー相互
の共感が得られやすく集団としての凝集性も高
くなりやすいといわれている．今回デイケアで
実施した，同性（特に女性）同士のみで構成さ
れたプログラムは，日常の男女混合のプログラ
ムにはない凝集性が生まれやすくなることが確
認された．
共同発表者：山西亜弥, 山﨑勢津子,和田卓也,
◎福原啓太
本人担当分：研究計画指導，執筆指導，発表指
導，データ収集，データ分析指導

長期入院中で病棟からの外出を拒否する統合失
調症患者に退院促進プログラムとして，外出プ
ログラムを導入した．自己効力感の先行要因
（成功体験，代理体験，言語的説得，生理的情
緒的高揚）に基づき，介入した結果，対象者は1
人で，または病棟の友人と外出し買い物をする
ようになった．依然退院には結びついていない
ものの，退院促進プログラムによって，病院外
への外出回数が増加し，社会生活における行動
範囲の拡大が認められた．
共同発表者：前川公祐，◎福原啓太
本人担当分：研究計画指導，執筆指導，発表指
導

12　長期入院患者が街に出
た！！～退院促進プログラ
ムの取り組みより～

第23回日本精神障害者リ
ハビリテーション学会高
知大会（於高知市文化プ
ラザかるぽーと）

第20回日本デイケア学会
（於大阪府立国際会議
場）
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統合失調症と診断された20代の対象者が，効果
を実感できなかった薬物療法を拒否したため，
デイケア治療のみで対応したところ，デイケア
プログラムによる問題解決能力向上訓練を通し
て，他者交流が増加し，慢性的に持続していた
対人面の不安感が消失した．また安心感の獲得
により不安感や病的体験の減少が認められた．
このような薬物療法がうまく適合しないケース
でもデイケアのような心理社会的治療により社
会機能が改善することが確認された．
共同発表者：◎福原啓太, 藤林幸代, 山西亜弥,
西川隆
本人担当分：研究全般（研究計画，介入，執
筆，データ収集・分析）

第50回日本作業療法学会
（於ロイトン札幌）

15　統合失調症における病
識と神経認知機能の関連

病識の低下は統合失調症の主要な特徴のひとつ
であり，治療コンプライアンスや再入院率など
の因子と関連が示されていることから，臨床的
にも重要な指標である．また病識の低下は，神
経認知機能障害と関連していることが報告され
ている．本研究では，「狭義の病識」，「障害
認識」と神経認知機能の関連について調査し
た．その結果，「狭義の病識」の低下には認知
機能障害が影響している可能性が示唆された．
一方「障害認識」は神経認知機能に依存してい
ない可能性が示唆された．
共同発表者：小川泰弘，◎福原啓太，梅田錬，
西川隆
本人担当分：研究計画への提言，考察部分への
提言，発表方法への提言

不安を根底に持つ神経性障害には，一般的に薬
物療法や認知行動療法などが適用される．認知
行動療法の中でも，行動を伴う注意の転換
（distraction）は強迫観念や不安の抑制に効果
がある．事例報告では，20代女性，強迫性障害
の患者に対し，distractionを支援した．具体的
には，不安が増大する場面に対して本人がしう
る対処行動をリスト化した．不安場面で，その
リストを見ることにより落ち着いて不安への対
処行動を実行していくよう支援した．その結
果，対処行動の強化，不安の軽減，地域生活に
対する自己効力感の向上，社会生活の改善が認
められた．
共同発表者：◎福原啓太，田中宏明，西川隆
本人担当分：研究全般（研究計画，介入，執
筆，データ収集・分析）

13　統合失調症の軽症事例
に対するデイケア治療のみ
による変化-事例報告‐

第11回日本統合失調症学
会（於ベイシア文化ホー
ル）

14　強迫性障害患者の不安
に対するdistraction技能獲
得のための支援―事例報告
―

第50回日本作業療法学会
（於ロイトン札幌）
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― 平成28年10月

― 平成28年10月

― 平成29年9月 第51回日本作業療法学会
（於東京国際フォーラ
ム）

精神障害者の就職件数はこの10年で増加の一途
をたどっているが，就労意欲が表面化しづらく
就労へのニーズが潜在化している患者に対して
は十分な支援が行き届いていない．そこでわれ
われは，そのような患者8名に対し意欲を引き出
すことを目的に病院内での短期就労体験プログ
ラムを実施した．その結果，就労の継続を希望
した者，ハローワークに通いだした者が認めら
れた．たとえ対象者の就労意欲が表面化してい
なくとも，潜在的にそれを有している可能性が
あることが示唆された．
共同発表者：小川泰弘，田口功，高結花，◎福
原啓太，西川隆
本人担当分：研究計画，執筆補助，結果の解釈
への提言

第31回大阪府作業療法学
会（於大阪国際交流セン
ター）

17　就労関連自己効力感尺
度 Work-related self-
efficacy scale WSES
日本語版の信頼性・妥当性
の検討

指針疾患患者に対する評価では，客観的指標だ
けでなく，「患者自身がどのように感じている
か」という主観的側面の評価が重要視されてい
る．主観的側面における評価指標の一つとして
セルフエフィカシーがある．本研究では，諸外
国で用いられている「仕事関連自己効力感尺度
Work-related self-efficacy scale（WSES）」
の原著者に許可を得て，日本語版を作成し，そ
の信頼性・妥当性を検討している．WSESは就労
についての患者の主観的側面を評価できること
から，治療計画立案のための指標としてだけで
はなく，介入の効果指標としても有効であると
思われる．
共同発表者：小川泰弘，梅田錬，長池将太，◎
福原啓太
本人担当分：研究全般（研究計画，執筆援助，
データ収集・データ分析）

18　就労意欲が表面化して
いない精神科デイケア患者
に対する短期就労体験プロ
グラムの効果

16　精神疾患患者を対象と
した，生体医工学技術を用
いた客観的指標の検討

2013年にDSM-5が公表された．統合失調症の診断
基準では，DSM-Ⅳ-TRで“affective
flattening”とあった記載が，この改定で，
“diminished emotional expression”へと変更
された．これは，必ずしも統合失調症患者が感
情体験に障害があるのではなく，むしろ表出に
のみ障害が生じる場合があることを示したもの
である．本研究では，その感情表出のうち声の
抑揚（prosody）の客観的評価に注目している．
具体的な評価方法は主観的バイアスを排除した
もので，被験者の声をデジタル録音し，コン
ピュータ分析により客観的評価として非常に精
度の高いものとなっている．本報告では，本研
究の有用性と研究経過について報告した．
共同発表者：◎福原啓太，小川泰弘，森泰祐
本人担当分：研究全般（研究計画，執筆，デー
タ収集・分析）

第31回大阪府作業療法学
会（於大阪国際交流セン
ター）
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― 平成29年12月

ー 平成30年7月

ー 平成30年12月 第33回大阪府作業療法学
会（於藍野大学）

統合失調症の「情動表出の減少」が注目されて
いる。平成30年度は統合失調症と健常者を対象
として、情動表出について評価者の耳による判
断を用いて評価した。評価方法はPutnam(2007）
の方法を採用している。研究進捗について、本
学会で結果と考察を交え発表した。

◎福原啓太、 小川泰弘、森泰祐
本人担当分：研究全般（研究計画、執筆、デー
タ収集・分析）

統合失調症の症状は陽性症状，陰性症状，認知
機能障害が主に挙げられるが，バイオマーカー
のような客観的かつ定量的に評価されることは
稀である．本研究では，陰性症状のうち情動表
出の減少をプロソディと会話量の観点からコン
ピュータをもちいて分析した．また陽性・陰性
症状，日常生活活動も評価し，それらとの関連
性を検討した．その結果，一部のプロソディと
会話量は統合失調症患者において障害が確認さ
れ，会話量は陰性症状と日常生活活動と関連し
た．会話量は他者との関りにおいて重要である
ことが示唆される．
共同発表者：◎福原啓太，小川泰弘，森泰祐
本人担当分：研究全般（研究計画，執筆，デー
タ収集・分析）

20　統合失調症における会
話量と精神症状，活動量と
の関連について

第38回近畿作業療法学会
（於大阪国際交流セン
ター）

統合失調症の言語表出能力が注目されている。
その中でも本研究は会話量に着目した。統合失
調症患者の会話量と精神症状、行動評価に関し
て関連性を分析したところ、ポジティブな刺激
に対する発話時間と陰性症状は有意な負の相関
を示し、ニュートラルな刺激に対する発話時間
においても陰性症状と有意な負の相関を示し、
そして行動評価とも有意な負の相関を示した。
ネガティブな刺激に対する発話時間は陰性症状
と有意な負の相関を示し、また行動評価とも有
意な負の相関を示した。一方で、インタビュー
時の発話時間は陽性症状と正の相関を示した。
統合失調症の発話量は課題設定や状況により、
異なるタイプの精神症状や行動と関連すること
が明らかとなった。

◎福原啓太、大尾充剛、森泰祐、小川泰弘、西
川隆
本人担当分：研究全般（研究計画、執筆、デー
タ収集・分析）

21　統合失調症の情動表出
能力について～精神科生体
医工学的指標・生活研究会
H30年度研究報告～

19　精神科生体医工学的指
標・生活研究会H29年度研究
報告

第32回大阪府作業療法学
会（於大阪国際交流セン
ター）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

ー 平成30年12月

ー 令和元年9月

ー 令和元年9月

23　病院内売店実習と尺度
を用いた振り返りにより就
労への自己効力感が向上・
適正化した事例について
就労関連自己効力感尺度を
用いて

第53回日本作業療法学会
（於福岡国際会議場）

我々の研究グループが海外から輸入し、日本語
版について作成した就労関連自己効力感尺度を
持ちて、就労支援を実施した。対象者には売店
実習（店員補助）を活動として提供し、その振
り返りを就労関連事故効力感尺度を用いて実施
した結果、対象者は、自身の弱点を振り返るこ
とがでい、支援者に指摘されるのではなく、能
動的に自身の弱点を克服するための行動をとる
ことができた事例について報告した。

◎福原啓太，小川泰弘，長池将太，梅田錬，田
中寛之
本人担当分：研究全般（研究計画、執筆、デー
タ収集・分析）

日本デイケア学会第24回
年次大会札幌大会（於北
星学園大学）

24　複数の精神科デイケア
を巡回式に利用する事の可
能性についての一考察　－
事例報告－

問題行動を起こしてしまう精神科デイケアに通
所する対象者に対し、複数の精神科デイケアが
協同して、対象者を巡回式に支援した。その結
果、対象者は適度な緊張感を保ちながら、問題
行動を起こすことなく、各精神科デイケアで過
ごすことができた。この画期的な方法について
事例報告を行った。

森岡知久、谷上美奈子、◎福原啓太
本人担当分：執筆補助、介入、データ整理補助

22　引換券を用いることで
予測障害を減少させ、活動
範囲の拡大に至った慢性期
統合失調症の患者につい
てー事例報告ー

日本精神障害者リハビリ
テーション学会　第26回
東京大会（於早稲田大学
国際会議場）

将来のことに対して予測することが困難とな
り、活動の範囲が狭小化していた慢性期病棟に
入院している統合失調症患者に対し、将来の活
動を示した紙（引換券）を用いて、プログラム
活動へ誘導した結果、次の行動（活動）に対し
て予測が可能となり、活動範囲の拡大に至った
事例について報告した。

森泰祐、李真吾、稲富宏之、◎福原啓太、日垣
一男
本人担当分：執筆補助、介入補助、対象者評価
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

ー 令和元年9月

ー 令和元年9月

ー 令和元年9月 精神科デイケアでの支援においては, 「患者自
身がどのように感じているか」という主観的側
面, とりわけ自己効力感が重要な指標のひとつ
と考えられる. 自己効力感には, 具体的な課題
や状況に依存せず, 個人が日常生活の中で示す
「一般性自己効力感」と, 具体的な課題や領域
に対する「課題特異的自己効力感」の2つの水準
があることが知られている. 今回の発表では,
病院内就労体験と就労移行支援通所によって自
己効力感に変化のみられた症例を報告し, 就労
に関連する課題特異的自己効力感尺度を臨床で
使用する意義について述べることを目的として
発表した.

小川泰弘、長池将太、◎福原啓太、梅田錬、西
川隆
本人担当分：執筆補助

25　就労関連自己効力感
Work-related self-
efficacy scale日本語版
（WSS-J）の作成　～信頼
性・妥当性の検討～

日本デイケア学会第24回
年次大会札幌大会（於北
星学園大学）

我々の研究グループは海外から就労関連自己効
力感尺度を輸入し、日本語版を作製した。本研
究では、本尺度の日本語版について、信頼性と
妥当性を検討した結果、十分な信頼性と妥当性
が示された。

梅田錬、長池将太、小川泰弘、◎福原啓太
本人担当分：研究計画、執筆補助、データ収
集、データ解析

26　精神科デイケアにおけ
る多元主義の応用について

日本デイケア学会第24回
年次大会札幌大会（於北
星学園大学）

精神医学において、現在、多元主義を用いた考
え方が推奨されている。精神科デイケアにおい
ても多元主義の考え方は非常に有用である。そ
の有用性について、事例を交えて報告した。

◎福原啓太、田中寛之、小川泰弘、西川隆
本人担当分：執筆、事例介入

27　就労訓練によって自己
効力感に変化の見られた一
事例　～WSS-JとGSESの比較
～

日本デイケア学会第24回
年次大会札幌大会（於北
星学園大学）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

ー 令和元年9月

「シンポジウム」

― 平成27年6月

― 平成27年11月

臨床に従事しながらの研究は，労力と時間がか
かり決して楽ではない．作業療法士が特に精神
科領域において研究を続ける際，多くの困難と
向き合う必要がある．発表者自身の臨床研究の
経験を通し，臨床で芽生えた疑問を研究疑問に
発展させ，臨床研究に結びつける過程を聴衆
（臨床家）に対して教育的観点からわかりやす
く説明している．エビデンスに基づいた評価・
治療を患者に提供できるよう，全国学会の場
で，精神科領域に従事する作業療法士に呼び掛
けている．

我々の研究グループは海外から就労関連自己効
力感尺度を輸入し、日本語版を作製した。本研
究では、本尺度の日本語版について、因子構造
について検討した。119人の精神障害者を対象に
就労関連自己効力感尺度を実施し、因子分析を
行った。その結果、原版と同様に日本語版も4因
子であることが確認された。

長池将太、◎福原啓太、梅田錬、小川泰弘
本人担当分：研究計画、執筆補助、データ収
集、データ解析

28　精神障がい者の就労に
関する自己効力感尺度
Work-Related Self-
efficacy Scale日本語版作
成の試み　～因子構造の検
討～

日本デイケア学会第24回
年次大会札幌大会（於北
星学園大学）

2　「作業療法って何？」を
伝える．考える．精神分野
の作業療法士の役割

第4回大阪府立大学作業
療法大会（於大阪府立大
学）

大阪府立大学学部生を対象に，精神分野におけ
る作業療法士の役割について教育的，学術的，
臨床的観点から講演した．臨床現場に触れる機
会が少ない学部生に精神障害をわかりやすく伝
え，精神障害者の困難を社会機能の観点から解
説し，演者が経験した症例を挙げ，臨床現場に
おける作業療法士の役割，支援方法を提示し
た．その際，患者の生活と学生自身の生活を対
比させ，患者が求める，あるいは社会的に求め
られる生活に向けたリハビリテーション・作業
療法を提言した．

1　臨床に従事する精神科OT
が研究することの意義

第49回日本作業療法学会
（於神戸ポートピアホテ
ル）
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リハビリテーション医学、理学療法学、障害学、老年学

2　応用健康科学 ヘルスプロモーション

年月日

令和1年～現在

平成27年10月

1．明石市介護保険事業所連絡協議会 平成24年10月

2．加古川市地域セミナー 平成27年11月

明石市介護保険事業所連絡協議会主催のセミナー
にて「介護予防の為の運動療法」についての講演

加古川市の地域在住高齢者について「認知症予防
と運動療法」について講演

母校にて国家試験対策の講義を担当した。担当科
目は内部障害理学療法と物理療法学であった。内
部障害理学療法は心電図の診かたと心疾患の理学
療法について国家試験問題を解きながら解説し
た。物理療法学は概論と物理療法の基礎、実施方
法について国家試験問題を解きながら解説した。

平成24年
～

平成26年

2）国家試験対策

3）専門学校記念式典の特別講演 専門学校卒業生として学生・教員・卒業生を対象
に15周年記念式典での講演した。講演内容は「セ
ラピストが褥瘡対策チームで発揮できる技術」と
し、局所治療としての物理療法と、予防としての
ポジショニングの有効性について講演した。

4）地域セミナー

令和1年～現在 早期体験実習、地域実習用の実習の手引を作成し
た。地域実習においては、学生が地域実習を円滑
に行えるようにするため、経験項目シートを作成
し、大学教員と臨床実習指導者が学生に実習して
ほしい項目に差が出ないようにする取り組みを
行った。

２）実習の手引

３　教育上の能力に関する大学等の評価

1）臨床実習教育

４　実務の経験を有する者についての特記事項

研 究 分 野

3　福祉工学

教 育 研 究 業 績 書

令和　2年　6月　30日

氏

研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

1　リハビリテーション科学

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

２　作成した教科書，教材

事項 概　 要

１　教育方法の実践例

１）運動学Ⅰ（総論） 運動学Ⅰ（総論）の講義は幅広く、教科書を読む
だけでは学生へは伝わりにくい。そのため、教科
書の中から比較的重要度の高い項目を抜き出し、
ワークブックを作成した。そうすることで、学生
の学習意欲意欲を高めることができた。

平成18年
～

平成30年

5つの大学からの臨床実習指導を担当した。年間約
10名の学生に対して、理学療法評価・理学療法実
施方法について指導し、レポート作成および症例
報告会を実施した。特に物理療法と地域理学療法
に関しては大学で学んでいる学生が少なかったた
め、上記二点を中心に指導した。その結果、実習
生は物理療法の効果については特に興味を抱いて
いた。
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年月日事項 概　 要

3．明石市大久保町在宅介護支援センター 平成28年7月

平成29年10月

年月日

1）理学療法士免許 平成15年4月30日

平成20年1月1日

平成23年3月 修第八八号(神戸大学大学院)
平成23年9月1日

平成24年4月1日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

9）専門理学療法士（生活環境支援系） 平成25年4月1日 登録番号2016S-05-000039（日本理学療法士協会）
平成29年3月

1）河上整形外科

2）中山外科

明石市大久保町の老人クラブにて「認知症予防と
運動療法の必要性」についての講演と自宅ででき
る運動を実施。

4．兵庫県健康保険事務所主催「筋萎縮性側索硬化
症（ALS） 医療相談会・交流会

ALS患者・患者家族に対して、神経内科医が「ALS
の病態と治療について」、理学療法士が「ALSのリ
ハビリテーション」の講演を行った。その後交流
会に参加し、日常生活上で困っている事などにつ
いて助言を行った。

6）認定理学療法士（介護予防）

2）日本理学療法士協会褥瘡・創傷ケア認定
理学療法士認定試験問題作成

褥瘡・創傷ケア認定理学療法士の認定試験問題を
作成した。

概　　 　　要

登録番号19-6（日本理学療法士協会）

2）3学会合同呼吸療法認定士 登録番号第080806号（日本胸部外科・呼吸器・麻酔科学会）

なし

10）博士（医療リハビリテーション学） 医リ博甲第四号（神戸大学大学院）

２　特許等

褥瘡・創傷ケア認定理学療法士の必須研修会で指
導するための教材を作成した。内容は「褥瘡の創
面評価、リスク評価について」「褥瘡・創傷ケア
に対する電気刺激療法の実際」の資料を作成し
た。

平成25年
～

令和1年

1）日本理学療法士協会認定理学療法必須
研修会資料作成

整形外科の術後理学療法および外来理学療法を中
心に理学療法業務に従事した。木・土曜日は午後
が休診であったため、訪問リハビリテーションで
維持期の脳梗塞後遺症患者の理学療法を実施して
いた。

平成16年4月
～

平成17年8月

有床診療所の理学療法士として、心疾患患者や呼
吸器疾患患者の理学療法を実施した。呼吸療法認
定師や心臓リハビリテーション指導士の取得はこ
の時期に取得し、ケースレポート等もまとめた。
また、寝たきり高齢者の理学療法も実施し、褥瘡
治療および褥瘡予防のポジショニング等を実施し
ていた。褥瘡の理学療法に関する臨床研究はこの
時期に実施していた。平成22年4月より介護保険領
域の部署の異動となり、主任として通所リハビリ
テーションと訪問リハビリテーション業務に従事
した。理学療法業務に加え、職員管理、利用者契
約などの業務も担当した。

平成17年9月
～

平成24年8月

4）修士（保健学）

登録番号第417号（日本褥瘡学会）

7）認定理学療法士（褥瘡・創傷ケア）

8）専門理学療法士（物理療法）

平成25年
～

令和1年

免許番号第47993号

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

事項

登録番号16-120（日本理学療法士協会）

登録番号2016S-06-000005（日本理学療法士協会）

１　資格，免許

３　実務の経験を有する者についての特記事項

5）日本褥瘡学会　認定褥瘡理学療法士

５　その他
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年月日事項 概　 要

3）株式会社アバンサール 平成24年9月～

（査読）

平成24年11月

平成26年4月

平成26年7月

平成26年11月

平成27年4月

平成27年7月

平成27年11月

平成28年4月20日

平成28年7月

平成28年7月

平成28年11月

平成24年11月に通所介護施設を開設し、機能訓練
指導員として理学療法業務を実施した。平成27年4
月に訪問看護ステーションを開設し、それ以降は
訪問リハビリテーション業務に従事している。現
在は地域で認められた通所介護施設と訪問看護ス
テーションとなり、明石市介護保険サービス事業
者連絡協議会や在宅介護支援センター、兵庫県健
康保険事務所より講演依頼をいただき、理学療法
業務に加え講演等の職務も実施している。最近で
は地域の神経内科医と共に神経難病患者（ALS、多
系統萎縮症、脊髄小脳変性症等）を担当すること
が多く、褥瘡予防をはじめ、褥瘡治療、理学療法
業務を遂行している。また、取締役として、会社
の管理運営を実施している。経理・総務は部門分
けをし、他の役員が担当しているため、私は執行
役員として運営部門を中心に理学療法士として従
事している。

一般演題査読

一般演題査読

一般演題査読

一般演題査読

一般演題査読

一般演題査読

7）第51回日本理学療法学術大会

9）第24回日本物理療法学会学術大会

8）Journal of Wound Care

10）第56回近畿理学療法学術大会

一般演題査読

投稿論文査読

一般演題査読

一般演題査読

一般演題査読

４　その他

11）第52回日本理学療法学術大会

3）第54回近畿理学療法学術大会

4）第50回日本理学療法学術大会

5）第27回兵庫県理学療法学術大会

6）第55回近畿理学療法学術大会

1）第48回日本理学療法学術大会

2）第26回兵庫県理学療法学術大会

業績書－3
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年月日事項 概　 要

平成29年4月

平成29年7月

平成29年7月

平成30年7月

令和1年7月

平成26年11月3日

平成30年7月1日

平成31年1月20日

令和1年8月23日

令和1年10月20日

平成23年9月

平成24年5月

平成26年5月

平成27年9月

平成28年3月

（研修会講師）

平成25年9月29日

一般演題査読

18）第30回兵庫県理学療法学術大会

第17 セッション 生活環境支援系2 の座長

第9 セッション の座長

19）第58回近畿理学療法学術大会

20）第21回日本褥瘡学会学術集会

第3 セッション 生活環境1　の座長

23）褥瘡局所治療 (down stream)における
理学療法技術．
テーマ：褥瘡対策チームで発揮できる
理学療法技術．

（一般演題座長）

一般演題査読

15）第26回日本物理療法学会学術大会 一般演題査読

16）第27回日本物理療法学会学術大会

臨床で実施している電気刺激療法の実際をシンポ
ジストとして発言した。また、海外で発表されて
いる先行研究との比較も行い、電気刺激療法の必
要性について提言した。（第47回日本理学療法学
術大会）

21）職種別サテライトシンポジウム
（理学療法士）

テーマ：新人から見た褥瘡の魅力．

22）直流微弱電流刺激療法の効果と実践．
テーマ：最先端のエビデンスUpdate
褥瘡ケアへの理学療法士の参画．

一般演題査読

21) 第28回日本物理療法学会学術大会

リハビリテーション２／機器・用具　の座長

一般口述演題Ⅴ　神経・筋制御の座長

一般演題査読

12）第29回兵庫県理学療法学術大会

24）日本褥瘡学会認定師によるチーム医療
の今後の方向性について

認定褥瘡理学療法士として褥瘡予防・管理におけ
る理学療法士の必要性と可能性についてシンポジ
ストとして発言した。（第17回日本褥瘡学会学術
集会）

25）褥瘡ケアにおける多職種協働の取り組み
～地域連携の実際．

褥瘡ケアにおける多職種協働の取り組みを在宅ケ
アに関わる理学療法士の立場からパネリストとし
て発言した。（第13回 日本褥瘡学会近畿地方会学
術集会）

褥瘡局所治療として電気刺激療法と超音波療法の
有効性について、実施している方法と臨床データ
についてシンポジストとして発言した。（第49回
日本理学療法学術大会）

（シンポジウム・パネルディスカッション）

17）第54回近畿理学療法学術大会

褥瘡予防・管理に理学療法士としてどのように関
わっているのか褥瘡に関わりだした新人セラピス
トとして、理学療法士が関わる魅力についてシン
ポジストとして発言した。（第13回日本褥瘡学
会）

13）第25回日本物理療法学会学術大会

14）第57回近畿理学療法学術大会

26）認定理学療法士必須研修会講師 日本理学療法士協会主催の褥瘡・創傷ケア認定理
学療法士の必須研修会にて「褥瘡の評価と物理療
法の実際」のテーマで講義した。
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年月日事項 概　　　　　　　要

平成26年6月22日

平成27年10月24日

　

平成27年12月6日

平成28年10月7日

平成28年12月11日

平成29年8月20日

平成29年10月15日

平成30年9月16日

平成30年12月1日

令和1年5月18日

38）第21回日本褥瘡学会学術集会　教育講演11 令和1年8月24日

令和1年9月7日

35）認定理学療法士必須研修会講師 日本理学療法士協会主催の褥瘡・創傷ケア認定理
学療法士の必須研修会にて「褥瘡の評価と物理療
法の実際」のテーマで講義した。

36）姿勢・活動ケア研究会「褥瘡セミナー」講師

37）姿勢・活動ケア研究会「褥瘡セミナー」講師

姿勢・活動ケア研究会主催の褥瘡セミナーにて
「褥瘡の評価と物理療法」のテーマで講義した。

日本理学療法士協会主催の褥瘡・創傷ケア認定理
学療法士の必須研修会にて「褥瘡の評価と物理療
法の実際」のテーマで講義した。

39）認定理学療法士必須研修会講師

姿勢・活動ケア研究会主催の褥瘡セミナーにて
「褥瘡の評価と物理療法」のテーマで講義した。

教育講演11（褥瘡患者のリハビリテーション医
療）のテーマで講演した。なお、この教育講演は
皮膚科領域講習1単位に該当する講演である。

28）ハンズオンセミナー講師

30）第51回日本理学療法士協会全国学術
　  研修大会講師

日本褥瘡学会主催の兵庫県在宅褥瘡セミナーのリ
ハビリテーション分野で講師として、看護師・介
護士理学療法士・作業療法士を対象に講義した。

33）富山県理学療法士会研修会講師

第23回日本物理療法学会学術大会にて、褥瘡・創
傷ケアの物理療法について実際に物理療法機器を
使用してハンズオンセミナーを実施した。

27）認定理学療法士必須研修会講師 日本理学療法士協会主催の褥瘡・創傷ケア認定理
学療法士の必須研修会にて「褥瘡の評価と物理療
法の実際」のテーマで講義した。

29）認定理学療法士必須研修会講師 日本理学療法士協会主催の褥瘡・創傷ケア認定理
学療法士の必須研修会にて「褥瘡の評価と物理療
法の実際」のテーマで講義した。

沖縄県で開催された日本理学療法士協会全国学術
研修大会において「褥瘡ケアで理学療法士だから
できること～病院・施設・在宅ケア～」のテーマ
で講演した。

31）認定理学療法士必須研修会講師 日本理学療法士協会主催の褥瘡・創傷ケア認定理
学療法士の必須研修会にて「褥瘡の評価と物理療
法の実際」のテーマで講義した。

平成28年10月30日

褥瘡・創傷ケアの理学療法に関する内容で理学療
法士・作業療法士・看護師を対象とした講演を実
施した。

34）認定理学療法士必須研修会講師 日本理学療法士協会主催の褥瘡・創傷ケア認定理
学療法士の必須研修会にて「褥瘡の評価と物理療
法の実際」のテーマで講義した。

32）兵庫県在宅褥瘡セミナー講師
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年月日事項 概　　　　　　　要

（学会運営）

平成21年3月8日

平成26年3月2日

平成28年5月13日

平成28年10月1日

平成29年5月12日

42）日本物理療法学会　法人化担当委員 平成29年8月21日

平成30年5月12日

平成30年3月～

令和2年3月

令和2年6月10日

44）日本褥瘡学会近畿地方会学術大会準備委員長 日本褥瘡学会近畿地方会の学術大会において準備
委員長を拝命された。

40）日本褥瘡学会実態調査委員　協力者 4年に1度の日本褥瘡学会褥瘡患者実態調査の調査
委員の協力者として、兵庫県内の病院・施設など
に調査依頼を行った。

日本褥瘡学会近畿地方会学術集会準備委員として
開催1年半前より運営準備に従事した。

任意団体であった日本物理療法学会を一般社団法
人として法人化するための担当委員として勤め
た。8月21日に一般社団法人として認可され、設立
時社員として登記された。

43）日本褥瘡学会認定師委員会
　　認定師審査（新規・更新）

日本褥瘡学会認定師委員会の認定師審査委員とし
て、新規申請者および資格更新者の採点を行っ
た。

日本褥瘡学会認定師委員会の認定師審査委員とし
て、新規申請者および資格更新者の採点を行っ
た。

45）日本褥瘡学会認定師委員会
　　認定師審査（新規・更新）

41）日本褥瘡学会認定師委員会
　　認定師審査（新規・更新）

日本褥瘡学会認定師委員会の認定師審査委員とし
て、新規申請者および資格更新者の採点を行っ
た。

平成26年10月
24・25日

日本物理療法学会学術大会準備委員として開催1年
半前より運営準備に従事した。主に演題担当とし
て、演題の査読振り分け、プログラム作成に従事
した。

39）日本褥瘡学会認定師委員会
　　認定師審査（新規・更新）

日本褥瘡学会認定師委員会の認定師審査委員とし
て、新規申請者および資格更新者の採点を行っ
た。

36）第6回日本褥瘡学会近畿地方会学術集会
   準備委員

37）第11回日本褥瘡学会近畿地方会学術集会
   準備委員

38）第23回日本物理療法学会学術大会
   準備委員

日本褥瘡学会近畿地方会学術集会準備委員として
開催1年前より運営準備に従事した。
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要

（著書）
共著 平成24年9月

共著 平成26年5月

共著 平成27年5月

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

克誠堂

文光堂

文光堂

1.創傷のすべて 創傷に対する外科療法・保存療法・看護ケア・リ
ハビリテーションの内容をまとめた書籍である。
B5判 総頁数403頁
監修：市岡滋編集：安部正敏，溝上祐子，寺師浩
人
共著者名：市岡滋、安部正敏，溝上祐子，寺師浩
人、杉元雅晴，吉川義之、他39名本人担当部分：
第Ⅳ章：創傷に対する治療選択：5．物理療法 電
気刺激療法　pp320,　321（共著；杉元雅晴，吉
川義之）
創傷に対する電気刺激療法の実施方法および効果
についてまとめた。

廃用症候群の特徴，発症のメカニズム、経過な
ど，前提となる基礎知識を症状ごとに簡潔に解説
した。また、実際の臨床でどう対応すべきか、主
な疾患に特有な廃用症候群を想定し、その予防と
臨床的介入について具体的に解説した。B5判　総
頁数264頁
編集：奈良勲，神戸晃男，山崎俊明，木林勉共
著者名：奈良勲，神戸晃男，山崎俊明，木林勉、
杉元雅晴，吉川義之，前重伯壮、他23名
本人担当部分：第Ⅱ章：廃用症候群のメカニズ
ム：A局所性廃用症候群のメカニズム 05褥瘡）
pp73-85（共著；杉元雅晴，吉川義之，前重伯
壮）
廃用症候群に合併する褥瘡について評価と治療に
ついて解説した。

2.理学療法から診る廃用症
  候群

3.理学療法士のための在宅
  療養者の診かた

症例を通して、在宅療養者に対する理学療法の評
価からプログラムの立案まで、実際の流れに沿っ
て解説した実践書で、臨床の現場で役立つヒント
や工夫はクリニカルヒントとしてまとめた。B5判
総頁数190頁
編集：杉元雅晴
共著者名：（杉元雅晴，吉尾雅春，望月久，岩﨑
洋，山川友康，平野康之，井澤和大，宮川哲夫，
小嶋功，吉川義之，横井輝夫，前重伯壮，舘村
卓，田村佳奈美，野口まどか，渡邊光子，松田崇
本人担当分：骨折－糖尿病を合併した下肢骨折
pp 96-102（単著）
糖尿病を合併した下肢骨折の症例を提示し、評
価・理学療法プログラムの立案・実施について、
リスク管理も含めて解説した。
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成28年8月 文光堂

　

共著 平成29年5月 医歯薬出版

6.イラストでわかる物理療法 共著 令和1年6月 医歯薬出版

（学術論文）
共著 平成22年7月 理学療法学 37：470-476

診療ガイドラインについて理解し、臨床現場での
意志決定に活用できる力を身につけることを目的
としており、ガイドラインの作成過程や基礎知
識、ベースとなるエビデンスへの批判的吟味の方
法、実践適用ケースまでをわかりやすく解説して
いる。B5判 総頁数170頁
監修：中山健夫編集：日髙正巳、藤本修平
共著者名：荒木浩二郎・有明陽佑・稲富宏之・大
浦智子・大寺祥佑・尾川達也・紙谷司・小久保
徹・小向佳奈子・今法子・酒井克也・佐々木祥・
杉田翔・竹林崇・田中宏明・坪内優太・中村学・
芳賀大輔・福岡達之・福谷直人・廣江貴則・吉川
義之
本人担当部分：第4章：診療ガイドラインの活用
法；3　エビデンスと診療ガイドラインの活用の
実際．褥瘡　pp152-155（単著）
日本褥瘡学会のガイドラインから、理学療法士が
実施すべき内容について症例を提示して解説し
た。

音叉を用いた振動覚検査による転倒予測を前向き
研究により実施した。また、音叉の検者内・検者
間信頼性も検討した。その結果、後ろ向き研究と
同様の結果が得られた。カットオフ値についても
後ろ向き研究と同程度の値であり、他のパフォー
マンステストと同程度の検査精度があった。検者
内・検者間信頼性も高い値であった。上記の結果
から音叉を用いた振動覚検査は転倒予測において
有用な検査であることが確認された。
担当部分：研究計画、実施、論文のまとめ
共著者名：吉川義之, 福林秀幸, 高尾篤, 竹内
真, 松田一浩, 安川達哉, 梶田博之, 杉元 雅晴

1.音叉を用いた振動覚検査
　による転倒予測の有用性-
　地域在住高齢者を対象と
　した前向き研究による検
　討-
 （査読付）

4.理学療法を活かす褥瘡
  ケア

理学療法士が褥瘡対策チームの一員として行う理
学療法技術（運動療法・物理療法・日常生活活動
練習）を豊富な図表を用い平易に解説した。専門
職種共通の創の病態評価から予防や局所治療プロ
グラムなど必要な知識が幅広く網羅されている。
B5判 総頁数153頁
編集：杉元雅晴共著者名：杉元雅晴，吉川義之，
前重伯壮，植村弥希子，井上里英子，西山友貴，
岩﨑洋，日髙正巳
本人担当部分：第Ⅱ章：褥瘡患者の評価；2．褥
瘡の手段．第Ⅲ章：褥瘡の局所治療－物理療法；
3．電気刺激療法．第Ⅳ章：予防―姿勢管理・運
動療法；1．臥位姿勢．pp20-34, 41-48, 62-67
（単著）
褥瘡の評価、局所治療（電気刺激療法）、ベッド
上のポジショニングについて研究から得られた知
見と臨床現場から得た知識を組み合わせて解説し
た。

5.PT・OT・STのための診療
　ガイドライン活用法

物理療法の基礎知識から臨床応用までを分かりや
すくまとめた教科書である。B5判　総頁数231頁
監修：上杉雅之　編集：杉元雅晴、菅原仁　共著
者名：安孫子幸子・植村弥希子・大矢暢久・金原
一宏・斎藤弘・髙木峰子・中西亮介・平賀篤・太
箸俊宏・吉川義之
本人担当部分：第4章：温熱療法（３）超音波療
法　pp41-51（単著）、超音波の理論と治療方
法・目的および留意点について説明し、疾患別に
使用方法などを解説している。
第7章：水治療法　pp77-87（単著）、水の特性、
力学的・生理学的作用および治療目的を解説し、
実際の臨床場面での使用方法について説明してい
る。
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成23年1月

単著 平成23年3月

共著 平成23年6月

共著 平成24年1月

3.側臥位における大転子部
の体圧分散を配慮したポ
ジショニングの検証

（修士論文）

神戸大学大学院 健常成人と高齢者に対して30度側臥位時の体圧分
散可能な肢位と安楽度について検討した。30度側
臥位時は股関節を内旋させることにより、より広
い殿筋面で圧を分散できるように考慮した。その
結果、健常者も高齢者も体圧分散が可能になり有
用な体位であることが示唆された。この殿筋面の
広さについては健常者の骨盤周囲部をCTスキャン
を用いて確認した。また安楽度にも問題なく臨床
的にも問題ないことが示唆された。（全11頁）

褥瘡会誌 13：157-161

2．Evaluation of the
 optimum electrical

  stimulation
  intensity for
  galvanotaxis in human
  fibroblast(ヒト皮膚線
 維芽細胞における直流微
 弱電流の最適電流強度の
 検討)

 （査読付）

Wound Repair and
Regeneration 19(1)

培養線維芽細胞の電気走性と電流強度を検討し
た。線維芽細胞は陽極帯電しているため陰極側へ
遊走することが報告されている。本研究結果も先
行研究と同様の結果となった。また、電流強度に
関しては50µA群でも陰極側への遊走が確認され、
100µA群ではコントロール群と有意差がみられ
た。上記の結果から微弱な電流でも線維芽細胞が
遊走することが確認された。
担当部分：細胞培養、実験、解析、まとめ
共同演者名：Sugimoto M, Terashi H, Maeshige
N, Honda H, Yoshikawa Y）

4.股関節運動と骨盤傾斜角
度が仙骨部褥瘡の形状変
化に及ぼす影響

（査読付）

仙骨部の褥瘡は股関節運動および骨盤の傾斜角度
により面積に影響を与えることが考えられる。そ
のため、股関節運動および骨盤傾斜角度が仙骨部
褥瘡の面積にどのような影響を与えるのかを確認
した。結果は股関節を屈曲すると短径および創面
積が拡大し、伸展すると創面積は縮小した。ま
た、股関節を屈曲する際は反対側の股関節を伸展
することで面積の拡大を予防できた。この結果か
ら仙骨部褥瘡患者に股関節の関節可動域運動を行
う際は反対側の股関節を伸展する必要性が示唆さ
れた。
担当部分：解析、考察、まとめ
共著者名：前重伯壮，本田寛人，吉川義之，山本
将之，寺師浩人，杉元雅晴

日本物理療法学会会誌
19, 82-86

5.直流微弱電流刺激療法が
ポケットを有する褥瘡に
与える効果
（査読付）

褥瘡の中でもポケットを有する褥瘡は難治性であ
り、治癒までに時間がかかると言われている。そ
のため、ポケットを有する褥瘡に対する治療は緊
急の課題である。そこで、ポケットを有する褥瘡
に対して電気刺激療法を実施した結果、治癒が促
進された。この結果から、ポケットを有する褥瘡
に対して電気刺激療法を実施する事でポケット面
積の縮小が促進されることが示唆された。
担当部分：治療実施、解析、論文まとめ
共著者名：吉川義之，杉元雅晴，前重伯壮，松田
一浩
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成24年1月

共著 平成24年1月

共著 平成24年3月

共著 平成24年3月

理学療法科学27：55–59

神戸国際大学リハビリ
テーション研究 3: 9-17

Journal of Wound Care
21: 5-10

これまで転倒予測に音叉を用いた振動覚検査が有
用であることを報告してきた。本研究では振動覚
検査は自覚症状に乏しいため、筋力低下などのよ
うに自覚せずに転倒するのではないかと考え自覚
症状との関連性を検討した。その結果、振動覚の
低下は転倒恐怖心などに影響を及ぼさず、低下し
ていることを自覚している高齢者が少ないことを
確認した。そのため、振動覚検査が低下している
高齢者に対してはフィードバックする必要性があ
ると考えられる。
担当部分：研究計画、実施、論文のまとめ
共著者名：吉川義之，松田一浩，竹内真，福林秀
幸，高尾篤，安川達哉，井上由里，梶田博之，杉
元雅晴

6.転倒リスク評価における
   振動覚検査の重要性
  （査読付）

8.30°側臥位の快適さの検
   証
　（査読付）

褥瘡予防におけるポジショニングに30度側臥位が
推奨されている。しかし、30度側臥位は不安定な
体位であるため快適さが疑問視されている。その
ため体幹の捻じれに配慮した30度側臥位をとるこ
とで自律神経系に与える影響を調査した。その結
果、体幹に捻じれのない30度側臥位は背臥位と同
程度の快適さであり、苦痛な姿勢ではないことが
確認された。それゆえに臨床で30度側臥位を実施
する際は体幹の捻じれに配慮する必要性がある。
担当部分：研究計画、実施、論文のまとめ
共著者名：吉川義之，杉元雅晴，前重伯壮，三嶋
一規，谷川大地，山本将之

9.高齢者の年齢階層別にお
   ける転倒恐怖感消失要因
   の検証
　（査読付）

転倒恐怖感は年齢が高くなるほど抱きやすいとい
われているため、高齢者の転倒恐怖感の関連要因
を明らかにすることを目的とした。対象者を低年
齢高齢者と高年齢高齢者の2群に分けて比較し
た。その結果、低年齢高齢者の転倒自己効力感は
クリニカルパス4週目に向上が認められたが、高
年齢高齢者の転倒自己効力感に変化はみられな
かった。そのため、高年齢高齢者の転倒恐怖感の
消失要因は運動機能だけではなく、社会的要因な
どが考えられた。
担当部分：考察、まとめ
共著者名：小枝允耶，柿花宏信，植村弥希子，長
尾徹，田川雄一，吉川義之，小枝英輝，武政誠
一，山下拓，久綱正勇

関西総合リハビリテー
ション専門学校紀要 4：
31-34

7.Optimum microcurrent
   stimulation intensity
   for galvanotaxis of
   human dermal
   fibroblasts
   (ヒト皮膚線維芽細胞の
   直流電流に最適な微弱電
   流刺激強度)
  （査読付）

培養線維芽細胞を用いて電気走性と最適電流強度
についての実験を行った。電気刺激は50µAと100µ
Aの微弱な電流強度で実施した。その結果、50µA
でも陰極方向への遊走が確認され、100µAではコ
ントロール群に比べ有意に陰極方向へ遊走してい
ることが確認された。この実験により線維芽細胞
が陰極方向へ遊走しやすいことが再確認され、
100µAという微弱な電流でも遊走することが確認
された。
担当部分：細胞培養、実験、統計解析、考察、ま
とめ
共著者名：Sugimoto M, Maeshige N, Honda H,
Yoshikawa Y, Uemura M, Yamamoto M, Terashi H
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成24年3月

共著 平成25年1月 褥瘡会誌15：1-7

共著 平成25年3月

共著 平成25年3月

神戸学院総合リハビリ
テーション研究　7：
139-145

身体教育医学研究
14：9-16

理学療法兵庫 18：7-9

12. 運動機能別にみた高齢
    者の転倒関連因子の比
    較－ロジスティック回
    帰分析による検討－
   （査読付）

高齢者の転倒因子は多くの因子があるため把握す
ることが困難な状況である。そのため、高齢者を
運動機能の高い者と低い者に分け、それぞれの因
子を検討した。その結果、運動機能の高い高齢者
は振動覚の低下が転倒因子としてあがり、運動機
能の低い高齢者は筋力低下やバランス能力の低下
など多様な因子が関わっていたことが確認され
た。
担当部分：研究計画、実施、統計、論文のまとめ
共著者名：吉川義之，梶田博之，松田一浩，高尾
篤，井上由里，杉元雅晴

13. 通所リハビリテーショ
    ンにおける内部障害の
    罹患率と課題
   （査読付）

介護保険領域でのリハビリテーションが増加して
いる中、情報提供が乏しい現状にある。その中で
も内部障害の既往をもった高齢者が多くいるにも
関わらず、情報が乏しいことは運動中のリスク管
理が不十分となることが考えられる。そのため、
服薬状況や既往歴を利用者・利用者家族・ケアマ
ネージャーに確認し情報の整理を行った。その結
果、循環器疾患の既往や治療を行っている高齢者
が多く確認された。
担当部分：研究計画、解析、考察、まとめ
共著者名：松田一浩，吉川義之，竹内真，高尾
篤，福林秀幸，安川達哉，杉元雅晴，梶田博之

10.絵画教室の利用者が受講
  生に与える影響
 （査読付）

絵画教室における絵画作業が受講生の気分および
生活にどのように影響を与えるかについて調査
し、高齢者に対する介護予防や生きがい作りとし
ての有効性について検討した。その結果、絵画教
室の利用は絵画技術の向上だけではなく、ストレ
ス発散や余暇時間の有効利用、他者交流の促進な
どの役割を担っていた。この結果により絵画教室
の利用は高齢者に対する介護予防や生きがい作り
としても有効である可能性が示された。
担当部分：解析、考察、まとめ
共著者名：梶田博之，大瀧誠，中前智通，森川孝
子，吉川義之，田伏勉

11. 仙骨部と大転子部の体
    圧分散を配慮したポジ
    ショニングと安楽度の
    検証－股関節回旋角度
    と体幹の回旋に着目し
    て－
　　（査読付）

健常成人に対して30度側臥位時の体圧分散可能な
肢位と安楽度について検討した。30度側臥位時は
股関節を内旋させることにより、より広い殿筋面
で圧を分散できるように考慮した。その結果、体
圧分散が可能になり有用な体位であることが示唆
された。この殿筋面の広さについてはCTスキャン
を用いて確認した。また安楽度にも問題なく臨床
的にも問題ないことが示唆された。
担当部分：研究計画、実施、解析、論文のまとめ
共著者名：吉川義之，杉元雅晴，寺師浩人，前重
伯壮，野口まどか
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成25年3月

共著 平成25年3月

共著 平成25年6月

共著 平成25年10月 仙骨部褥瘡に対して電気刺激療法を実施し、創の
縮小効果について検討した。刺激条件は基礎研究
のデータを用いて、褥瘡部を陰極、強度80µA、周
波数0.1Hz、時間40分、頻度週5回とした。その結
果、電気刺激療法の介入後に創の縮小が加速し最
終的に治癒に至った。本結果より標準治療に電気
刺激療法を併用することにより創の加速的治癒が
期待できる。
担当部分：研究計画、実施、解析、論文のまとめ
共著者名：吉川義之, 杉元雅晴, 前重伯壮, 寺師
浩人

理学療法学 40：200-206

14. 週1回のバランス練習を
    実施した脊髄小脳変性
    症の一例～移動能力の
    変化に着目して
   （査読付）

褥瘡会誌 14：582-586

神戸国際大学リハビリ
テーション研究 4: 35-
39

進行性疾患である脊髄小脳変性症患者に対してバ
ランス練習を中心とした理学療法を実施した症例
報告である。立位および膝立立位、四つ這い肢位
でバランス練習を工夫して理学療法を実施した結
果、日常生活活動の指標であるFIMの合計点数が
改善した。進行性疾患ではあるが、廃用性による
運動制限が出現していたために理学療法を実施す
る事でADLが改善した症例であった。
担当部分：プログラムの立案、考察、まとめ
共著者名：小枝允耶，吉川義之，植村弥希子，梶
田博之，小枝英輝

15. 個人情報記録における
    認知症原因疾患の記載
    状況について
   （査読付）

神戸学院総合リハビリ
テーション研　8:139-
144

介護保健施設利用者の多くは高齢であるため認知
症を呈した割合も多い。そこで、介護保険施設の
利用者の個人情報記録における認知症原因疾患の
記載状況について調査した。対象は192名であっ
た。その結果、認知症とのみ記載があったのが95
件であった。認知症は疾患により適切な治療やケ
アが異なるため、今後はこれらの情報整理が必要
である結果となった。
担当部分：情報整理、解析、まとめ
共著者名：梶田博之，大瀧誠，中島綾，中前智
通，森川孝子，久保田摩紀，松本謙，吉川義之

16．褥瘡部を陰極とした微
    弱直流電流刺激療法に
    よる創の縮小効果
   （査読付）

細胞培養実験にて得られた電気刺激条件を臨床研
究にて確認した。刺激条件は褥瘡部を陰極とし、
強度を80µAで1時間、週5回通電した。その結果、
全症例の創の縮小が加速し、統計学的にも有意な
結果となった。また、過去に行われた先行研究よ
りも週治癒率が高く、褥瘡に対する低強度の電気
刺激療法は創の縮小に有用であることが確認され
た。
担当部分：研究計画、実施、統計解析、論文のま
とめ
共著者名：吉川義之，杉元雅晴，前重伯壮，植村
弥希子，高尾篤，松田一浩，寺師浩人

17．仙骨部褥瘡患者に対す
    る直流微弱電流刺激療
    法の試み
   （査読付）
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成26年1月

共著 平成26年10月

共著 平成27年3月

共著 平成27年7月

18. Critical Point Of
    Direct Microcurrent
    Stimulation Intensity
    To Promote
    Galvanotaxis For
    Human Dermal
    Fibroblasts
  （ヒト真皮線維芽細胞の
    電気走性を促進する直
    流微弱電流刺激強度の
    重要なポイント）
  （査読付）

Wound Repair and
Regeneration 22(1):
A19

陽極帯電している線維芽細胞の電気走性を促進す
るため、直流微弱電流刺激を実施した。その結
果、コントロール群に比べ200 µA群で線維芽細胞
の遊走は促進され、300 µA群で抑制されることが
解明された。この結果により、臨床現場で褥瘡治
癒を促進するための線維芽細胞遊走に期待する強
度は200 µAであることが示唆された。
担当部分：解析、論文のまとめ
共著者名：Uemura M, Maeshige N, Yoshikawa Y,
Terashi H, Usami M, Takata S, Sugimoto M

19. NST対象患者の褥瘡発生
    に関わる危険因子の検
    討
   （査読付）

NST対象患者において、褥瘡ハイリスク患者ケア
加算判定項目およびK式スケール判定項目と褥瘡
発生の関連性を調査し、NST対象患者特有の褥瘡
発生因子の解明を目的とした。その結果、褥瘡発
生例では「必要カロリーを摂取していない」「褥
瘡に関する危険因子があってすでに褥瘡を有する
もの」「自力体位変換できない」「病的な骨突
出」が有意に高かった。そのためこれらに注意す
る必要性が示唆された。
担当部分：解析、考察、まとめ
共著者名：前重伯壮，野口まどか，今井秀人，沖
佳祐，吉川義之，寺師浩人，宇佐美眞

20. 立ち上がり可能な座面
    の高さと日常生活活動
    の関連性について
    －通所利用者の立ち上
    がりによる検討－
   （査読付）

神戸学院総合リハビリ
テーション研究 10：
121-127

立ち上がり可能な座面の高さの違いによって日常
生活活動との関連性があるかの検討を、通所リハ
利用者を対象として実施した。その結果、30㎝の
高さから立ち上がれる高齢者は日常生活が自立し
ていることが確認された。また、その他のパ
フォーマンステストとも関連性があり有用な検査
であることが確認された。そのため、30㎝をカッ
トオフ値する事や30㎝からの立ち上がりを目標と
する必要性が示唆された。
担当部分：研究計画、実施、論文のまとめ
共著者名：吉川義之，杉元雅晴，前重伯壮，門條
宏宣，小枝允耶，柿花宏信，梶田博之，春藤久人

21.　Positioning
     bedridden patients
     to reduce interface
     pressures over the
     sacrum and great
     trochanter
    (寝たきり高齢者の仙骨
     部と大転子部の体圧分
     散を配慮したポジショ
     ニング)
　　（査読付）

Journal of Wound Care
4: 319-325

特別養護老人ホームに入所中の高齢者17名を対象
に体圧分散可能なポジショニングの検討を行っ
た。方法は30度40度側臥位時にベッドと接する側
の股関節を自然位にした場合と内旋位した場合と
の比較検討を行った。その結果、ベッドと接する
側の下肢を内旋位にした方が広い殿筋面で体圧を
分散することができ、有用なポジショニングであ
ることが確認された。この結果により、仙骨部お
よび大転子部の褥瘡予防および褥瘡患者の治癒促
進に期待できる。
担当部分：研究計画、実施、論文のまとめ
共著者名：Yoshikawa Y, Maeshige N, Sugimoto
M, Uemura M, Noguchi M, Terashi H

褥瘡会誌　16：520-527
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成28年10月

単著 平成29年3月

共著 平成29年9月

共著 平成30年5月

共著 平成30年11月 PLoS One 10 e0195309   

糖尿病患者に対して自重負荷による下腿三頭筋ス
トレッチングを実施することで、足関節背屈可動
域の増加が確認された。足関節背屈可動域の低下
は足底圧が上昇することにより足潰瘍の要因とさ
れている為、本研究結果より糖尿病患者の足潰瘍
発生リスクを減らすためのアプローチ方法確立の
一助となる。担当部分：研究計画、考察、まと
め。共著者名：Maeshige N, Hirasawa Y,
Moriguchi M, Yoshikawa Y, Maruo K, Noguchi
M, Terashi H, Fujino H

26. Modulation of plantar
pressure and gastrocnemius
activity during gait using
electrical stimulation of
the tibialis anterior in
healthy adults（健常成人に
おける前脛骨筋への電気刺激
が歩行中の足底圧および腓腹
筋活動に及ぼす影響につい
て）（査読付）

J Jap.WOCM 22(3) 281-
286

健常成人の前脛骨筋に電気刺激療法を実施するこ
とで拮抗筋である腓腹筋が相反神経抑制され、足
底圧が減少する傾向が確認された。今後はこの方
法を用いて足底圧が上昇することにより足潰瘍が
発生しやすい糖尿病患者に対して実施し、足壊死
や切断患者の予防に努めていく。担当部分：研究
計画、考察、まとめ。共著者名：Moriguchi M,
Maeshige N, Ueno M, Yoshikawa Y, Terashi H,
Fujino H.

培養線維芽細胞を用いて電気刺激周波数の違いに
よる細胞増殖を確認した。褥瘡の治癒には線維芽
細胞の遊走・増殖・分化が必要であり、本実験で
は増殖に着目して実験を行った。その結果、強度
200µA，1-8Hzの周波数で線維芽細胞の増殖が確認
された。中でも周波数2Hzにおいて増殖が大き
かった。本研究結果から褥瘡に対して電気刺激療
法を実施する場合は周波数を2Hz前後で設定する
必要性が示唆された。
担当部分：研究計画、実施、論文のまとめ
共著者名：Yoshikawa Y, Sugimoto M, Uemura M,
Matsuo M, Maeshige N, Niba ET, Shuntoh H

22. Monophasic pulsed
    microcurrent of 1-8
    Hz increases the
    number of human
    dermal fibroblasts.
   (1-8Hzの直流バルス電流
   はヒト皮膚線維芽細胞数
   を増加させる。)
  （査読付）

23. Monophasic pulsed
    microcurrent of 1-8
    Hz increases the
    number of human
    dermal fibroblasts.
    (1-8Hzの直流バルス電
    流はヒト皮膚線維芽細
    胞数を増加させる。)
   （博士論文）
   （査読付）

培養線維芽細胞を用いて電気刺激周波数の違いに
よる細胞増殖を確認した。褥瘡の治癒には線維芽
細胞の遊走・増殖・分化が必要であり、本実験で
は増殖に着目して実験を行った。その結果、強度
200µA，1-8Hzの周波数で線維芽細胞の増殖が確認
された。中でも周波数2Hzにおいて増殖が大き
かった。本研究結果から褥瘡に対して電気刺激療
法を実施する場合は周波数を2Hz前後で設定する
必要性が示唆された。
（全21頁）

Progress in
Rehabilitation
Medicine 1, 20160005

神戸学院大学総合リハビ
リテーション学研究科

物理療法科学 24: 26-3124. 直流パルス電流の刺激
    周波数が線維芽細胞の
    遊走およびFocal
    adhesion kinaseに与え
    る影響
　　（査読付）

25. Weight-bearing
stretching of the triceps
surae muscle increases the
range of motion on ankle
dorsiflexion in diabetic
patients: an approach to
reduce the risk of
diabetic foot ulcer
development（糖尿病患者に
対する自重負荷による下腿三
頭筋ストレッチングは足関節
背屈可動域を増加させる。：
糖尿病性足潰瘍発生リスクを
減らすためのアプローチ）
（査読付）

培養線維芽細胞の遊走に関する電気刺激の最適周
波数を検討した。スクラッチ法にて線維芽細胞の
遊走に最適な周波数を求めた結果、2Hz群がコン
トロール群や10Hz群に比べ有意に遊走しているこ
とが確認された。
担当部分：細胞培養、実施、まとめ
共著者名：植村弥希子，前重伯壮，井上岳人，古
賀由華，杉元雅晴，吉川義之，宇佐美眞
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

共著 平成30年12月

共著 令和2年3月

（その他）

「総説・依頼原稿」
共著 平成22年7月

共著 平成25年2月

共著 平成25年4月

共著 平成26年12月

単著 平成27年3月

2.最先端のエビデンス
  Update : 褥瘡ケアへの理
  学療法士の参画

褥瘡ケアへの理学療法士の参画を促すため，医師
から理学療法士に期待する事をまとめていただ
き、理学療法士の立場から運動療法について、物
理療法についての内容を記載した。また、褥瘡・
予防ガイドラインの作成委員会からリハビリテー
ション分野のガイドラインについて解説した。
担当部分：電気刺激療法、まとめ
共著者名：杉元雅晴，日高正巳，寺師浩人，吉川
義之，前重伯壮，廣瀬秀行

3.慢性創傷に対する理学療
  法

慢性創傷に対する電気刺激療法と超音波療法の使
用方法と研究結果のまとめを総説論文としてまと
めた。
担当部分：まとめ
共著者名：杉元雅晴，前重伯壮，吉川義之

4. 褥瘡対策チームで発揮で
   きる理学療法技術

理学療法　30(4)：402-410

理学療法学第41: 690 -
698

褥瘡対策チームで理学療法士が発揮できる技術に
ついて解説した。理学療法士は褥瘡を評価し、さ
らに動作を評価することにより適切なポジショニ
ングを実施することができる。また、褥瘡部を評
価することにより物理療法を用いて治療に参加す
ることもできる。これらの技術で褥瘡対策チーム
で活躍する事に期待できる。
担当部分：電気刺激療法、まとめ
共著者名：前重伯壮，杉元雅晴，吉川義之，植村
弥希子，井上里英子，日高正巳

5. 褥瘡に対する物理療法の
   実践②：直流微弱電流刺
   激療法

理学療法magazine 2(3):
54-58

褥瘡に対する物理療法として電気刺激療法の使用
方法を解説した。これまでの臨床研究の結果に加
え基礎研究で得られたデータも提示し、より治癒
効果の高い電気刺激療法を実施して頂けるように
解説した総説論文である。

1．物理療法技術の継承、こ
   う考える‐臨床の立場か
   ら

日本物理療法学会誌
17:  21 -22

臨床の立場から物理療法技術を継承について教育
現場・メーカーへの提言をまとめた。
担当部分：まとめ
共著者名：前重伯壮，藤原秀太郎，本田寛人，吉
川義之，杉元 雅晴

27. Taking a sitting
    position within 13
    days of subarachnoid
    hemorrhage onset
    prevents decline in
    the ability to
    perform activities of
    daily living and
    shortens
    hospitalization
    duration（クモ膜下出
    血の発症から13日以内
    に座位をとることは、
    日常生活の活動能力の
    低下を防ぎ、入院期間
    を短縮する）
   （査読付）

くも膜下出血患者を対象として早期に座位をとっ
た症例と座位をとらなかった症例の日常生活活動
レベルと入院期間を検討した。その結果、13日以
内に座位をとった群は入院期間が短縮した。その
ため、くも膜下出血患者は病状を把握し、神経学
的兆候を確認しながら早期に歩行練習する必要性
が示唆された。担当部分：計画、考察、まとめ
共著者名：Uemura M, Inoue T, Kuwata S,
Yoshikawa Y, Matsumoto H, Hirata Y

理学療法学 40: 56-58

Int J Disabil Hum Dev
14(4) 517-524

28. 車椅子乗車時の戸の開閉
操作が坐骨結節部へ与える影
響

医療福祉情報行動科学研
究 7 25-35

車椅子乗車時における褥瘡好発部位である坐骨結
節部位のずれ力と圧力の移動を検討した。平地走
行ではなく、日常生活で必要となるドアの開閉動
作時に坐骨結節部のずれ力と圧力を測定してい
る。その結果、開き戸に比べ引き戸は前後のずれ
力が少ない結果となった。しかし、前左右方向に
ついては開き戸も引き戸もずれ力に差がなかっ
た。そのため、坐骨結節に褥瘡発生リスクがある
対象者にはドアの開閉操作は極力避けるように促
し、必要な場合は引き戸を勧めることが示唆され
た。担当部分：計画、考察、まとめ　共著者名：
吉川義之，杉元雅晴，植村弥希子，松下友貴，松
本流音
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

単著 平成28年

共著 平成30年4月

単著 令和1年12月

9．褥瘡患者のリハビリテー
ション医療 －褥瘡ケアの理
学療法－

単著 令和1年12月 これまで理学療法士が褥瘡患者に関わる際にポジ
ショニングやシーティングを中心として関わって
きたが、それ以外にも物理療法を用いて治療に参
画できることを伝えた。しかし、その際は医師や
看護師などの多職種協働が必要であり、褥瘡創面
評価の必要性なども含めて解説した。

「国際学会」

－ 平成22年9月

－ 平成24年9月

－ 平成24年9月3. Clinical Effects of
   Galvanic Micro-Current
   Stimulation for
   Pressure Ulcers
   (褥瘡に対する直流微弱
   電流刺激の臨床効果)

World Union of Wound
Healing Societies（神
奈川県）

褥瘡を有する高齢者に対して電気刺激療法を実施
し、効果を確認した。電気刺激療法は滲出液を吸
収したドレッシング材に棒状電極を挿入し、ド
レッシング材を関電極として使用した。不関電極
は10㎝程度離れた健常皮膚部位に貼付した。電流
強度は80µAとして、周波数2Hz，極性は褥瘡部陰
極として40分，週5日実施した。その結果、前例
において創が治癒した。上記の結果から、褥瘡に
対する電気刺激療法は褥瘡治癒を促進させる可能
性がある。
担当部分：研究計画、実施、解析、発表
共同演者名：Yoshikawa Y, Sugimoto M,
Maeshige N, Honda H, Terashi H

6．褥瘡ケアで理学療法士だ
   からできること

1．Effect of the combined
   use of ultrasound
   irradiation and wound
   dressing on pressure
   ulcers
  (褥瘡に対する創傷被覆材
   と超音波照射の
   併用効果)

Asian Confederation
for Physical Therapy
（インドネシア）

褥瘡に対する超音波療法の効果について検討し
た。近年の褥瘡治療は創傷被覆材を使用している
ため、補完療法として実施する際には創傷被覆材
の上から超音波療法を実施する必要がある。その
ため創傷被覆材の超音波透過率を調査し、超音波
療法を実施した。その結果、褥瘡面積が縮小し加
速的な治癒が認められた。
担当部分：解析、まとめ
共同演者名：Maeshige N, Fujiwara H, Honda H,
Yoshikawa Y, Terashi H, Usami M, Sugimoto
M）

2．A new proposal of a
   better positioning for
   a bedridden patient.
   (寝たきり高齢者に対す
   る新しいポジショニング
   の提案)

World Union of Wound
Healing Societies（神
奈川県）

褥瘡ハイリスク者である日常生活自立度Cランク
の高齢者を対象に新しいポジショニングを検討し
た。ポジショニングは30度側臥位を実施した際に
ベッドと接する側の股関節を内旋させ、殿筋面を
広げて体圧分散を試みた。その結果、体圧は分散
される結果となった。上記の結果から、30度側臥
位を実施する際はベッドと接する側の股関節を内
旋させる必要性が示唆された。
担当部分：研究計画、実施、解析、発表
共同演者名：Yoshikawa Y, Sugimoto M,
Maeshige N, Honda H, Madoka Noguchi, Terashi
H

7．理学療法士からみた褥瘡
予防の問題点とその対応策

WOC Nursing 6(4)：63-
72

理学療法学 44(1): 47-
51

褥瘡・創傷ケアについて理学療法士の必要性を解
説した。予防や環境調整などのポジショニングだ
けではなく、物理療法を用いて治療にも関われる
ことを示し、理学療法士が褥瘡・創傷ケアに関
わっていくべきという内容を解説した総説論文で
ある。

理学療法士の視点から褥瘡予防の問題点を解説し
た。移乗や移動時の注意点、ベッド上のポジショ
ニングや車椅子駆動時における問題点などを他職
種にもわかりやすく解説している。担当部分：体
位変換・姿勢保持、基本動作における注意点。共
著者名：杉元雅晴，吉川義之，植村弥希子

訪問リハビリテーション
9：352-358

褥瘡会誌22（1）：19-25

8．発生と悪化を防ぐための
褥瘡予防

褥瘡の発生予防と悪化予防を解説した。褥瘡の発
生機序からリハビリテーションが褥瘡に与える影
響などを説明し、理学療法や作業療法を実施する
際の注意点をまとめた総説論文である。
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

－ 平成25年9月

－ 平成25年9月

－ 平成25年9月

－ 平成25年9月

－ 平成25年9月

6．Greater influence of
   pain than motor
   function on the fear
   of falling
   (有痛性症例の転倒は運
    動機能よりも影響が大
   きい)

Asian Confederation
for Physical Therapy
（台湾）

大腿骨近位部骨折患者は転倒リスクが高いことが
示されている。最近の研究では運動機能が低下す
ることで恐怖感が出現することを報告している。
しかし、これらの研究は疼痛との関連性は検討し
ていない。そのため、本研究では疼痛と運動機能
が恐怖感に及ぼす影響を調査した。その結果、疼
痛が運動機能よりも大きく影響を及ぼしているこ
とが確認された。それゆえに、疼痛の緩和が優先
されることが示唆された。
担当部分：考察、まとめ
共同演者名：Kakihana H, Koeda M, Yamashita T
Uemura M, Yoshikawa Y

7．Critical point of
   direct microcurrent
   stimulation intensity
   to promote
   galvanotaxis for in
   human dermal
   fibroblasts
  (ヒト皮膚線維芽細胞の遊
   走を促進する刺激強度の
   重要なポイント)

Asian Confederation
for Physical Therapy
（台湾）

培養線維芽細胞の電気走性について検討した。こ
れまで、コントロール群よりも100µAで陰極方向
へ遊走することを確認してきたが、それ以上の強
度について検討していない。本研究は100µA以上
の強度を確認することが目的である。その結果、
遊走は200µAで最大となり300µAで抑制されること
が確認された。そのため、臨床で褥瘡に電気刺激
療法を実施する際には200µA前後が望ましいこと
が推測される。
担当部分：細胞培養、実施、考察、まとめ
共同演者名：Uemura M, Maeshige N, Yoshikawa
Y, Terashi H, Usami M, Takata S, Sugimoto M

8．Effect of living at
   home on falls self-
   efficacy to patients
   with hip fracture
  (股関節骨折患者の自宅生
   活における自己効力感低
   下の影響)

Asian Confederation
for Physical Therapy
（台湾）

自己効力感は大腿骨近位部骨折患者の転倒恐怖心
と関連している。本研究は大腿骨近位部骨折患者
の自己効力感に関する研究を実施した。対象を入
院訓練群と退院訓練群に分け、比較検討した。そ
の結果、転倒に対する自己効力感は退院訓練群に
おいて改善し、入院訓練群では変化がみられな
かった。そのため、早期に退院し自宅で理学療法
を行うことで自己効力感が改善する可能性が確認
された。
担当部分：考察、まとめ
共同演者名：Koeda M, Kakihana H, Uemura M,
Yoshikawa Y, Kajita H, Bishu N

4．Examination of risk
   factor for falls among
   the elderly with high
   physical activity
   (活動性の高い高齢者の
    転倒危険因子の検討)

Asian Confederation
for Physical Therapy
（台湾）

TUG が11秒以下で身体能力が高いとされる高齢者
を対象として転倒因子を検討した。その結果、転
倒群と非転倒群において筋力に差はみられなかっ
たが、振動覚の低下と片脚立位時間の低下が転倒
因子として有意であった。この結果から、身体能
力が高い高齢者に対しては振動覚検査と片脚立位
時間で転倒予測を行う必要性がある事が示唆され
た。
担当部分：研究計画、解析、考察、まとめ、発表
共同演者名：Yoshikawa Y, Kajita H, Matsuda
K, Uemura M, Koeda M, Sugimoto M, Shuntoh H

5．Case report on wound
   healing promotion of
   an intractable
   pressure ulcer by long
   irradiation of low-
   intensity pulse mode
   ultrasound
  (低出力超音波の長時間照
   射によって難治性褥瘡が
   治癒促進した症例)

褥瘡に対する超音波療法の効果について検討し
た。超音波は固定式の超音波装置を用いて、褥瘡
の洗浄時にフィルムドレッシングの上から照射し
た。その結果、コントロール期間に比べ有意に創
の縮小が確認された。上記の結果から、褥瘡に対
する固定式超音波療法は褥瘡の創治癒を促進させ
る可能性があるため、臨床での積極的に使用する
必要性がある。
担当部分：解析、考察、まとめ
共同演者名：Maeshige N, Fujiwara H, Honda H,
Yoshikawa Y, Terashi H, Usami M, Sugimoto M

Asian Confederation
for Physical Therapy
（台湾）
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

－ 平成27年5月

－ 平成27年5月

（国内発表）  

－ 平成22年5月

－ 平成22年7月2. 身体能力及び活動性の高
   い高齢者の転倒因子の検
   討

兵庫県理学療法士学会
（兵庫県朝来市）

身体能力が高く活動性の高い高齢者の転倒因子を
検討した。上記の高齢者は身体能力が高いため、
筋力低下や歩行能力は低下していなかったが、振
動覚と片脚立位のみ低下していた。そのため、身
体能力が高く活動性の高い高齢やの転倒因子を検
討する際は振動覚と片脚立位時間を計測する必要
性が示唆された。
担当部分：研究計画、実施、発表
共同演者：吉川義之，松田一浩，福林秀幸，竹内
真，高尾篤，梶田博之，杉元雅晴

9．The effects of direct
   micro–current
   stimulation on
   proliferation of human
   dermal fibroblasts
   (ヒト皮膚線維芽細胞の
    増殖に対する直流微弱
    電流刺激の効果)

培養線維芽細胞に対して周波数を変更した電気刺
激療法を実施し、細胞増殖について検討した。そ
の結果、2Hz群で細胞増殖が確認された。また
64Hzについては細胞増殖が抑制される結果となっ
た。そのため、臨床で電気刺激療法を実施する際
は2Hzで実施するすることで創の治癒が促進され
る可能性が示唆され、周波数の設定の必要性が示
唆された。
担当部分：研究計画、細胞培養、実施、解析、考
察、まとめ、発表
共同演者名：Yoshikawa Y, Sugimoto M, Uemura
M, Matsuo M, Maeshige N, Shuntoh H

10．Early ambulation
    improves activities
    of daily living and
    reduces
    hospitalization in
    aneurysmal
    subarachnoid
    hemorrhage patients
   (くも膜下出血後の早期
    歩行開始は日常生活活
    動を改善し、入院期間
    を減少させる)

脳卒中専門の急性期病院に救急搬送された初発く
も膜下出血患者の早期離床とその予後について検
討した。その結果、早期離床を促せた患者ほど転
帰がよく、早期離床が遅れるほど転帰が悪かった
という結果が得られた。そのため、可能な限り早
期離床を促してリハビリテーション介入する必要
性が示唆された。
担当部分：考察、まとめ
共同演者名：Uemura M, Kuwata S, Yoshikawa Y,
Maeshige N, Inoue T, Natsume S, Yoshida Y,
Matsumoto H

World Confederation
for Physical Therapy
（シンガポール）

World Confederation
for Physical Therapy
（シンガポール）

日本理学療法学術大会
（岐阜県）

1．転倒リスク評価における
   振動覚検査の重要性

転倒因子として振動覚の低下が考えられている
が、振動覚の低下は自覚症状に乏しいことが指摘
されている。そのため、振動覚と転倒恐怖心との
関連性を確認した。その結果、運動機能の低下は
転倒恐怖心に影響を及ぼすが、振動覚の低下は転
倒恐怖心に影響を与えないことが確認された。そ
のため、振動覚のみが低下している活動性の高い
高齢者は転倒に注意が必要であることが示唆され
た。
担当部分：研究計画、実施、発表
共同演者：吉川義之，松田一浩，竹内真，福林秀
幸，高尾篤，安川達哉，井上由里，梶田博之，杉
元雅晴
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

－ 平成22年7月

－ 平成23年5月

－ 平成23年7月

－ 平成23年7月 兵庫県理学療法士学会
（兵庫県姫路市）

5．30°側臥位の快適さの
    検証

兵庫県理学療法士学会
（兵庫県姫路市）

30度側臥位は褥瘡予防のポジショニングで最も頻
繁に用いられる体位である。しかし、30度側臥位
は快適性に欠けるとの報告がある。そこで、体幹
の捻じれに配慮して快適性について検討した。そ
の結果、体幹に捻じれがない30度側臥位は背臥位
と同程度の快適性がある事がLF/HFの結果から確
認された。そのため、30度側臥位を実施する際は
体幹の捻じれに注意する必要性がある。
担当部分：研究計画、実施、解析、発表
共同演者：吉川義之，松田一浩，高尾篤，杉元雅
晴

6．運動機能と活動性によ
    り群分けした転倒因子
    の検討

高齢者の転倒因子を運動機能の高い高齢者と低い
高齢者に群分けして検討した。その結果、運動機
能の高い高齢者は振動覚検査と片脚立位時間が転
倒因子として有意であった。運動機能の低い高齢
者は筋力やバランス能力・歩行スピードなど多種
多様な原因が考えられた。そのため、転倒予測を
行う際は運動機能により群分けして行うことで、
より徹底したリスク管理が可能になることが示唆
された。
担当部分；研究計画、解析、まとめ、発表
共同演者：吉川義之，高尾篤，松田一浩，福林秀
幸，竹内真，杉元雅晴

3. 通所リハビリテーション
   における内部障害の罹患
   率と課題

兵庫県理学療法士学会
（兵庫県朝来市）

通所リハビリテーション利用者には内部障害を合
併した高齢者が多くいるにも関わらず情報が乏し
い。そのため、服薬状況や本人・家族への問診に
より内部障害の罹患率を検討した。その結果、循
環器疾患の罹患率が多くみられた。これは運動中
のリスク管理が重要となってくるため、今後の情
報提供の際に注意していく必要性が示唆された。
担当部分：研究計画、解析、考察、まとめ
共同演者：松田一浩，吉川義之，福林秀幸，竹内
真，高尾篤

4．仙骨部褥瘡患者に対す
    る直流微弱電流刺激療
    法の試み

日本理学療法学術大会
（宮崎県）

仙骨部褥瘡患者に対して標準治療の補完療法とし
て電気刺激療法を実施した。刺激条件は褥瘡部陰
極、周波数0.1Hz、強度100µA、時間40分、週5回
とした。その結果、停滞していた創面積が縮小し
はじめ最終的に治癒に至った。
担当部分：実施、解析、発表
共同演者：吉川義之，高尾篤，前重伯壮，杉元雅
晴
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

－ 平成23年9月

－ 平成23年10月

－ 平成23年11月

－ 平成24年5月

9．立ち上がり可能な高さ
    と日常生活活動の関連
    性について

立ち上がり可能な高さと日常生活活動との関連性
を検討した。対象を通所リハビリテーション利用
者とした。その結果、30㎝からの立ち上がりが可
能な高齢者は日常生活が自立している方が多く、
30㎝から立ち上がりができない高齢者は日常生活
に介助を有する方が多いという結果になった。そ
のため、30㎝からの立ち上がりをひとつの目安に
なることが示唆された。
担当部分：研究計画、実施、解析、まとめ、発表
共同演者：吉川義之，鈴木昌幸，高尾篤，福林秀
幸，竹内真，松田一浩，杉元雅晴

日本褥瘡学会（福岡県)7．直流微弱電流刺激療法
    の臨床効果

褥瘡患者3症例に対して電気刺激療法を実施し、
創の縮小について検討した。電気刺激療法を実施
する際は標準治療の補完療法として実施した。そ
の結果、3症例とも創の縮小が促進され、最終的
に治癒に至った。その他、副作用などは見られな
かった。これらの結果から、褥瘡治療の補完療法
として電気刺激療法を実施する事は早期治癒につ
ながることが示唆される。
担当部分：計画、実施、解析、発表
（吉川義之，前重伯壮，寺師浩人，杉元雅晴）

日本物理療法学会（徳島
県）

8．直流微弱電流刺激療法
    がポケットを有する褥
    瘡に与える効果

ポケットを有する仙骨部褥瘡患者に対して、標準
治療の補完療法として電気刺激療法を実施した。
ポケットを有する褥瘡は治癒に時間がかかり、難
渋することが多い。そのため、加速的な治癒を目
的に電気刺激療法を併用した。その結果、電気刺
激療法によりポケットが6週間で閉鎖した。これ
までポケットに対する物理療法は陰圧閉鎖療法の
みであったが、電気刺激療法がポケットに対する
物理療法として効果がある可能性を示唆する結果
となった。
担当部分：計画、実施、まとめ、発表
共同演者：吉川義之，杉元雅晴，前重伯壮，松田
一浩

近畿理学療法士学術集会
（滋賀県）

10．糖尿病性神経障害にお
    ける振動覚検査のカッ
    トオフ値と検査精度

日本糖尿病学会（神奈川
県）

糖尿病性神経障害患者を対象として音叉を用いた
振動覚検査について検討した。音叉を用いた振動
覚検査は足関節内果もしくは母趾MP関節で実施す
る。本研究では検査精度とカットオフ値について
検討した。その結果、糖尿病性神経障害患者は内
果で検査をするよりも母趾MP関節で検査を実施す
る方が検査精度が高く、有用であることが示唆さ
れた。
担当部分：研究計画、実施、解析、発表
共同演者：吉川義之，松本大輔，松田一浩，高尾
篤，梶田博之
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著書，学術論文等の名称 単著・
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発行又は
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概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

－ 平成24年5月

－ 平成24年5月

－ 平成24年5月

－ 平成24年5月

日本理学療法学術大会
（兵庫県神戸市）

振動覚は加齢により低下すると言われているが、
それらを検討した報告は散見される程度である。
そのため、健常成人、健常高齢者、糖尿病性神経
障害患者の3群で比較検討した。その結果、健常
成人に比べ健常高齢者の振動覚閾値は有意に高
く、また健常高齢者に比べ糖尿病性神経障害患者
の振動覚閾値は有意に高かった。
担当部分：研究計画、実施、解析、発表
共同演者：吉川義之，松本大輔，松田一浩，高尾
篤，梶田博之，杉元雅晴

12．腰痛患者の腹部筋群の
    筋厚と筋力に関する検
    討

日本理学療法学術大会
（兵庫県神戸市）

腰痛患者の腹筋筋力の低下は従来から指摘されて
いる。本研究では超音波診断装置を用いて、腹直
筋、腹斜筋ならびに腹横筋腹横筋の筋厚を測定
し、筋力との関連性を検討した。その結果、筋厚
と筋力には有意な相関があった。そのため、腰痛
が増悪している患者で筋力が測定できない場合
は、超音波診断装置を用いて筋厚を測定すること
が有用であると思われる。
担当部分：研究計画、データ採取、考察、まとめ
共同演者：高尾篤，福林秀幸，竹内真，吉川義
之，松田一浩，加納和佳，杉元雅晴，中山潤一

13．脳卒中片麻痺患者にお
    ける膝伸展筋力対称性
    とバランス能力および
    ADLとの関連性

日本理学療法学術大会
（兵庫県神戸市）

脳卒中片麻痺患者の膝伸展筋力とバランス能力お
よびADLの関連性について検討した。その結果、
脳卒中片麻痺患者は膝伸展筋力の非対称性が強い
方ほどバランス能力が悪く、ADLにおいて介助を
必要としていた。そのため、脳卒中片麻痺患者の
理学療法を実施する際には膝伸展筋力の非対称性
を改善させる必要性がある事が示唆された。
担当部分：研究計画、解析、まとめ（鈴木昌幸，
吉川義之，藤原正盛，吉川絵美，梶田博之，夏目
重厚）

14．大腿骨近位部骨折術後
    患者における自宅生活
    経験による転倒自己効
    力感の向上について

日本理学療法学術大会
（兵庫県神戸市）

大腿骨近位部骨折患者を対象として、転倒自己効
力感の変化について検討した。その結果、入院期
間中は運動機能の改善はみられたが、転倒自己効
力感については変化がみられなかった。その後、
自宅退院した後には運動機能の改善はみられな
かったが、転倒自己効力感は改善した。上記の結
果から、自宅への生活に合わせた介入が必要であ
り、早期に外泊訓練する必要性が示唆された。
担当部分：考察、まとめ
共同演者：小枝允耶，植村弥希子，長尾徹，吉川
義之，柿花宏信，山下拓，田川雄一，武政誠一

11．加齢による振動覚の変
    化と糖尿病性神経障害
    患者の特異性
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－ 平成24年8月

－ 平成24年9月

－ 平成24年9月

－ 平成24年12月

15．股関節運動に伴う大転
    子部皮膚ずれ量測定の
    試み

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会（兵庫県神
戸市）

股関節運動は大転子の骨突出部を移動される。こ
れは大転子部褥瘡患者にとってはポケットを形成
する原因となる。そのため，どの程度の運動でど
の程度の骨突出の移動があるかを確認する必要が
ある。その結果、股関節70度以上の屈曲でずれ量
の増大が確認された。上記の結果から、大転子部
の褥瘡を保有する患者に対しては股関節屈曲70度
までにすることが必要である。
担当部分：解析、考察、まとめ
共同演者：前重伯壮，上山徹，吉川義之，寺師浩
人，杉元雅晴

日本褥瘡学会（神奈川
県）

16．車いす駆動方法と坐骨
    部ずれの関連性につい
    ての検証

車椅子駆動時の坐骨部に加わるずれについて検討
した。車椅子駆動時には体幹の動きがあるため、
坐骨部へずれが加わっていた。その際に、バック
レストから背中を離さずに駆動することでずれは
減少した。また、電動車いすは全くずれが出現し
なった。上記の結果から、坐骨部褥瘡の術後の患
者さんへのADL指導は、電動車椅子、自走車椅子
の順にしていく事が望ましいことが示唆された。
担当部分：解析、考察、まとめ
共同演者：植村弥希子，杉元雅晴，山本将之，前
重伯壮，吉川義之，寺師浩人

17．大腿外側部へのポリウ
    レタンフィルムの貼付
    が大転子部皮膚のずれ
    に対して与える抑制効
    果

大転子部褥瘡患者は股関節屈曲動作に伴い、ポ
ケットを形成する可能性がある。そのため、ずれ
量を最小限する必要性がある。そこでポリウレタ
ンフィルムの貼付によるずれの抑制効果について
検討した。その結果、貼付することで45％の抑制
が確認された。
担当部分：解析、考察、まとめ
共同演者：上山徹，前重伯壮，吉川義之，植村弥
希子，寺師浩人，杉元雅晴

日本創傷治癒学会（神奈
川県）

18．ヒト皮膚線維芽細胞の
    電気走性を促進させる
    直流微弱電流刺激強度
    の臨界点

培養線維芽細胞に直流パルス電流刺激を実施し、
線維芽細胞の電気走性を確認した。線維芽細胞は
微弱な電流でも遊走が促進され、200µA群でコン
トロール群と有意な差が認められた。また、この
電気走性は300µAでは抑制される結果となった。
本研究の結果から、褥瘡患者に対して電流刺激療
法を実施する際は200µA以下で実施する事が望ま
しいことが示唆された。
担当部分：細胞培養、実験、解析、まとめ
共同演者：植村弥希子，前重伯壮，吉川義之，寺
師浩人，宇佐美眞，高田哲，杉元雅晴

日本褥瘡学会（神奈川
県）
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

－ 平成25年7月

－ 平成25年7月

－ 平成25年7月

－ 平成26年9月

20．低出力パルスモード超
    音波の長時間照射によ
    り治癒の停滞が改善し
    た一症例

日本褥瘡学会（兵庫県神
戸市）

適切なシーティングを実施する事により嚥下がス
ムーズとなり活動性が向上しQOLが向上した症例
を経験した。理学療法士が介入するまでは普通型
車椅子を使用していたが、シーティングが不十分
であったため、ティルト・リクライニング型車椅
子を導入し適切なシーティングを行うこと改善し
た症例である。
担当部分：研究計画、実施、考察、まとめ
共同演者：原田浩樹，吉川義之

日本褥瘡学会（愛知県）22．車いす駆動にて戸の開
    閉時にかかる坐骨部へ
    の負担の検証

車椅子乗車時に戸の開閉動作を実施する事は多く
みられる。しかし、その際に坐骨部に加わるずれ
力や圧を検討した研究はない現状である。本研究
では戸の開閉時に坐骨部に加わるずれ力と圧力に
ついて検討した。その結果、引き戸ではずれ力が
少なく、開き戸ではずれ力が高くなることが確認
された。そのためADL練習を実施する際は開き戸
の使用は注意する必要がある。
担当部分：解析、考察、まとめ
共同演者：西山友貴，杉元雅晴，松本流音，藤島
里英子，吉川義之

日本褥瘡学会（兵庫県神
戸市）

褥瘡に対する超音波療法を検討した症例報告であ
る。基礎研究で得られた結果を臨床適応させた方
法である。低出力パルスモードでSATP強度
0.1W/cm2の20％パルスモードで実施した。その結
果、停滞していた創収縮が改善され、創の加速的
治癒につながった。本研究の結果より、低出力パ
ルス超音波は創の縮小に効果があることを証明し
た。
担当部分：解析、方法、考察、まとめ
共同演者：前重伯壮，上山徹，山本智恵子，大橋
郁乃，尾上真俊，吉川義之，植村弥希子，寺師浩
人，杉元雅晴

21．シーティングにより、
    ズレによる圧迫及び食
    事時のムセが改善され
    た１症例

19．寝たきり患者に対する
    ポジショニング評価方
    法の検討および評価に
    基づいた指導による改
    善‐第２報‐

褥瘡対策委員会で実施したポジショニングが病棟
でどの程度把握し、実施できているかの検討を
行った。その結果、胸郭・骨盤の角度設定不足、
体圧分散不足、四肢の圧迫管理不足、マットレス
管理不足などの問題点があげられた。この結果よ
り、今回不足であった項目に対して再度チェック
リストを作成し、より徹底したポジショニング管
理ができるように試みる。
担当部分：考察、まとめ
共同演者：前重伯壮，上山徹，山本智恵子，大橋
郁乃，尾上真俊，橋本弘子，植村弥希子，吉川義
之，杉元雅晴，寺師浩人

日本褥瘡学会（兵庫県神
戸市）
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リハ－542



著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

－ 平成26年9月

－ 平成26年3月

－ 平成27年5月

－ 平成27年9月

23．ヒト皮膚線維芽細胞増
    殖における電気刺激周
    波数の関連性

褥瘡治癒に必要な線維芽細胞を培養し、電気刺激
を実施することでの変化を検討した。異なった周
波数で電気刺激を行った結果、64Hzで細胞増殖が
抑制され2Hzで細胞増殖が確認された。そのた
め、褥瘡患者に対いて電気刺激を実施する際は周
波数64Hzを使用することは勧められず、2Hzを使
用することが望ましいと考えられる。
担当部分：研究計画、細胞培養、実施、解析、考
察、まとめ、発表
共同演者：吉川義之，杉元雅晴，前重伯壮，植村
弥希子，藤島里英子，寺師浩人，春藤久人

24．平地および坂道での車
    いす駆動が坐骨部のず
    れに与える影響

日本褥瘡学会近畿地方会
学術集会（兵庫県神戸
市）

車椅子を自操で駆動する際の坐骨部へ加わるずれ
力について検討した。健常成人を対象として、平
地走行と坂道走行を実施した。その結果、坂道走
行は平地走行に比べ有意にずれ力が発生した。理
由としては体幹の前屈動作が平地走行に比べ大き
くなることが考えられた。そのため、車椅子走行
を実施する際は体幹の前屈動作に注意する必要性
が示唆された。
担当部分：研究計画、解析、考察、まとめ
共同演者：山本将之，杉元雅晴，前重伯壮，吉川
義之，植村弥希子，桑田真吾，小野くみ子，高田
哲，寺師浩人

25. ストレッチングボード
    を用いた足関節底屈筋
    群の持続伸張が糖尿病
    患者の足関節背屈可動
    域に与える影響と足底
    圧変化の関連性

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会（千葉県）

糖尿病性神経障害患者の多くは足関節背屈可動域
制限が出現し、足底圧の上昇が確認される。この
足底圧上昇は糖尿病性足潰瘍の原因となるため、
足関節背屈可動域の維持・拡大が必要である。そ
のため、ストレッチングボードを用いた持続伸張
が背屈可動域改善に効果があるかを検討した。そ
の結果、ストレッチングボードによる持続伸張は
背屈可動域を拡大させ、足底の局所圧を低下する
ことが示唆された。
担当部分：解析、考察、まとめ
共同演者：前重伯壮、平沢良和、守口舞輝、吉川
義之、丸尾郁、寺師浩人、藤野英己

26．線維芽細胞の電気走性
    における直流微弱電流
    刺激強度と integrin
    α2β1発現の関連性

培養線維芽細胞に対して電気刺激を実施し、細胞
の電気走性について検討した。線維芽細胞は陰極
方向に200µAで遊走が促進され、300µAで抑制され
ることが確認された。また細胞接着因子である
integrin α2β1が電気刺激側へ移動しているこ
とが確認され、200µAの刺激により線維芽細胞が
陰極側へ遊走することが確認された。この結果か
ら臨床で実施する場合は強度を200µAで実施する
ことで治癒効果が促進されることが示唆された。
担当部分：細胞培養、解析、考察、まとめ
共同演者：植村弥希子，前重伯壮，古賀由華，吉
川義之，藤島里英子，杉元雅晴，青山（石川）倫
子，三好真琴，寺師浩人，宇佐美眞

日本褥瘡学会（愛知県）

日本褥瘡学会（宮城県）
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

－ 平成28年10月

－ 平成28年12月

－ 平成28年12月

－ 平成28年12月

27．直流パルス電流の刺激
    周波数が線維芽細胞の
    遊走およびFocal
    adhesion kinaseに与え
    る影響

日本物理療法学会（宮城
県）

培養線維芽細胞に異なった周波数の電気刺激を実
施して、細胞遊走の活性化マーカーであるFAKに
与える影響について検討した。その結果、コント
ロールと10Hz群に比べ2Hz群でFAKが活性化し、
2Hz群ではスクラッチ法でも細胞の遊走が確認さ
れた。そのため、遊走においても周波数が影響す
ることが示唆され、2Hzが有用であること確認さ
れた。
担当部分：細胞培養、実施、考察、まとめ
共同演者：植村弥希子，前重伯壮，井上岳人，古
賀由華，杉元雅晴，吉川義之，宇佐美眞

28. 直流パルス電流刺激の
    周波数の違いにより筋
    線維芽細胞への分化に
    与える効果

日本創傷治癒学会（東京
都）

培養線維芽細胞の遊走に関する電気刺激の最適周
波数を検討した。スクラッチ法にて線維芽細胞の
遊走に最適な周波数を求めた結果、2Hz群がコン
トロール群や10Hz群に比べ有意に遊走しているこ
とが確認された。
担当部分：細胞培養、実施、まとめ
共同演者：植村弥希子，杉元雅晴，吉川義之

29. ヒト皮膚由来線維芽細
    胞の電気走性における
    放電操作の有効性

日本創傷治癒学会（東京
都）

培養線維芽細胞に直流微弱電流刺激を実施し、放
電操作の必要性について検証した。直流電流刺激
では蓄電効果により、そのままにしておくと逆向
き電流が発生するため、放電操作が必要と仮説を
立てて実施した。その結果、放電操作をすれば陰
極側へ遊走し、放電操作をしなければ線維芽細胞
が逆向き（陽極）に遊走した。
担当部分：細胞培養、実施、解析、考察、まと
め、発表
共同演者：吉川義之，井上里英子，杉元雅晴，植
村弥希子

30．糖尿病患者に対する足
    関節底屈筋群のスト
    レッチングによる歩行
    時足底圧の減少

糖尿病患者は足底圧の上昇により胼胝が形成さ
れ、それが足潰瘍になることが示されている。そ
こで、本研究ではストレッチングをする事で歩行
時の足底圧に影響を及ぼすかを検討した。その結
果、ストレッチングは歩行時の集中的な足底圧を
分散し、圧を減少させることが確認された。
担当部分：方法、考察、まとめ
共同演者：前重伯壮，平沢良和，守口 舞輝，吉
川義之，寺師 浩人，藤野 英己

日本創傷治癒学会（東京
都）
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

－ 平成29年5月

－ 平成29年8月

－ 平成29年10月

－ 平成29年10月

－ 平成30年9月

34. 褥瘡部の洗浄頻度と創
    治癒期間の関連性

理学療法士は水治療法として褥瘡部の洗浄を実施
する事が可能であるが実施されていない現状にあ
る。そのため、訪問リハビリテーション実施中に
看護師と共に創部の洗浄を実施した7症例と訪問
看護師のみが洗浄を実施した5例を比較検討し
た。その結果、理学療法士が訪問リハビリテー
ション中に洗浄を実施した群が有意に治癒日数が
早かった。これは単純に洗浄回数が多かったこと
が要因と考えられた。そのため、理学療法士も洗
浄を実施する必要がある事が示唆された。
担当部分：計画、実施、評価、考察、まとめ、発
表
共同演者：吉川義之、杉元雅晴、植村弥希子、前
重伯壮、平松輝隆

31. 糖尿病神経障害患者の
    胼胝および創傷発生に
    対する振動覚検査の有
    用性～3年間の追跡調査
    による検討～

日本下肢救済・足病学会
学術集会（福岡県）

糖尿病神経障害患者の胼胝形成に関与する理学療
法評価の調査と3年間追跡調査し、創傷発生者と
非発生者を比較検討した。その結果、振動覚の低
下、触圧覚閾値の上昇、足関節背屈・母趾伸展可
動域の低下などが胼胝形成に影響を及ぼしてい
た。また、創傷発生者は振動覚の低下が著しく、
振動覚の低下は創傷発生の予測因子として有償で
ある事が示唆された。
担当部分：計画、実施、解析、考察、まとめ、発
表
共同演者：吉川義之，前重伯壮，渡邊佑，守口舞
輝

32. 歩行時足底圧を減少さ
    せる経皮的電気刺激療
    法の至適条件および機
    序の検討

糖尿病性神経障害患者は足関節背屈可動域により
足底圧が上昇するといわれている。そのため、電
気刺激を使用し相反抑制を用いて背屈可動域の改
善および筋の伸張性が増加すると考えた。まず、
健常成人に対して基礎的研究を実施し、糖尿病性
神経障害患者に適応するのが望ましいため、健常
成人を対象とした研究を実施した。その結果、電
気刺激により相反抑制が働き、H波が有意に抑制
され、足底圧の低下が確認された。
担当部分：研究計画、実施、解析、考察、まと
め、発表
共同演者：吉川義之、守口舞輝、前重伯壮、寺師
浩人、藤野英己

33. 疼痛の増悪によりADL制
    限を呈した関節リウマ
    チ患者に対する振動・
    温熱・磁気刺激療法の
    効果

疼痛により日常生活活動が低下し、歩行困難と
なった3症例に対して、温熱・振動・磁気刺激を
実施し、疼痛の緩和を試みた。その結果、薬剤や
電気刺激療法では疼痛の緩和が図れなかった3症
例の疼痛が緩和し、日常生活活動レベルが改善し
た。その内容をまとめ、学会発表した。
担当部分：計画、実施、考察、まとめ、発表
共同演者：吉川義之、門條宏宣

日本褥瘡学会（岩手県）

日本物理療法学会（奈
良）

日本物理療法学会（奈
良）

35. 褥瘡基礎研究の最先端:
異分野融合 周波数と通電率
による線維芽細胞への影響
褥瘡の加速的治癒を促す電気
刺激療法の確立を目指して

日本褥瘡学会（神奈川） 皮膚由来線維芽細胞に対して電気刺激を実施し、
周波数依存ではなく通電率による線維芽細胞への
影響を検討した。その結果、通電率が高すぎる場
合は細胞生存率が低下し、低すぎる場合には細胞
遊走や増殖能が低下した結果となり、50%の通電
率が最適であることが確認された。
担当部分：計画、細胞培養、考察、まとめ
共同演者：植村弥希子、杉元雅晴、吉川義之、平
松輝隆

業績書－26
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

ー 令和1年6月

ー 令和1年9月

ー 令和1年9月

ー 令和1年9月

ー 令和1年9月

日本下肢救済・足病学会
学術集会（神戸）

糖尿病患者の足潰瘍は足関節可動域制限による前
足部の足底圧の上昇が知られている。これまで
我々は健常者に対して、下腿三頭筋へのストレッ
チングと前脛骨筋に対して電気刺激を実施するこ
とで前足部の足底圧を減少させることを確認し
た。本研究は糖尿病患者に対して実施し、健常者
と同様の結果であるかを確認した。その結果、糖
尿病患者においても同様の結果が得られ、下腿三
頭筋へのストレッチングと前脛骨筋への電気刺激
療法は足底圧を減少させることが確認された。
担当部分：実施、評価、まとめ　　　　　　　共
同演者：守口舞輝、前重伯壮、藤井美樹、金沢星
慶、吉川義之、北村和也、奥野史也、細見雅史、
原賢太、寺師浩人、藤野英己

36．ストレッチングと電気刺
激療法の併用が糖尿病患者に
おける歩行時の足底圧異常に
対して与える是正効果

37．膝OA一症例に対する経皮
的電気刺激治療の鎮痛効果が
日常生活と精神活動に及ぼす
影響

日本物理療法学会（東
京）

変形性膝関節症に対する経皮的電気刺激療法
（TENS）は鎮痛効果が示されている。本研究は、
1症例に対して日常生活上でも装着できる電気刺
激治療器を用いて鎮痛効果を検証するとともに日
常生活と精神活動を検証した。その結果、鎮痛効
果が得られ、日常生活と精神活動にも良い影響を
与えていることが示唆された。今後は症例数を増
やして検討していく予定である。
担当部分：実施、評価、まとめ
共同演者：徳田光紀、庄本康治、吉川義之、瀧口
述弘、山口智史

38．上腕三頭筋腱振動刺激時
の肘関節角度の違いが運動錯
覚の惹起に及ぼす影響

日本物理療法学会（東
京）

振動刺激は運動錯覚を起こすことが明らかとされ
ている。この運動錯覚は筋紡錘への刺激により起
こるものとされているため、振動刺激による運動
錯覚は筋緊張制御に期待できる物理療法手段であ
る。本研究では上腕三頭筋に対して振動刺激を加
えることにより肘関節角度に影響を及ぼすかを検
討した。その結果、上腕三頭筋への振動刺激は肘
関節角度に影響を及ぼし運動錯覚が確認された。
今後は脳卒中片麻痺患者の痙性筋に対して実施し
ていくことで臨床応用に期待できる。
担当部分：実施、評価、まとめ
共同演者：城野靖朋、神里巌、吉川義之、辻下守
弘

39．肉眼的には判別困難な深
部損傷褥瘡を超音波検査によ
り確認できた褥瘡の一症例

日本物理療法学会（東
京）

40．直流パルス微弱電流刺激
療法の電極改良により治癒が
促進された症例

日本物理療法学会（東
京）

褥瘡は圧迫とずれ力により発生するといわれてい
るが、深い褥瘡については骨側から発生すること
が知られている。中でも皮膚損傷のない深部褥瘡
（DTI)については早期判別が困難であり、皮膚損
傷が確認された時には骨まで至る難治性潰瘍と
なっていることがある。本研究ではDTIの疑いの
ある紫斑形成された褥瘡に対して超音波画像診断
装置を用いて早期よりDTIを確認した。その結
果、DTIが確認され早期より介入できたことで皮
膚損傷が発生する前に治癒となった症例を経験し
た。今後は症例数を増やすことで早期介入の効果
を検証したいと考えている。　　　　　担当部
分：実施、評価、まとめ
共同演者：植村弥希子、北村瑠玲、杉元雅晴、吉
川義之、平松輝隆、山浦生也、寺師浩人

褥瘡に対する電気刺激療法は治癒促進効果が示さ
れている。しかし、創が小さくなるにつれて創部
に適切に電流刺激をすることが難しくなる。そこ
で本研究は改良電極を用いて創の周囲から創部に
対して適切に電流刺激が実施できるように実施し
た。その結果、小さくなった褥瘡に対しても変わ
らず電流刺激ができ、治癒速度を落とすことなく
電気刺激療法が実施できた。今後は症例数を増や
して検討していく必要がある。
担当部分：実施、評価、まとめ
共同演者：出口太紀、杉元雅晴、植村弥希子、吉
川義之、平松輝隆、巻渕弘治
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著書，学術論文等の名称 単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概　　　　　　　要発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

「研究大会」 　

－ 平成28年10月

－ 平成29年10月2. 通所介護利用者における
   2型糖尿病罹患の有無が
   身体機能に及ぼす影響に
   関する調査―後ろ向き調
   査研究―

1．温熱・振動・磁気刺激に
   より疼痛が緩和した一症
   例

リハビリテーション・ケ
ア合同研究大会（茨城）

坐骨神経痛によりADLが低下した症例に対して温
熱・振動・磁気刺激の3つの要素がある物理療法
機器を使用した。坐骨神経痛に対して薬物療法や
電気刺激療法を実施したが疼痛が緩和しなかった
ため、温熱・振動・磁気刺激が可能な物理療法機
器で緩和を試みた。その結果、疼痛が緩和しADL
が改善したため報告した。
担当部分：計画、実施、解析、考察、まとめ、発
表
共同演者：吉川義之、小枝允耶、小枝美由紀

リハビリテーション・ケ
ア合同研究大会（福岡）

近年、糖尿病は筋力低下の原因や日常生活活動低
下の原因とされている。そのため、当通所施設利
用中の方を対象を糖尿病群と非糖尿群に分け、過
去6ヶ月の身体機能を後ろ向きに調査した。その
結果、非糖尿病群は身体機能が向上していたにも
関わらず、糖尿病群は能力の維持もしくは低下し
ていた。そのため、糖尿病患者に対する運動療法
をより吟味する必要性が示唆された。
担当部分：計画、解析、考察、まとめ
共同演者：松本洋平、吉川義之、門條宏宣、吉川
絵美、小枝允耶、菅原史帆、岩城一孝、松田美
佳、長谷川千紗、小倉敬史、水岡崇、藤井勇太、
千田日向子

業績書－28
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教 育 研 究 業 績 書 
令和�2 年 �月 �� 日
氏名  笹野 弘美

研  究  分  野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド 

総合領域分野・応用健康科学分科 ヘルスプロモーション、介護予防、地域保健、理学療法、フラダンス

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事  項 年月日 概 要 
１ 教育方法の実践例 
1）高齢者の体力測定実施

2）小規模多機能型居宅介護施設でのレクリエー

ション実習の実施

3）高齢者へ運動指導を実施

4）医学部・薬学部・看護学部とともに行事を企

画する

5）地域在住高齢者宅へ訪問を実施

6）地域で予防活動に関わる理学療法士の見学及

び体験の企画、実施

7）行政と共同で地域住民の予防活動を企画運営

8）オンライン講義の実施

平成 26年 4月 

～ 

平成 30年 3月 

平成 26年 4月 

～ 

平成 30年 3月 

平成 26年 4月 

～ 

平成 30年 3月 

平成 26年 4月 

～ 

平成 30年 3月 

平成 26年 4月 

～ 

平成 30年 3月 

平成 28年 1月 

～ 

平成 28年 3月 

平成 29年 4月 

～ 

平成 30年 3月 

令和 2 年 5 月 

～ 

現在 

高齢者の体力とヘルスプロモーションについて学習し、地域在住

高齢者に対し体力測定の企画及び実施、結果のフィードバックを

行うことで、高齢者の問題点について考える。体力測定に必要な

知識とその結果が意味することを理解し、また、対象者に適切な

フィードバックをする必要性を理解することができた。

小規模多機能型居宅介護施設におけるレクリエーションの企画、

実施し、理学療法士が行うレクリエーションについて学習する。

理学療法士がレクリエーションを行う意義、同じ内容であっても

対象者の状態に応じた対応の必要性を理解できた。 

地域在住高齢者に対し身体的精神的機能の維持を目的とした運

動指導を行い、運動習慣をつけていただく方法を検討する。地域

で生活する高齢者の特性について理解し、状態に応じて適切な運

動を選択し指導する必要性を理解した。 

医学部・薬学部・看護学部の学生とともに地域住民に対し健康に

関する行事を企画、実施。各学部の特色、使用する用語の違いな

どを理解し、協働で 1 つの事に対応する必要性と困難さを理解し

た。 

医学部・薬学部・看護学部の学生とともに地域在住高齢者宅へ訪

問し閉じこもりがちな高齢者を見つけ参加を促すとともに健康

面・生活面での問題点を見つけ解決策を検討する。地域在住高齢

者の現状を知るとともに、多職種で関わることの必要性を理解し

た。 

地域で体操教室等の予防活動に関わる理学療法士に同行し見学

及び体験をすることで、理学療法士が予防に関わる意義について

学習する。理学療法士が予防に関わることの難しさと地域で求め

られている事について理解した。 

行政の依頼による地域住民の予防活動を企画運営することで、理

学療法士と行政との関わり、理学療法士が行政から求められてい

る事について学習するとともに、理学療法士ができる予防活動に

ついて検討する。行政、地域在住高齢者それぞれが理学療法士に

求めている事、さらに理学療法士が予防活動に関わる必要性につ

いて理解した。 

オンライン講義を実施するにあたり図の多い講義資料を作成し

た。また適宜小休憩を入れるなど、学生が集中して受講できるよ

うした。さらに講義後に講義の内容に沿った課題を出すことで学

習効果を高めた。 
２ 作成した教科書，教材 
1）スライド作成

2）予防理学療法要論

平成 26年 4月 

～ 

平成 30年 3月 

平成 29年 1月 

地域理学療法・ヘルスプロモーション論・地域リハビリテーショ

ン演習等において、パワーポイントにてスライドを作成し、講義

資料として使用。 

予防理学療法を体系化し基礎から応用までを網羅した教科書 
３ 教育上の能力に関する大学等の評価 
1）学生による授業評価 平成 26年 7月 ヘルスプロモーション論（履修者 12 名回答率 100％）

満足度：そう思う�100％
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平成 27年 7月 

平成 27年 12月 

平成 28年 7月 

平成 28年 12月 

ヘルスプロモーション（履修者 17 名回答率 94.1％）

満足度：そう思う＋ややそう思う 100％

地域リハビリテーション演習（履修者 76 名回答率 98.7％） 
満足度：そう思う＋ややそう思う 73.4％  

ヘルスプロモーション論（履修者 80 名回答率 91.3％）

満足度：そう思う＋ややそう思う 71.2％

地域リハビリテーション演習（履修者 66 名、回答率 80.3％） 
満足度：そう思う＋ややそう思う 66.1％ 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 
「シンポジウム」 
1）AIP 社会の実現に向けて

【リハビリテーション領域】

2）学生の地域参加による AIP コミュニティづ

くり【リハビリテーション関連事業】

3）フラダンスによるロコモティブシンドローム

の予防

4）なごやかモデルにおける活動報告

「講演会」 
1）腰痛の予防と改善ワンポイントアドバイス

2）レッツ！タオルを使って健康体操

3）予防理学療法の基本と実践

「講座・研修等」 

1）安全な介助のために

2）日常での運動機能維持及び低下防止について

3）AIP について（なごやかモデルの紹介）

4）痛みとその対処法について

5）簡単筋トレで老化防止

6）障害者の介助方法について

7)予防理学療法研修会（基礎編）

8）日常生活で予防しようフレイルと MCI

平成 26 年 11
月  

平成 27年 2月 

平成 28年 2月 

平成 29 年 12
月  

平成 26年 12月 

平成 27年 5月 

平成 29年 7月 

平成 26年 3月 

平成 27年 5月 

平成 27年 5月 

平成 28年 1月 

平成 28年 3月 

平成 28年 8月 

平成 29年 1月 

～ 

平成 29年 2月 

平成 29年 3月 

一般の方々に対し、理学療法士について及び AIP（Aging in 
Place）と理学療法士が AIP に関わる目的について講演 

一般の方々に対し、なごやかモデルにおける当大学リハビリテー

ション学部の活動報告と今後の課題について講演

一般の方々に対し、ロコモティブシンドローム及びロコモティブ

シンドロームとメタボリックシンドローム・認知症とのかかわり

についての講演、及び、フラダンス教室の紹介 

なごやかモデルにおける名古屋学院大学の取り組みと成果報告

について発表 

地域住民に対し、腰痛の発生機序と予防・痛みの改善について講

演 

地域住民に対し、タオルを利用して簡単にできるストレッチ及び

筋力トレーニングを指導 

理学療法士に対し、健康・AIP（Aging in Place）・予防理学療

法の概要についての講演、及び、介護予防の実践例としてフラダ

ンス教室の紹介

飲食店を開店するにあたり必要な身体的精神的障害者の知識と

安全な介助について研修を実施 

一般の方々に対し、老化に伴う身体的・精神的変化についての講

演、及び、日常生活でできる筋力トレーニングと複合課題を指導

リハビリテーションスタッフに対し、AIP（Aging in Place）
と理学療法士が AIP に関わる目的、及び「なごやかモデル」で

の AIP への取り組みについて講演

フラダンスの講師に対し、レッスン時に問題となる肩・腰・膝の

痛みについて、出現の原因と疾患、その対処法について講演

地域住民に対し、老化に伴う身体機能の低下について講演、及び、

日常生活でできる筋力トレーニングを指導 

視覚障害者に対する知識の習得と安全な介助方法について研修

を実施 

予防理学療法を教授できる理学療法士を養成するため、予防理学

療法の基礎について講義 

地域住民に対し、フレイルと MCI について概要と予防法につい

て講演、及び、予防のためのストレッチ・筋力トレーニング・複
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9）いつまでも住み慣れた街で暮らすために

～AIP の実現のための予防理学療法～

10)予防理学療法研修会（基礎編）

11)予防理学療法研修会（基礎編）

12)フラダンスで健康に！

13)予防理学療法研修会（総論）

平成 29年 9月 

平成 29年 12月 

～ 

平成 30年2月" 

平成 30年 7月 

平成 30年 8月 

令和１年 11月 

合課題について指導 

中部リハビリテーション専門学校同窓会のナイトセミナーにお

いて、予防理学療法の基礎と理学療法士の関わり方について講演

予防理学療法を教授できる理学療法士を養成するため、予防理学

療法の基礎について講義 

予防理学療法を教授できる理学療法士を養成するため、予防理学

療法の基礎について講義 

NHK 名古屋放送局の情報番組「さらさらサラダ」にてフラダン

スの運動効果について解説

予防理学療法を教授できる理学療法士を養成するため、予防理学

療法の基礎について講義 
５ その他 
1）第 35 回理学療法士・作業療法士養成施設等

教員講習会修了

2）多職種連携教育

3）名古屋石田学園専門学校星城大学

リハビリテーション学院における教育実績

4）名古屋学院大学における教育実績

5）奈良学園大学における教育実績

平成 21年 2月 

平成 26年 4月 

～ 

平成 30年 3月 

平成 16年 4月 

  ～ 

平成 26年 3月 

平成 26年 4月 

  ～ 

平成 30年 3月 

平成 31年 4月 

～ 

現在 

厚生労働省と（財）医療研究推進団との共催。理学療法士・作業

療法士養成施設の教員の養成確保を図るため、より高度な知識及

び技術を習得させ、合わせてリハビリテーション医療の普及及び

向上に資することを目的とする研修 

名古屋市立大学医学部・薬学部・看護学部、名古屋工業大学大学

院医療工学との多職種連携教育を担当 

「生活環境学」

日本の家屋構造と地域特性および風習、各疾患の特性と生活上の

問題について講義、疾患を想定した住宅改修図面作成 
「地域理学療法学」

地域理学療法概論、介護保険法の概要とサービスについて講義、

福祉用具概論と実技練習、介護実習センターでの学外授業の企画

実施 
「理学療法評価学」 
関節可動域測定の講義と実技、失調症の講義と検査の実技、脳神

経の講義と検査の実技 
「リハビリテーション機器」

福祉用具および自助具の講義及び実技練習、ポジショニングの講

義及び実技練習 
「理学療法概論」 
理学療法の歴史、定義、法律、理学療法の内容について講義  
「レクリエーション特論」 
レクリエーションについての講義、企画、実習

「ヘルスプロモーション論」

ヘルスプロモーションについての講義、体力測定項目の講義と実

技、地域高齢者への体力測定

「地域リハビリテーション演習」

体力測定項目の講義と実技、地域高齢者への体力測定、レクリエ

ーションについての講義と企画、小規模多機能型居宅介護施設で

のレクリエーション実習、自宅訪問についての講義、地域高齢者

宅への訪問実習

「多職種連携教育担当」

名古屋市立大学との合同講義の調整、担当グループの活動の指導

「基礎ゼミⅡ」 
学生が文献検索をして発表できるようになるまでの流れの講義

と実践 
「地域理学療法学」 
地域理学療法概論、介護保険法の概要とサービス、福祉用具概論

についての講義 
「日常生活動作学」 
基本的動作総論・各論、福祉用具各論、住環境整備、疾患別日常

生活動作についての講義
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「保健医療学概論」 
ヘルスプロモーション概論、国内外の全人間的ケアの状況とヘル

スプロモーションについての講義

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 
事  項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 
・理学療法士免許

・福祉用具プランナー

・住宅改修アドバイザー研修会 修了

・学士（人間科学）

・福祉住環境コーディネーター2 級

・専門理学療法士（生活環境支援）

・修士（医療リハビリテーション学）

・認定理学療法士（学校教育）

・博士（医療リハビリテーション学）

平成１年 5 月 

平成 17年 2月 

平成 18年 1月 

平成 18年 3月 

平成 18年 7月 

平成 21年 3月 

平成 24年 3月 

平成 28年 3月 

平成 31年 3月 

登録 第 17016 号 
登録 第 16－30007 号  
日本理学療法士協会 
人間総合科学大学 
東京商工会議所 登録 第 16－2－03666 号 
日本理学療法士協会 登録 第 5－60 号 
神戸学院大学 神戸学院大学医修四号 
日本理学療法士協会  登録 第 23－35 号 
神戸学院大学 神戸学院大学医リ博甲第六号 

２ 特許等 
特になし 
３ 実務の経験を有する者についての特記事項 
1）研究指導

2）人材育成

平成 24年 4月 

  ～ 

平成 31年 3月 

平成 24年 4月 

～ 

平成 31年 3月 

介護老人保健施設あんずにおいて法人内の施設で実施している

研究発表会に向け、リハビリテーション科における研究のアドバ

イザーとして指導

介護老人保健施設あんずにおいて若手スタッフの教育および相

談業務を担当 

４ その他 

【学会および社会活動】 

「学会活動」 

公益社団法人 日本理学療法士協会 

一般社団法人愛知県理学療法会  

特定非営利活動法人(NPO)愛知県理学療法学会 

日本ノーリフト協会  

一般社団法人 日本リハビリテーション工学協会 

理学療法科学学会  

日本理学療法士学会  

日本予防理学療法学会 

日本理学療法教育学会 

日本地域理学療法学会 

日本支援工学理学療法学会  

日本予防理学療法学会  

日本理学療法士学会 ガイドライン・用語策定委

員会 

一般社団法人 全国大学理学療法学教育学会  

一般社団法人 日本老医学会  

第 1 回予防理学療法研修会（基礎編） 

第 1 回日本理学療法予防学会サテライト集会 

第 2 回日本理学療法予防学会サテライト集会 

第 2 回予防理学療法学会研修会（基礎編） 

第 3 回予防理学療法学会研修会（基礎編） 

第 1 回予防理学療法学会研修会（応用編） 

第 4 回予防理学療法学会研修会（総論） 

第 2 回予防理学療法学会研修会（各論） 

公益社団法人 奈良県理学療法士協会 

日本運動器理学療法学会  

日本スポーツ理学療法学会  

「社会活動」 

名古屋市中川区介護認定審査会 

名古屋市緑区在宅医療・介護連携部会 

名古屋市緑区在宅医療推進多職種連携研修会 

「公的研究活動」 

「平成 26 年度 在宅医療と介護の連携に関する

平成 1 年 5月 

平成 1 年 5月 

平成 20 年 4月 

平成 23 年 月 

平成 24 年 月 

平成 24 年 月 

平成 25 年 7月 

平成 25 年 7月 

平成 25 年 7月 

平成 25 年 7月 

平成 25 年 7月 

平成 26 年 2月 

平成 26 年 3月 

平成 26 年 月 

平成 26 年 12 月 

平成 28 年 4月 

平成 28 年 4月 

平成 29 年 3月 

平成 29 年 4月 

平成 30 年 4月 

平成 30 年 4月 

平成 31 年 4月 

平成 31 年 4月 

平成 31 年 4月 

令和 1 年 5月 

令和 1 年 5月 

平成 16 年 4月 

平成 26 年 6月 

平成 26 年 6月 

平成 26 年 6月 

入会（現在に至る） 

入会（平成 20 年愛知県理学療法士会より名称変更） 

（平成 31 年 3 月まで） 

継続（愛知県理学療法士会より移行）（平成 31 年 3 月まで） 

入会（現在に至る） 

入会（現在に至る） 

入会（現在に至る） 

入会（現在に至る） 

入会（現在に至る） 

入会（現在に至る） 

入会（現在に至る） 

入会（現在に至る） 

常任運営幹事（現在に至る） 

委員（現在に至る） 

入会（現在に至る） 

入会（現在に至る） 

準備委員長（平成 29 年 2 月まで） 

準備委員（平成 29 年 3 月まで） 

集会長 

準備委員長（平成 30 年 3 月まで） 

準備委員長（平成 31 年 3 月まで） 

準備委員長（平成 31 年 3 月まで） 

準備委員長（現在に至る） 

準備委員長（現在に至る） 

入会（現在に至る） 

入会（現在に至る） 

入会（現在に至る） 

審査員（平成 21 年 3 月まで） 

専門委員（平成 28 年 3 月まで） 

準備委員（平成 28 年 3 月まで） 

名古屋市緑区 

研究経費：平成 26 年度 725 千円 研究代表者：稲葉静代 
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調査」 研究分担者：姜琪鎬，佐藤貴久，小森敦夫，山口一丸，永田康子，

赤津裕康，◎笹野弘美 他 

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書、学術論文等の名称 単著、 
共著の別 

発行又は、 
発表の年月 

発行所、発表雑誌等又

は発表学会等の名称 概   要 

（著書） 
1)予防理学療法要論

2)地域包括ケアと口腔

ケア

共著 

共著 

平成 29年1 月 

平成 29年8 月 

医歯薬出版株式会社

(一財 )口腔保健協会

概要：初めての予防理学療法分野の書籍であり、予防理

学療法を体系化し、予防理学療法の定義、領域、制度、

研究法、予防理学療法の役割などの基礎から栄養学や瀬

人間の成長との関わり、メタボリックシンドローム、認

知症、スポーツ障害の予防や各疾患の再発予防などの応

用までを網羅した教本 
全 239 頁 
共著者：大渕修一、井上和久、浦辺幸夫、小松泰喜、笹

野弘美他 32 名 
担当部分：学童期の予防 57～62 頁 
担当部分概要：青年期以降の健康に影響を及ぼす学童期

の肥満・メタボリックシンドローム、脊柱変形について

発 生 と 評 価 及 び 予 防 に つ い て 執 筆          

Ⅱ章共著者：伊藤智子、樋口満、金子文成、藤本修平、

中山健夫、柴喜崇、笹野弘美、小松泰喜 

概要：歯科医及び歯科衛生士向けの書籍であり、地域包

括ケアの基礎知識や医療計画に盛り込むべき 5 疾病にお

ける口腔ケアを解説するとともに、他職種が歯科に望む

こと、また歯科が他職種とどのように連携していけばよ

いかについて、連携に関わる 10 職種が解説 
全 192 頁 
共著者：渋谷恭之、田村清美、赤津裕康、大原弘隆、笹

野弘美他 25 名 
担当部分：脳卒中－口腔ケアの実例 36～37 頁 
多職種におけるそれぞれの役割と相互理解－理学療法士 

140～144 頁 
担当部分概要：脳卒中患者の口腔ケアにおける体位の確

保と介助方法、多職種連携における理学療法士の役割に

ついて執筆 
（学術論文） 
1)介護老人保健施設職

員の移乗関連用具に

関する認識及び利用

方法に関する研究

（修士論文）

2)介護老人保健施設職

員の移乗関連用具に

対する認識及び腰痛

との関連

3)フラダンスは介護予 
防プログラムとして 
有効か 

単著 

単著 

単著 

平成24年3月 

平成25年6月 

平成28年3月 

神戸学院大学大学院

理学療法科学 28巻 3号 
P.329-P.334

名古屋学院大学論集 

医学・健康科学・ス

ポーツ科学篇第 4 巻

2 号 
P.15-P.22

東海地区の介護老人保健施設 3 施設の全職員に、移乗関

連用具の認知・使用の有無とその理由、腰痛についての

調査を実施した。調査結果より、移乗関連用具の使用目

的及びメリット・デメリットを正しく理解できていない

可能性が考えられた。また、腰痛が出現している職員は

多いが、腰痛予防教育を受けている職員は少なかった。

研修会など移乗関連用具の正しい知識を得る機会を増や

すことで、職員の腰痛予防、軽減が可能となると考えら

れる。 
A4 版全 10 頁 

東海地区の介護老人保健施設 3 施設の全職員に、移乗関

連用具の認知・使用の有無とその理由、腰痛についての

調査を実施した。調査結果より、腰痛の出現の有無と移

乗関連用具の使用の有無と及び使用方法の理解度に関連

があると考えられた。職員の卒前及び卒後教育により移

乗関連用具の正しい知識について教育することで、職員

の腰痛予防、軽減が可能となると考えられる。 

フラダンス未経験の地域在住高齢女性 7 名に対し、3 か

月間（計 12 回）、1 回 60 分のフラダンスレッスンを実施

し、実施前後の運動機能・動作能力、E-SAS（Elderly
Status Assessment Set）、HDS-R（改定長谷川式簡易知

能評価スケール）を比較した。対象者数が少なく全てに

おいて統計学的有意差は認められなかったが、運動機

能・動作能力 6 項目中 4 項目及び E-SAS5 項目中 3 項目

に実数として改善傾向が見られた。また 3 か月で欠席及
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4)地域在住高齢者の筋

力と骨格筋量及び身

体機能との関連性

5)多職種連携教育

-なごやかモデルの紹

介と学生の満足度- 

6)フラダンスの運動効

果の検証と介護予防

プログラムとしての

有効性の検討（第 1報） 

7)介護予防におけるフ

ラダンスの有効性の

検討 （兼：博士論文） 

共著 

単著 

単著 

単著 

平成28年3月 

平成29年3月 

平成30年3月 

平成31年3月 

名古屋学院大学論集 

医学・健康科学・ス

ポーツ科学篇第 4 巻

2 号 
P.23-P.33

名古屋学院大学論集 

医学・健康科学・ス

ポーツ科学篇第 4 巻

2 号 
P.3-P.47

名古屋学院大学論集 

医学・健康科学・ス

ポーツ科学篇第 6 巻

2 号 
P.21-P.27

地域リハビリテーシ

ョン第 14 巻 1 号               

P.80-P.85
神戸学院大学大学院

び辞退者は無かった。介護予防には継続的な運動が重要

であり、さらに 3 か月の実施で改善傾向が見られている

事より、フラダンスは有効な手段と考える。今後はさら

に対象者を増やし検証していく必要があると考える。 

地域在住高齢者 52 名を対象に身体機能検査、体組成測

定、E-SAS（Elderly Status Assessment Set）、MMSE
（Mini Mental State Examination）を実施し、筋力と

骨格筋量及び身体機能の関連性について検討した。筋力

及び骨格筋量は男性に比べ女性に低値であり、骨格筋量

は加齢に伴い低下する傾向にあった。筋力と骨格筋量は

有意な相関関係にあり特に下肢筋力に比べ握力で相関が

強かった。運動機能は筋力との相関を認めたが、骨格筋

量との相関は認められなかった。認知機能と筋力及び骨

格筋量に相関は認めなかった。今後も同地区にて継続的

に測定を実施する予定であり、経年的な経過を検証しな

がら運動機能向上及び健康増進を目指した地域での取り

組みに活かしていきたいと考える。

本人担当部分：研究計画、検査実施、考察 
共著者：平野孝行、笹野弘美 

「文部科学省 未来医療研究人材養成拠点形成事業 な

ごやかモデル」で実施している、高齢化率 44。1%の団

地 を フ ィ ー ル ド に し た 3 大 学 協 同 で の IPE
（Interprofessional Education）の紹介と、IPE に参加

した学生の満足度調査について報告及び課題の検討を実

施した。本調査では現在実施している IPE については概

ね満足しているも、3 大学それぞれ独自のカリキュラム

があり、またキャンパスも離れている事より授業内に合

同で活動することが困難であった。また単年度参加より

複数年度参加した学生の方が肯定的な意見が多いことよ

り、e ラーニングや SNS などの活用により学生同士がよ

り密に連絡を取り合いお互いを理解し共通認識を持つこ

とが必要である。また、各大学でも学生がより学びやす

くなるよう時間割の調整や休日利用の検討も必要であ

る。 

フラダンス未経験の地域在住高齢女性 18 名に対し、週 1
回 60 分のフラダンスレッスンを実施し、レッスン開始

前・レッスン開始 3 か月及び 6 か月後の運動機能・動作

能力等を比較し、Functional Reach Test、立ち上がりに

統計学的有意差が認められた。また有意差は認められな

かったが、実数として長座体前屈、片足立ち、反応時間

においては半数以上、股外転筋力、Timed Up&Go Test
においては 7 割以上の対象者に改善が認められた。さら

に希望者 14 名とインストラクターに対し三次元動作解

析システムによる動作解析を実施し、レッスン開始後 12
カ月で徐々にインストラクターの動きに近づいてきた。

これらより、フラダンスは体幹・股関節周囲筋を多く使

い、またステップに応じ個々の筋を選択的に使うため体

幹・股関節周囲筋の筋力維持・強化に有効であり。フラ

ダンスは介護予防の有効な手段であると言える。 

介護予防におけるフラダンス（以下、フラ）の有効性の

検証を目的とした。60・70 歳代のフラ未経験女性 18 名

に対し、週 1 回 60 分のフラレッスンを実施し、最後ま

で継続できた 14 名を対象に、レッスン開始前・レッス

ン開始から 3 か月毎に 36 か月間の運動機能・動作機能・

能力を比較し、立ち上がり、FR に統計的有意差が認め

られた（p<0.05）。また、有意差は認められなかったが、

片足立ちにおいて改善傾向が見られた。さらに BMI、握

力、股外転筋力、TUG、反応時間、つぎ足、E-SAS、
MMSEの平均値においては介入前から介入後 36 カ月ま
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で大きな低下は見られなかった。これらより、フラは体

幹・股関節周囲筋の筋力維持・強化に有効であり、介護

予防に有効な手段であると考える。さらに、介護予防に

は運動の継続が重要であるが、18 名中 14 名が 36 か月継

続できていることからもフラは介護予防の有効な手段で

あると考える。 
（その他） 
「学会発表」 
1)フラダンスは介護予

防プログラムに利用

できるのか！

2)多職種連携教育と

AIP（Aging in Place） 
コミュニティ作りに

ついての報告 

3)在宅医療・地域包括体

制構築に向けた行政、 
地域、大学連携による

調査

4)介護予防におけるフ

ラダンスの効果につい

て－運動機能・運動能 
力に着目して－ 

平成25年5月 

平成27年3月 

平成27年6月 

平成28年5月 

第48回日本理学療法

学術大会 
（名古屋国際会議場）

第24回愛知県理学療

法学術集会 
（ウインクあいち）

第57回日本老年医学

会学術集会 
(パシフィコ横浜）

第51回日本理学療法

学術大会 
（札幌コンベンション

センター）

60 歳代・70 歳代のフラ未経験女性 8 名（平均年齢 66。
1 歳）を対象に、3 か月間（週 1 回、計 12 回）のフラレ

ッスンを実施し、実施前後の運動機能・動作能力等を比

較した。12 回のフラレッスンにより、半数以上に筋力、

バランス能力、柔軟性、歩行能力の改善が認められたこ

とは特筆すべきことである。また E-SAS においても 5
項目中 3 項目に改善が認められたことにより、フラは介

護予防に有用な手段となり得ると考える。フラは楽しく

実施でき、その「楽しさ」が「運動の継続」に繋がると

考える。さらに、人前でダンスを披露することの「満足

感・達成感」が、さらなる「運動の継続」に繋がると考

える。介護予防には、定期的な、そして継続的な運動が

重要であり、フラはその有効な手段であると考える。 

「文部科学省 未来医療研究人材養成拠点形成事業 な

ごやかモデル」における多職種連携教育の取り組みと同

事業において進めている「学生と住民と協働して AIP
（Aging in Place）コミュニティ作り」について報告し

た。学生がグループで企画運営をする事で職種毎に偏り

がちな考え方を知り、お互いに話し合うことで最善の方

法を見出すという「チーム」を学内教育で体験する事は

重要であり、多くの医療系養成校で取り入れていく必要

がある。しかしながら現事業で連携している 3 大学のう

ち当大学のみキャンパスが離れており、グループでの活

動に参加しづらい状況となっている。また、多大学で実

施する場合はカリキュラムの調整が難しく、テレビ会議

システム等を利用した遠隔及び時間差での受講、e ラー

ニング等の検討も必要であると考える。

名古屋市緑区で在宅医療及び介護施設の利用者本人とそ

の家族、各 20 名、サービスを提供する医師・歯科医師・

薬剤師・訪問看護ステーション看護師・療法士・ケアマ

ネージャー（計 279 名）に対し、地域における在宅、高

齢者医療、介護体制の問題点と課題を明確化することを

目的に在宅医療、施設利用者の声を拾い上げるとともに、

サービスを提供する側の意識に関するアンケート調査を

行った。利用者に対するアンケートは学生実習の一環と

して医学部学生による聞き取り調査として実施した。詳

細な内容の解析は本会までにはまとめて報告する予定で

あるが、提供者側の回答率が率直に現在の問題点を反映

している可能性が推察される。今回は特に利用者側をあ

る程度抽出した形で進めたが今回の解析を踏まえ、さら

に緑区、さらには名古屋市全体の現状・意識調査の展開

により在宅医療・地域包括体制構築の糧としたい。             

本人担当分：研究計画、調査、データ分析

共同研究者：赤津裕康、姜 琪鎬、笹野弘美、大原弘隆 

60・70 歳代の女性 18 名(平均 71.4 歳)を対象に週 1 回の

フラレッスンを行い、介入前後の、運動機能・能力につ

いて比較した。週 1 回のレッスンにより、10 項目のうち

3 項目において統計学的有意差が認められ、またそれ以

外の 5 項目においても改善傾向が認められた事より、フ
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5)多職種連携教育－な

ごやかモデルの紹介

と学生の満足度－

6)介護予防におけるフ

ラダンスの効果につ

いて－フラ基本ステ 
ップの動作に着目し 
て－ 

7)フラダンスを活用し

た介護予防プログラム

の有効性の検討

平成 28 年 11

月 

平成29年5月 

令和１年10月 

第 4 回日本理学療法

教育学会学術集会

（国際医療福祉学院

も も ち ホ ー ル ）

第52回日本理学療法

学術大会 
第 4 回日本予防理学

療法学会学術大会 
（ 幕 張 メ ッ セ ）

第 6 回日本予防理学

療法学会学術大会 
第54回日本理学療法

学術大会 
（広島国際会議場） 

ラは運動機能・能力の維持改善に有用な手段であると考

える。また、6 か月間の実施において入院による 1 名を

除く 17 名全員が継続できていることも特筆すべきであ

る。フラは楽しく実施でき、人前で披露することの「満

足感・達成感」や普段とは違う化粧による「高揚感」が

「運動の継続」に繋がると考える。介護予防には定期的・

継続的な運動が重要であり、本研究によりフラはその有

効な手段であると考える。今後も経時的変化を追うとと

もに、その他の検査項目との関連性についても検討した

い。

「文部科学省 未来医療研究人材養成拠点形成事業 な

ごやかモデル」における多職種連携教育の取り組みと参

加した当大学リハビリテーション学部 4 年生 21 名に実

施した満足度調査について報告した。ほぼ 6 割の学生が

満足したと回答したが、他職種の理解ができたと回答し

たのは 3 割強であった。このプログラムで連携している

3 大学のうち当大学のみキャンパスが離れており、グル

ープ活動に参加しづらい状況であるため、これが、他の

職種を理解できない要因の 1 つとなっていると考える。 

研究目的に賛同を得られたインストラクター(48 歳)に対

し VICON による動作解析を実施した。また同じく賛同

を得られた 60・70 歳代の女性 18 名(平均 71.4 歳)を対象

に週 1 回のフラレッスンを行い、14 名(平均 72.4 歳)の希

望者に対し動作解析を実施した。ステップはカオ・カホ

ロの 2 種とし、フラの独特の動きである骨盤の傾斜に着

目した。インストラクターはどのステップでも肩をほぼ

水平に保ったまま骨盤を左右に傾斜させているが、高齢

者は介入前には肩と骨盤が同じように傾斜し体が傾いた

状態であった。介入後 6 か月では徐々に肩を水平に保つ

ことができるようになり、インストラクターの動きに近

づいてきた。フラは体幹・股関節周囲筋を多く使い、ま

たステップに応じて個々に筋を使う。肩をほぼ水平に保

ったまま骨盤を左右に傾斜させる場合、これらの筋を必

要に応じて個々にコントロールしており、体幹及び体

幹・股関節周囲筋の筋力維持・強化に有効であると考え

る。

60・70 歳代のフラ未経験女性 18 名（平均年齢 71.4±5.1
歳）のうち研究期間中継続できた 14 名（平均年齢 70.9
±5.2 歳）を対象に、週 1 回のフラレッスンを 36 か月間

実施し、介入前及び介入後 3 か月毎に身体機能・運動機

能・能力を検査し比較した。立ち上がり、FR に統計学

的に有意な上昇が認められ、片脚立ちに改善傾向が見ら

れた。BMI、握力、股外転筋力、TUG、反応時間、つぎ

足、E-SAS、MMSE の平均値・中央値に大きな変化は見

られなかった。フラは常に股関節・膝関節屈曲位で体幹

を正中位に保持したまま骨盤の回旋・傾斜運動を反復的

に行うため、体幹・股関節周囲筋の筋力強化に有効であ

り、立ち上がり及び FR に改善が認められ、片脚立ちに

改善傾向が見られた。また、加齢と共に低下が予測され

る握力等に大きな変化が見られなかった事から、維持的

な効果があると考える。更にフラは、音楽に合わせ、歌

詞の意味を理解しハンドモーションで相手に伝え、幾つ

かの基本ステップを組み合わせて踊るため、認知面に対

する効果も期待できる。これらよりフラを用いた介護予

防プログラムには個人の身体的要素の一部に短期的効果

を期待できる可能性がある。また、18 名中 14 名が 36
か月に渡り週 1 回という頻度で参加の継続ができた事

も、プログラムの有用性の一端を示していると考える。 
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「研修報告書」 
1)アメリカサンシティ

研修報告

2)平成 26 年度在宅医療

と介護の連携に関す

る調査報告書

平成27年3月 

平成 27 年 10

月 

名古屋学院大学論集 

医学・健康科学・ス

ポーツ科学篇第 3 巻

2 号 
P.23-P.26

緑区地域包括ケア推

進会議在宅医療・連

携部会 
緑区在宅医療・介護

連携支援センター

2014 年 10 月、アメリカ・アリゾナ州にあるサンシティ

への「文部科学省 未来医療人研究人材養成拠点形成事

業『なごやかモデル』」の研修に参加したため報告した。

この研修を通して、楽しんで生活をする事の大切さ、人

から必要とされることの大切さなど「高齢者の街づくり」

に関する多くのヒントを得た。今回得られた知識、情報

を『なごやかモデル』の目指す『Aging In Place』に役

立てたい。 

平成 26 年度における在宅医療と介護の現状把握と、課

題を抽出し今後の方策を検討するために、医療や介護の

受給者および提供者の双方に対する調査を実施した結果

の報告書。

本人担当分：研究計画、調査、データ分析

共著者：稲葉静代、姜琪鎬、佐藤貴久、小森敦夫、山口

一丸、永田康子、赤津裕康、笹野弘美 他 
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年月日

平成��年��月

平成��年��月

�）大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテー
ション学類ࠉ身体㞀害作業療法学実習

「྾ჾの作業療法」講師

�）大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテー
ション学類ࠉ身体㞀害作業療法学実習

「代ㅰ性患の作業療法」講師

研 究 分 野

作業療法に関する実務

教 育 研 究 業 績 書

令和㸰年ࠉࠉ㸱月ࠉ㸱㸯日

氏名ࠉࠉᆤ内ࠉ善ோࠉࠉ

研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

身体㞀がい実務、⪁年期、認知症、護予防実務、地域

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

平成��年�月 大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーショ
ン学類�年次のティーチング・アシスタントとして
「在Ꮿリハビリテーション論」において、より実
践を意識した実技教育とするために、臨床での経
験上㢖出する事例と困難点・ᕤኵを例示し、┤接
教示した。そのことで、学生からの自主的な質問
数はቑ加し、総合臨床実習に向けた予習の促進や
学生の不安㍍減につながる可能性が示唆された。

教育方法の実践例ࠉ１
�）大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテー

ション学類ࠉ「在Ꮿリハビリテーション論」
ティーチング・アシスタントとして事例

（仮想）を通じた具体的指導の実践

大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーショ
ン学類�年次の学生��名に対し身体㞀害作業療法学
実習�専門科目、�年次配当、半期、�単位・��時
間�の「྾ჾの作業療法」と題して、�時間の授
業を行った。講⩏では、授業カリキュラムに๎
り、はじめに྾ჾの解๗学・生理学の基本的知
識を教示した。次に、医学的情報として、臨床で
必要な⾑ᾮ࢞スやレントࢤンの読み取り方をఏえ
るとともに、フィジカルアセスメントについて実
際の臨床につながるように、実技を交えて学習し
た。最後に、具体的な症例をグループで検討し、
目的をᣢって学習方法、知識と技術の⼥合を目指
した。学生は、ᮘ上のຮᙉだけではఏわらない部
分も、実技や症例、動画を交えることで具体的に
イメージできたとの感想が多くきかれた。

大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーショ
ン学類�年次の学生��名に対し身体㞀害作業療法学
実習�専門科目、�年次配当、半期、�単位・��時
間�の「代ㅰ性患の作業療法」と題して、�時間
の授業を行う。講⩏では、授業カリキュラムに๎
り、糖尿病および㦵⢒㧼症の病態生理から説明を
行い、解๗学・生理学の基本的知識を教示する。
次に、医学的情報として、臨床で必要な⾑ᾮ検査
の読み取り方をఏえるとともに、グループワーク
を用いて日常生活指導の方法、低⾑糖への対応方
法、セルフトレーニングの指導方法について実践
形式で学習する。最後には症例検討を行い、次年
度の臨床実習で評価・治療につながるように教示
する。加えて、྾ᘬ技術についても、マニュアル
を作成しఏ達するとともに、デモンストレーショ
ンを行い、全員が模ᨃ的に経験する。
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年月日事項 概 要

平成��年�月

平成��年��月

平成��年��月

平成��年�月

�）大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテー
ション学類身体㞀害作業療法学実習

「ᚠ環ჾ患の作業療法」講師

�）大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテー
ション学類身体㞀害作業療法学実習

「྾ჾの作業療法」授業用教材

�）大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテー
ション学類身体㞀害作業療法学実習

「代ㅰ性患の作業療法」授業用教材

�）大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテー
ション学類身体㞀害作業療法学実習

「ᚠ環ჾ患の作業療法」授業用教材

大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーショ
ン学類�年次の学生��名に対し身体㞀害作業療法学
実習�専門科目、�年次配当、半期、�単位・��時
間�の「ᚠ環ჾ患の作業療法」と題して、�時間
の授業を行う。講⩏では、授業カリキュラムに๎
り、心不全、心➽᱾ሰ、ᘚ⭷症、⊃心症など心
患の病態生理について学ࡪ。さらに、心電ᅗの理
解と、実際の読み取り方について、質応答形式
で具体的に教示する。ロールプレイとして、心⮚
のᅗ形模や日常生活動作の指導・助方法を行
うとともに、患者・家族とのコミュニケーショ
ン・情報収集手段について実践を通じて学習す
る。また、評価から運動療法（有㓟⣲運動・➽力
ቑᙉカ⦎・家事動作カ⦎など）症例検討では、具
体的入院事例�例、在Ꮿ事例�例を提示し、学生が
評価からプログラムを立案する方法を学ࡪ。

大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーショ
学類�年次ࠉ身体㞀害作業療法学実習�専門科目、�
年次配当、半期、�単位・��時間�の「྾ჾの作
業療法」で使用する教材として、スライド���ᯛを
リジナルで作成し、全員に配布した。構成は身࢜
体機能作業療法学第�版�医学書院�の流れを参考
に、病態生理、解๗のᅗ・表を多く（真含む）
示し、実際のレントࢤン画像や⾑ᾮデータをᤄ入
して作成した。また、視診・触診評価では、デモ
ンストレーション動画、臨床の動画集を作成・ᤄ
入し、スライド内で提供した。

大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーショ
学類�年次ࠉ身体㞀害作業療法学実習�専門科目、�
年次配当、半期、�単位・��時間�の「代ㅰ性患
の作業療法」で使用する教材として、スライド���
ᯛを࢜リジナルで作成し、全員に配布する。構成
は、身体機能作業療法学第�版�医学書院�を参考
に、糖尿病の病態・運動療法・⸆≀療法・家族指
導について、近年の論文から得られる知見を含
み、より実践で重要なポイントをఏ達する。྾ᘬ
実技では、デモンストレーション動画を作成・ᤄ
入し、スライド内で提供する。

大阪府立大学地域保健学域総合リハビリテーショ
学類�年次ࠉ身体㞀害作業療法学実習�専門科目、�
年次配当、半期、�単位・��時間�の「ᚠ環ჾ患
の作業療法」で使用する教材として、スライド���
ᯛを࢜リジナルで作成し、全員に配布する。構成
は、身体機能作業療法学第�版�医学書院�の流れに
沿って、ᅗ・表、真を多く用いて具体的にイ
メージできるようにᕤኵした。また、作業療法実
践に際し、より新しい知見が得られるように、近
年の論文をレビューしてᘬ用した。臨床場面で㐼
㐝するチアノーࢮや㢕動⬦ᛣᙇの視診、具体的評
価方法については、実際の動画をᤄ入し、提供す
る。
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年月日事項 概 要

平成��年�月

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ４

平成��年�月
～

平成��年�月

�）所ᒓ長による評価

�）卒後教育体制構⠏（スーパーバイザー制度）

教育上の能力に関する大学等の評価ࠉ３

（院内教育）

医療法人㬨池会⛅津㬨池病院の作業療法士（身体
㞀がい部門）として��年間勤務し、係長として
日々の臨床実践に加えて、現場マネジャーや単位
の⟶理、後㍮・学生教育などᖜ広く活㌍してい
る。学生教育では㇏富な経験からಶ別性を重視
し、それぞれの能力や理解力、性格などಶ々に合
わせた指導法を実践しており、┤接指導した学生
や後㍮だけではなく、他職種、患者とその家族か
らの信頼も厚い。学生は、総合臨床実習の前後で
表情や発言の変化が明確で、学生自身の充実感か
ら、当該職員の卒後教育を求めて入職することも
多い。近年は、社会活動や研究活動で得た知識を
教育場面で活用し、より学生にとって良い指導と
なるように研㛑を重ࡡている。臨床と研究、教育
の実務経験からも、教育上の能力を有しているも
のと評価する。

⛅津㬨池病院では卒後�～�年目の職員ごとにスー
パーバイザーを設定しており、平成��年から�年目
の職員について、年�名・合計�名の┤接指導を
行った。指導内容は、カ⦎同行による実技（評
価・治療）指導、住環ቃ整備・福♴用具指導に加
えて、自己研㛑方法指導、年�回の症例報告会のレ
ジュメ作成指導、年�回のリハビリテーション部研
究発表会の発表指導（研究計画・発表資料作
成）、ストレス対ฎ・体調⟶理指導を行った。�年
目の職員について、継続した臨床指導に加えて、
奈良県作業療法士会主ദの事例報告会、奈良県作
業療法学会での発表指導を�名行った。�年目の職
員について、臨床の指導・相談に加えて、後㍮指
導を行えるように指導方法について指導した。ま
た、外部の学会発表や日本作業療法協会の事例登
録制度への登録指導を�名実施した。これら卒後の
継続指導では、常に相談ができる安心感を得ると
ともに各ୡ代での目標をバイザーと共有すること
で、研㛑意欲を保ᣢする点に留意している。
平成��年�月からは、係長として現場マネジャーを
担い、各職員の臨床能力・業務ฎ理状況について
ᢕᥱにດめた。また、状況を上司に報告・相談
し、担当対象者数、ᙺ割、フォローアップについ
てಶ別に考慮した。これらは、年�回全職員とಶ別
面談を行い、相違が生じないように留意した。�年
目以㝆の職員を対象としたバイザーミーティング
を年�回開ദし、情報共有と抱え込みの予防にも留
意した指導を実践している。
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年月日事項 概 要

�）リハビリテーション部研究発表会
学会発表指導

平成��年��月
～

平成��年�月

医療法人㬨池会⛅津㬨池病院リハビリテーション
部研究発表会において、平成��年��月から指導を
務めた。第��回「関わることの難しさを経験した
一事例～“かわいそうな私”を表出する症例を通
して学んだこと～（平成��年�月）」
第��回「自ら求める感覚่⃭に着目した働きかけ
（平成��年�月）」
第��回「自Ꮿ復ᖐを目指した家族との協力～お互
いの想いを知ることから～（平成��年�月）」
第��回「安全な在Ꮿ生活環ቃの自己㑅ᢥに至った
一事例～「┤接的な経験」を考慮して～（平成��
年�月）」
第��回「対象者の意思を考慮したἥ動作カ⦎～
転ಽリスク㍍減を目指して～（平成��年�月）」
第��回「園芸を通して内発的動機づけが向上した
事例（平成��年�月）」
第��回「0,によりἥ動作学習が困難となってい
た一事例～視覚提示を用いた作業療法入～（平
成��年�月）」
第��回「㏥院後施設でのᒃ場所を獲得した一事例
～認知症高齢者のᙺ割感に着目して～（平成��年�
月）」
第��回「作業の体験を重視した臨床実習指導～自
己効力感向上を認めた学生を通して～（平成��年�
月）」の計�演題の指導を行った。
、学会発表では、平成��年�月からࠉ
第�回奈良県作業療法学会「自分らしい生活の構
⠏を目指したアプローチ～作業バランスの視点か
ら～（平成��年�月）」
第�回奈良県作業療法学会「Ὑ℆≀たたみ動作への
入～ワーキングメモリ－に着目して～（平成��
年�月）」
第�回奈良県作業療法学会「㛢じこもりがちな病Ჷ
生活が変容した一事例～他者との関わりがもたら
す自己有用感の獲得～（平成��年�月）」
第��回日本認知症ケア学会大会「㏥院後施設での
ᒃ場所を獲得した一事例～認知症高齢者のᙺ割に
着目して～（平成��年�月）」
第��回日本⪁年精神医学会「認知症高齢者の転ᖐ
先に影響する要因の探⣴的調査（平成��年�月）」
第��回近␥作業療法学会「作業の体験を重視した
臨床実習指導（平成��年��月）」の計�演題の共同
演者として指導を行った。
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年月日事項 概 要

身体㞀がい㡿域の臨床実習スーパーバイザーとし
て、ᫍ城大学�年生（�週間）�名（平成��年�月～�
月、平成��年�月～�月、平成��年�月～�月）、神
戸学院大学�年生（�週間）�名（平成��年�月～��
月）、大阪河﨑リハビリテーション大学�年生（�
週間）�名（平成��年�月～�月）、関西学研医療福
♴学院�年生（�週間）�名（平成��年�月～�月）、
関西福♴科学大学�年生（�週間）�名（平成��年�
月～��月）、⸛野大学�年生（�週間）�名（平成��
年�月～�月、平成��年�月～�月）、⸛野大学�年生
（�週間）�名（平成��年�月～��月、平成��年�月
～��月）、大阪府立大学�年生（�週間）�名（平成
��年�月～�月、平成��年�月～�月）、計��名の指
導を実施した。また、ケースバイザーとして、神
戸学院大学�年生（�週間）�名（平成��年�月～��
月）、ᫍ城大学�年生（�週間）�名（平成��年�月
～�月）、ᅄᲄ␝学園大学�年生（�週間）�名（平
成��年�月～�月）、計�名の指導を行った。
平成��年�月には、日本作業療法士協会臨床実習ࠉ
指導者研修全課程修（認定番号���号）の認定を
受けた。
。指導に際しては、以下のことに留意したࠉ
・実習開ጞ時には、必ࡎ学生自身で目標立案を行
い、実習指導者、㈐任教員と共有し実現を支援す
る。
・㈐任教員と積極的に連⤡を取り合い、実習開ጞ
前の課題提示と実習の進め方、実習⤊後のフォ
ローアップを含めて学生の教育に関して連携をᙉ
化する。
・対象者に実習の目的や方法を説明し、学生・対
象者ともに主体的に取り組めるよう関係を構⠏す
る。
・評価・治療ともに①見る、②模ೌする、③実践
する、④助言により修正する流れをᚭᗏし、不安
㍍減と学習につなげる。
・期間中に医師・看護師・護士・理学療法士・
言語⫈覚士・⟶理栄養士・医療相談員と情報共有
する場を設定し、他職種協業を理解する。
・ጞ業・⤊業時間を順Ᏺし、自Ꮿでの学習時間を
確保する。
・会議や⟶理業務を含めて、実際の業務により多
く触れ、時間⟶理など経験から学ࡪことを促進す
る。
・リスク⟶理しながらも、極力学生がᙺ割を担う
ことで㈐任能力を養う。
・スーパーバイザー・サブバイザー制度により、
೫った指導をᢚ制し、コーチング・ティーチング
を場面によって使い分け、学生行動の理由付けを
ᙉ化する。
・作業療法の㨩力を感じられるように、対象者と
学生に作業を通じた交流を設定する。
・バイザーの業務㔞に配慮し、指導に専念できる
環ቃを整える。

�）臨床実習指導：日本作業療法士協会臨床実習
指導者研修全課程修（認定番号���号）

平成��年�月
～

平成��年�月
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年月日事項 概 要

平成��年�月

�）奈良県作業療法士会主ദࠉ現職者共通研修
「作業療法における協業・後㍮育成」講師

平成��年�月
～

平成��年��月

平成��年�月
～

平成��年�月

（院外での講演）

�）リハビリテーション部新人研修会講師

�）看護師卒後�年研修講師

�）第��回ᫍ城大学リハビリテーション研究会
「��年間の㌶㊧」シンポジスト

ᫍ城大学リハビリテーション学部の学生および卒
業生を主体として構成される研究会において、
「��年間の㌶㊧」の題目でシンポジストを務め
た。作業療法士として臨床でᚑ事し、��年が経過
した今感じることをテーマに、これまでの経験を
り返り、特に病院から地域への働きかけの重要
性を語った。また、経験的根ᣐに基づく福♴機
ჾ・自助具の㑅定から、神経難病患者への評価ポ
イントなど教科書や論文にあまり述べられていな
い事項に留意して、若手作業療法士に取り組みを
⤂した。

看護師の卒後教育の一環として、他職種協業を目
指した「リハビリテーション専門職のᙺ割」に関
する講⩏を行った。
講⩏内容は、①「リハビリテーション・看護の定
⩏」について、日本理学療法士協会・日本作業療
法士協会・日本言語⫈覚士協会・看護協会の定⩏
を,&)のᅗを用いて共通する㡿域および専門性のᙉ
い㡿域について事例提示を用いて説明を行った。
次に、②「作業療法士が臨床で使用する評価法」
について、当院で日常的に使用する身体機能評価
（関⠇可動域、➽力、感覚など）・神経心理学的
評価（認知機能、自己効力感や満足度、うつ度な
ど）の評価目的と結果の解㔘方法、目標や治療設
定との関連について説明を行った。③「リハビリ
テーション職と看護師の連携」について、①②の
内容から専門性の理解を促した上で、対象者を主
体とした目標設定・共有の方法、対象者のᙉみを
日常生活に導入する方法について、どのようなᕤ
ኵが必要か・可能かについてグループワークを行
い、実践で活かせるように留意した。

本研修会は日本作業療法士協会の定める生ᾭ教育
制度にある基礎研修で、若手作業療法士の育成を
目的とした研修である。平成��年から年�回計�回
講ᗙを担当した。

⛅津㬨池病院では、リハビリテーション部の新入
職の職員（作業療法士・理学療法士・言語⫈覚
士）を対象に週�回・通年で研修カリキュラムを実
施している。その中で、「認知症のひとの理解」
（平成��年まで）、「患者心理について」（平成
��年以㝆）の講ᗙを担当し年�回の講⩏を計�回
行った。
両担当講ᗙで重点指導事項として、はじめにひと
を対象とした職種であることの理解を促した。研
修の具体的内容は、①「理的配慮の㑂Ᏺ」とし
て接㐝のᚭᗏ、ಶ人情報保護、安全⟶理に触れ、
患特異性を考慮した関わり（特に意思の表出が
困難な対象者との関わり）について説明を行っ
た。次に、②「科学的根ᣐのある治療の必要性」
について、なࡐ常に自己研㛑・知識のアップデー
トが必要かを中心に著書や論文における理論の変
㑄を提示し、経験に基づく対象者のニーズ（より
良い治療方法㑅ᢥのᶒ利）を合わせて説明を行っ
た。③「対象者の思い」について、経験に基づく
具体的事例を提示し、神経心理学的評価の結果と
合わせて説明を行った。同時に、グループワーク
を実施し、自身の推察と他者の考えを比㍑し、違
いを体験することで、対象者主体の考え方につい
て学習する機会とした。

平成��年��月
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年月日事項 概 要

平成��年�月

平成��年�月

医療法人弘ோ会南和病院看護師研修会において、
講師を務めた。療養病院である南和病院では、入
院患者の大半を高齢者が༨め、認知症をもつ人も
少なからࡎ存在する。そんな現場で働く看護師の
困りごととして、ᢤ㔪や護ᣄྰ、ᚔᚉなど認知
症の行動・心理症状への対応が挙げられ、行動観
察法の⤂から具体的な対応方法について作業療
法士の視点から考え方を説明した。講⩏内容は、
①出来ないことだけではなく出来ること（ᙉみ）
のᢕᥱ、②行動のᤊえ方・評価方法、③変性・進
行患の特徴を中心に、前半は講⩏、後半は事例
を用いたグループワークを行った。認知症の支援
ではなく、認知症をもつ人の支援であることをᙉ
調し、生活Ṕの解㔘や、意ある作業の支援方
法、ᢚ制ではなく共同するための心理コントロー
ルについて説明した結果、グループワークでは、
ᙉみ（作業）を活かしたケア実践につながる考え
や意見が多くみられた。

�）医療法人弘ோ会南和病院看護師研修
「認知症をもつ人の支援」講師

�）奈良県吉野㒆大ᾷ⏫護予防教ᐊ
「いきいきࡩれあい教ᐊ」講師

��）奈良県ᚚ所市護予防講ᗙ
「認知症の理解と予防」講師

奈良県吉野㒆大ᾷ⏫の地域住Ẹを対象に、�ࣨ所の
護予防教ᐊで「認知症・高齢期うつ病の理解と
予防」の題目で講師を務めた。認知症や高齢期う
つ病の啓発を目的に、①加齢と認知症の違い、②
予防のための生活習័、③早期診᩿・早期治療の
重要性について教授した。同時に、地域で見Ᏺり
をᙉ化し、気付いたら相談することを౫頼し、相
談方法と相談場所の確認をᙺ場職員とともに行っ
た。

奈良県ᚚ所市の地域住Ẹを対象とした護予防講
ᗙにおいて講師を務めた。市内では、認知症カ
フェやサロンが行われているが、参加者数が少な
く周知出来ていない現状があった。そのため、あ
らためて認知症の理解と予防の重要性について啓
発することを目的とした。具体的な内容は、①認
知症と加齢性ものᛀれの違い、②早期診᩿・早期
治療の重要性、③日常生活で実践できる予防方
法、④地域での取り組み⤂とした。理解につな
がるように、説明時の言葉㑅びに配慮し、予防に
重要な運動や活動を体験しながら学習をᅗった。
一⥴に参加した保健師からも、講ᗙ後に参加者か
ら地域の取り組みについて問い合わせがあった᪨
がఏえられ、一時的にでも関心が高まっていると
の報告を受けた。

平成��年�月

平成��年��月 奈良県吉野㒆大ᾷ⏫護予防リーダー養成講ᗙに
おいて、講⩏資料提供を行った。講ᗙ内容は、①
全員がᴦしむ方法、②二重課題・多重課題の導入
ポイント、③集団場面の注意点を中心に、レクリ
エーション考案・進行を護予防リーダーが実践
できるよう配慮した。前半は講ᗙ、後半はレクリ
エーション計画のグループワークを設定し、他参
加者にᢨ㟢することで学習ᙉ化をᅗった。

��）奈良県吉野㒆大ᾷ⏫護予防リーダー
養成講ᗙ「レクリエーションの考え方」
講⩏資料提供
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年月日事項 概 要

平成��年�月

平成��年�月��）奈良県作業療法士会主ദࠉ現職者共通研修
「事例検討・事例報告」講師

平成��年��月
～令和�年�月

平成��年��月 奈良県吉野㒆大ᾷ⏫の地域住Ẹおよび認知症家族
を対象に、「やすらࡂカフェ」をいう名前の認知
症啓発事業を実施し、講師・ファシリテーターを
務めた。講ᗙでは、認知症をもつ人とその家族を
地域で支えるをテーマに、実際に護を経験した
家族護者による講演の後に①認知症は特別な病
気ではないこと、②家族護者を支援するための
コミュニケーション方法、③気付いた時の相談❆
ཱྀについて教授した。その後、カフェタイムには
グループワークで認知症護の困りごとと支援方
法について話し合い、様々な意見が出るように各
グループにファシリテーターを配⨨したことで、
活発な意見交が行われた。

奈良県吉野㒆吉野⏫のサロン（地域住Ẹ主体の取
り組み）の各リーダーが集まり、年�回開ദされる
交流会において、講師を務めた。目的は、それぞ
れのサロン活動報告への助言と、認知症予防を⏫
全体で実現していく為には、各サロン活動に予防
の考えを取り入れる必要がある事を教授した。具
体的には、認知的アプローチの説明と実践効果に
ついて説明し、特別なことではなく日常のサロン
活動をᕤኵすることが重要であると説明した。後
半はグループワークで、サロン活動の困りごとと
目標（�年）を考え共有をᅗった。また、平成��年
度に認知症予防として作業療法士の支援を希望す
るサロンをເ集し（�サロン）、月�回・�年間の支
援したい᪨をఏえた。

奈良県᷃原市の地域住Ẹ主体サロンで年���ࣨ所
「運動を取り入れた認知症予防と認知症ึ期集中
支援事業について」の題目で講師を務めた。住Ẹ
主体の護予防活動が推進される中で、多くのサ
ロンでは運動やレクリエーションなど᪤成のプロ
グラムが継続して行われ、参加者も減少傾向にな
るなど、័れによる参加率低下が問題となってい
た。そこで、習័化された運動の中にᴦしみの要
⣲と多重課題による認知症予防方法を重点的かつ
具体的に教示した。また、難易度調整の考え方を
同時にఏえることで、័れによる参加者数低下予
防をᅗった。次に、認知症早期診᩿・早期対応の
ために、近㞄住Ẹだから出来ることとして、気付
きから認知症ึ期集中支援事業に至るまでの相談
❆ཱྀと具体例を提示し、理解と協力を౫頼した。
行政・専門職だけ、住Ẹだけではなく、互いに協
力し合う⾤づくりの実現に向けて積極的に協力し
ていく᪨の感想が⪺かれた。

奈良県作業療法士会主ദの事例報告会において、
講師を務めた。県内施設の作業療法士�名から、そ
れぞれ�事例・合計�事例（身体㡿域�事例、精神㡿
域�事例）について発表があり、ファシリテーター
として進行を行うとともに、各事例の評価や経
過、考察について確認とアドバイスを行った。若
手作業療法士が多く受講することから、病態生理
と&7・05,画像所見の解㔘、事例の全体像の整理方
法について詳細に説明を行った。また、作業療法
の視点を重要視し、①作業療法評価方法の確認と
効果ุ定の㐺切さ、②作業目標を対象者と共有出
来ているか、③㏥院・㏥所後の生活が想定されて
いるかを確認した。「人・環ቃ・作業モデル」を
ᰕに、より早期より作業療法士としての専門性を
意識した取り組みが出来るよう留意した。多くの
質応答があり、発表者・受講者ともに充実した
という感想も多くみられた。

��）奈良県吉野㒆大ᾷ⏫地域住Ẹへの
認知症啓発事業「やすらࡂカフェ」講師
ファシリテーター

��）奈良県吉野㒆吉野⏫サロン交流会
「認知症の理解と予防」講師

��）奈良県᷃原市認知症予防講ᗙ
「運動を取り入れた認知症予防

と認知症ึ期集中支援事業にࠉࠉ
ついて」講師ࠉࠉ
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年月日事項 概 要

平成��年��月

平成��年��月

令和�年��月

令和�年�月

令和�年�月

なしࠉࠉ

その他ࠉ５

奈良県立大ᾷ高校ࠉ医療・看護コースの�年生��名
を対象に、「認知症サポーター養成講ᗙ」を実施
し、講師およびグループワークのファシリテー
ターを務めた。認知症サポーター養成講ᗙのカリ
キュラムに๎って解説を行うとともに、地域の高
校生が認知症に関する知識をもち、積極的に地域
活動に参加することの意について教示する。ま
た、グループワークを通じて認知症をもつ人への
支援方法を検討し、主体的な取り組みにつながる
ように配慮する。

��）奈良県立大ᾷ高等学校医療・看護コース
「認知症サポーター養成講ᗙ」講師

ファシリテーター

��）奈良県作業療法士会主ദࠉ現職者共通研修
「実践のための作業療法研究」講師

��）奈良県作業療法士会ࠉ現職者㑅ᢥ研修
「⪁年期のトピックス」講師

令和�年��月 奈良県作業療法士会の会員約��名に対し、認知症
や྾ჾ・ᚠ環ჾ患を中心に⪁年期の患特性
やその評価、支援方法について講演を行った。

��）奈良県作業療法士会主ദࠉ臨床実習指導者講
習
講師ࠉࠉ

本研修は厚生労働省が定める臨床実習指導の要௳
となる研修であり、近␥ᅪの作業療法会員約��名
に対して、臨床実習に関する理論と実践をᗙ学お
よびグループワークの講師を務めた。

大阪府作業療法士会ሜブロック学会にて、教育講
演の講師を務めた。参加者は大阪府作業療法学会
に所ᒓする作業療法士であった。講演では、認知
症のある高齢患者のἥと㣗事に焦点をあて、評
価から支援の実際について経験と研究をもとに報
告した。協力㡬いたスタッフからも、理解が深
まった᪨の感想がきかれた。

��）認知症の人と家族の会ࠉ奈良県支部ࠉ特別講
演
講師「知ってほしい、作業療法士の仕事」ࠉ

令和�年��月

��）ሜブロック3HWLW学会����
「認知症をもつ人の作業療法：㣗事・ἥの評

価
�と支援」講師ࠉࠉ

平成��年��月
令和�年�月

本研修会は日本作業療法士協会の定める生ᾭ教育
制度にある基礎研修で、若手作業療法士の育成を
目的とした研修である。平成��年から年�回計�回
講ᗙを担当した。

��）奈良県作業療法士会ࠉ事業部研修会
「ἥ機能㞀害の作業療法」講師

令和�年��月

平成��年度から認知症の人と家族の会との連携が
開ጞされ、認知症の当事者と家族に対し、作業療
法士の視点からお手ఏいできること、一⥴に取り
組めることをテーマに講演を行った。

奈良県作業療法士会の会員約��名に対し、作業療
法士の専門である日常生活動作、特にἥに特化
し、評価から支援について講演を行った。
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年月日事項 概 要

年月日

平成��年�月

②認定作業療法士取得 平成��年�月

平成��年�月

（院内業務）

第�����号

大阪府立大学第���号
論文題目「地域在住高齢者における計画を重視し
た集団調理入の効果」

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ３

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

認定番号����

資格，免許ࠉ１

事項 概 要

なしࠉࠉ

特許等ࠉ２

③修士（保健学）

平成��年�月
～

平成��年�月

内科（ளᛴ性期病Ჷ、回復期リハビリテーション
病Ჷ、療養病Ჷ）、精神科（一般Ჷ）に勤務。
卒中、大⭣㦵㦵ᢡ、⫵⅖など中ᯡ患や整形⬻ࠉ
患、内科患を中心に身体㞀害㡿域の作業療法
にᚑ事した。ளᛴ性期から回復期では自Ꮿ・施設
ともに㏥院先で必要な$'/・,$'/獲得に向けて身体
機能カ⦎・生活機能カ⦎を中心に支援を行った。
特に、㏥院先の環ቃ調査・調整を積極的に実施
し、㏥院後の生活を想起したカ⦎を早期より病Ჷ
生活に導入できるよう、医師、看護師、護職員
との連携を重点的に行った。療養病Ჷでは、看取
りに関わることも多く、⤊末期の作業療法につい
て研修会等に積極的に参加し、支援を行った。ま
た、当院では精神科一般Ჷにおいても、上記身体
患に伴い必要に応じた作業療法を実施してい
る。そのため、認知症や統合ኻ調症を有す対象者
の、身体機能とともに精神機能・認知機能を考慮
した支援の実践を行った。院内では、月�回症例検
討会が開ദされており、平成�����年度の間に年��
�回、合計��回の症例報告を実施した。

�）医療法人㬨池会⛅津㬨池病院
リハビリテーション部作業療法士

①作業療法士免許
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年月日事項 概 要

主任として�年間、内科のளᛴ性期病Ჷ、療養病Ჷ
の現場統括を担った。特に、療養病Ჷにおいて、
㝖ᅽや関⠇可動域、身体活動㔞の⥔ᣢに向け、職
種間で助方法における相違を減らすようにデモ
ンストレーションの方法を看護師、護職員と連
携してマニュアル化した。

�）医療法人㬨池会⛅津㬨池病院
リハビリテーション部研究発表会演題発表

平成��年�月
平成��年�月
平成��年�月

平成��年�月
～

平成��年�月

�）医療法人㬨池会⛅津㬨池病院
リハビリテーション部レクリエーション
委員会委員長

ẖ年�月～�月に�日間の日程で行われるリハビリ
テーション研究発表会において、�演題発表を行っ
た。
第��回「療養Ჷにおけるチームコミュニケーショ
ン 病Ჷ別検討会議を通じて（平成��年�月）」で
は、療養Ჷの看護師とリハ職で月�回の会議を開ጞ
し、問題点やᕤኵ点について話し合った。本会議
の実施前後において病Ჷスタッフ��名にアンケー
ト調査を行った結果、リハ職とのコミュニケー
ションがᅗりやすくなったと約���が答えた。しか
し、約���は検討会議の内容理解が難しいことがあ
ると答えた。他職種会議を積極的に行う上で相互
理解可能な表現・内容に留意する必要がある。
第��回「㉸高齢者の㛢じこもり生活からの⬺༷を
目指した症例（平成��年�月）」では、高齢者のᙺ
割獲得が活動㔞にえる影響を明らかにすること
を目的とした。���歳代の៏性心不全を有し、自Ꮿ
で㛢じこもり生活を㏦っていた高齢者に対し、ᙺ
割獲得モデルを用いて病院内・デイサービス・自
Ꮿでのᙺ割獲得を目指した。結果、長⪁・大㯮
ᰕなどᙺ割の認識的ഃ面に変化が生じ、㛢じこも
り生活からの⬺༷をᅗれた。年齢・環ቃに応じた
ᙺ割を対象者・家族・サービススタッフが認識・
共有して支援することで、高齢者においても活動
㔞は向上すると考えられた。
第��回「06$患者への注意機能を中心とした治療
入の経験～⬻神経ネットワークに着目して～（平
成��年�月）」では、06$を有す患者の認知機能と
身体ᅗ式のṍみをᤊえることと、入による変化
をᤊえることであった。注意機能や身体後方の運
動イメージにṍみが生じていた事例に、視覚・体
性感覚情報の顕在化をᅗり、段階的にཱྀ頭指示や
代ൾを減らし₯在化をᅗった結果、身体描画など
質的評価が変化し、౽ᗙや㌴᳔子への移動作は
助㔞が㍍減した。このことから、06$をもつ対象
者にも認知機能に着目したカ⦎を行うことは重要
であったと考えられた。

総勢約���名のリハビリテーション部のḼ・㏦㏄会
やᛀ年会、スポーࢶ大会、Ꮨ⠇ごとのイベント、
他職種との交流会を主ദ・運営し、スタッフ間交
流を促すとともに、心理的ケアを目的にイベント
開ദを担い、企画・運営・広報・全体の統括を
行った。

平成��年�月
～

平成��年�月

�）医療法人㬨池会⛅津㬨池病院
リハビリテーション部主任
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年月日事項 概 要

（院外活動）

�）奈良県作業療法士会教育部部員活動 奈良県作業療法士会教育部の活動として、約�年間
部員を務めた。主に、奈良県内の作業療法士を対
象とした現職者共通研修・教育部研修会の年間ス
ケジュール立案、講師౫頼、会場調整、案内文の
作成、広報、受講者⟶理、司会を担い、期間中ス
ケジュール通りに研修の運営が行えていた。

�）医療法人㬨池会⛅津㬨池病院
リハビリテーション部係長

平成��年�月
～

平成��年�月

係長として�年間、精神科における身体㞀害合ే症
におけるリハビリテーション（作業療法・理学療
法・言語療法）を統括した。他院や他施設にて対
応が難しいとุ᩿され、行動・心理症状の㍍減と
身体機能向上の方を目指す必要があり、認知機
能低下を有す際の身体機能向上過程に生じる転ಽ
リスクへの対応、活動制㝈の㍍減に取り組んだ。
また、精神科医や精神科看護師に対し、ຮᙉ会を
行い早期より身体機能カ⦎の必要性を啓発した。
また、認知症を有す場合には、自Ꮿへの㏥院が困
難となるケースも多く、家族へಶ別での護方法
指導や㈇担感の傾⫈、出来ることへの理解を促
し、可能な㝈り住み័れた自Ꮿへの㏥院促進に取
り組んだ。
内科、精神科に関わらࡎ、身体リハビリテーショ
ンが実施されている全対象者で、必ࡎ月�度・各対
象者��分程度、医師・看護師・理学療法士・作業
療法士・言語⫈覚士・医療相談員・⟶理栄養士が
集まりカンファレンスを実施している。このカン
ファレンスの総括を担い、各部門の現状報告に加
えて、身体機能や$'/、生活の予後予 におけるᐈ
観性の確保、目標の確認とな㏥院促進に向け
た連携指導・情報の整理にດめた。同様に、地域
包括ケア病Ჷ（ᪧளᛴ性期病Ჷ）の入院時カン
ファレンスや各病Ჷの㏥院前カンファレンスでは
司会を務め、当事者、家族、護保㝤サービス
（ケアマネジャー、施設スタッフ）が相互に意見
を出し合う㞺ᅖ気作りと情報の整理にດめた。
当法人では、住Ꮿ改修・福♴機ჾ導入に際し、病
院・護⪁人保健施設のスタッフが集まる環ቃ調
整カンファレンスで必ࡎᢎ認を受ける必要があ
る。平成��年度より当カンファレンスでの総括を
担い、①対象者・家族の意向を反ᫎしているか、
②動作とฎ方案が合⮴しているか、③実用性・将
来性が確保されているかをྫྷしุ᩿を行った。
また、家族や医師への説明において、理解が得ら
れにくい場合や業者・ケアマネジャーへのฎ方案
説明において、㈐任者として同行し㏣加説明を
行った。

�）医療法人㬨池会⛅津㬨池病院新規事業企画会議
「できること検討委員会」委員

当院における新規事業を考え、企画書を作成し、
委員長（リハビリテーション部部長）が理事会に
て提案を行う。具体的内容は、①医療・護連携
の取り組み、②地域連携の取り組み、③利用しや
すい病院作り、④働きやすい環ቃの整備を中心に
新規事業の検討・立案を行った。会議は�～�月に�
度行われ、現在までに院内デジタルサイネージ・
リーフレットの設⨨や護相談教ᐊの開ദ、フッ
トサルコートのᘓ設企画を行った。

当院では、年�回リハビリテーション部主ദで、他
職種合同による研究発表会を開ദしている。当研
究発表会の実行委員長として、�年間企画・広報・
ᢒ録作成・予算⟶理・運営・司会業務にあたると
ともに、実行委員長として全体の統括を行った。

平成��年�月
～

平成��年�月

平成��年�月
～

平成��年�月

平成��年�月
～

平成��年�月

�）医療法人㬨池会⛅津㬨池病院
リハビリテーション部研究発表会実行委員長
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年月日事項 概 要

平成��年�月

��）第��回近␥作業療法学会学会運営委員

日本作業療法士協会が作業療法の質担保を目的に
推進する事例報告・登録制度において、「回復期
リハ病Ჷにおける㉸高齢事例への「参加」に対す
る働きかけ～ᙺ割獲得に着目して～」、「園芸を
通じ内発的動機づけの向上を認めた一事例」の�事
例がᑂ査の結果合格し、事例集として公開され
た。

平成��年��月

��）奈良県作業療法士会事業部部長 奈良県作業療法士会事業部の活動として、約�年間
部長を務めた。年度ጞめには、年間��本の事業
部スキルアップセミナーと年間�本の事業部研修会
を企画し、日程・講師の㑅定・ᡴ診（連⤡は部長
が実施）、会場予約、各講師への౫頼文作成、ᐟ
Ἡ・᠓親会設定、講師料の準備、࣍ームページ᭦
新と他府県への案内౫頼、参加者の⟶理を行っ
た。また、当日は司会と参加者案内、総括を担っ
た。企画では、参加者が⯆をᣢち、積極的に参
加したいと思える内容に留意し、ẖ回��名程度の
参加者に研修会希望を⫈取し、出来るだけ奈良県
作業療法士会員の意見を集約し、開ദした。
研修以外で、パーキンソン病や$/6など奈良県内で
在Ꮿ支援が不十分であると考えられたため、パー
キンソン病家族の会や奈良県神経難病支援セン
ターに┤接作業療法士の活動内容を説明にఛい、
同意のもと支援体制の構⠏にດめた。結果、地域
保健師および家族会よりᚎ々に౫頼があり、在Ꮿ
支援の一員として活動の実施に至った。特に、作
業療法士はその専門性が周知されていないことが
多く、専門性をఏえられるようດ力した。その結
果であると考えられた。

奈良県作業療法士会が主ദする、症例発表会にお
いて「3XVKHU�V\QGURPを࿊した症例～ኻ⚗ࢮロを
目指して～」の題で発表を行った。ᕥ被Ẇ出⾑後
の後㑇症として、3XVKHU�V\QGURPと注意㞀害を࿊
し回復期リハビリテーション病Ჷに入院した症例
に対して、身体ᅗ式構⠏を目的とした感覚促通
カ⦎に加えて、実際の環ቃにて視覚的FXHを用いた
立位姿勢の安定、病Ჷ連携による定時でのἥリ
ズム確立をᅗった。結果、ἥは㍍助となり、
ኻ⚗はᾘኻしたという内容の発表であった。

平成��年��月
～

平成��年��月

奈良県で開ദされた近␥�県の作業療法士を対象と
した第��回近␥作業療法士学会において、�回の運
営委員会議と当日の運営スタッフを担った。当日
のᙺ割として、受付業務の⟶理を担い、な受
付運営にດめた。金㖹⟶理・時間⟶理など大きな
問題はなく⤊えることが出来た。

平成��年�月
～

現在に至る

�）奈良県作業療法士会主ദ症例発表交流会

��）日本作業療法士協会「事例報告登録システ
ム」事

例登録
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年月日事項 概 要

平成��年�月

作業療法士・理学療法士・言語⫈覚士向けの研修
会を主ദ・運営する60,/(&+$,1の研修౫頼を受
け、「中ᯡ神経⣔㞀害のᤊえ方」について講師を
務めた。名古屋、大阪、東京、福岡で計�回開ദさ
れ、受講者は約��～��名であった。講⩏内容は、
⬻画像所見の解㔘から⬻機能解๗および病態生理
の説明を中心に実施した。詳細には、立位姿勢制
ᚚと感覚ฎ理、➽⥭ᙇஹ進と㗹体外㊰⣔の制ᚚ機
構、姿勢反ᑕ㞀害のメカニズム、大⬻⓶質－基ᗏ
᰾ループについて、歩行実行⣔に必要な神経ネッ
トワーク・&3*の関について説明した。また、高
次⬻機能㞀害では、症状のみをᤊえたアプローチ
ではなく、中ᯡ神経㞀害として機能ᒁ在と神経
ネットワークをᤊえて根ᣐに基づく予後予 ・治
療、$'/環ቃの調整につなげることを重点的に説明
した。講ᗙの中では、治療動画や画像・事例を用
いて、臨床場面で活かせるように留意した。研修
後は、同名性半┣事例への評価方法や姿勢調整㞀
害のᤊえ方について質問を受け、アンケートでは
「実例が多く含まれていたことで理解しやすかっ
た」との意見があった。

奈良県作業療法士会認知症支援委員として、約�年
間支援委員の統括ᙺと積極的な実践に務めた。具
体的には、各市⏫村の認知症予防教ᐊへの参画や
啓発事業、認知症カフェの企画支援、認知症サ
ポーター養成講ᗙの支援、認知症家族教ᐊのアド
バイザーとして౫頼を受けて実施した。また、奈
良県内の各市⏫村と作業療法士の協業体制につい
て情報を集約し、広報誌への掲載を年�回実施し
た。平成��年度から多くの市⏫村で開ጞされる認
知症ึ期集中支援チームへの作業療法士参画を目
的にᙺ場をゼ問し、作業療法士の専門性について
啓発・説明を行った。現在、南和地域では�市⏫村
で連携をᅗっており、今後さらにᣑ大していくよ
うに啓発にດめる。同時に、奈良県作業療法士会
員の認知症支援技術向上を目的に企画を検討して
いく。

本学会の運営委員を担い、平成��年�月から�回の
会議に参加し、当日は受付業務を担当した。受付
係の配⨨と会場設営に配慮し、学会では大きな問
題なく無事に⤊えることができた。

��）132法人60,/(&+$,1主ദセミナー
「中ᯡ神経⣔㞀害のᤊえ方」講師

平成��年�月
平成��年�月
平成��年��月
平成��年��月
平成��年�月

��）奈良県作業療法士会認知症支援委員会委員

��）第�回奈良県作業療法学会運営委員 平成��年�月
～

平成��年�月

平成��年�月
～

現在に至る

��）奈良県吉野㒆下北山村への在Ꮿ
アウトリーチ支援

奈良県作業療法士会事業部として、吉野保健所の
౫頼を受けて奈良県吉野㒆下北山村への在Ꮿアウ
トリーチ支援を�事例実施した。ゼ問の目的は、①
生活機能評価、②福♴機ჾ・環ቃ調整支援、③身
体機能⥔ᣢカ⦎の指導、④家族への助指導とし
た。ゼ問した地域は、山間部にあり、在Ꮿサービ
スが整備されていない状況であった。具体的な支
援では、内服状況の確認と自主カ⦎の指導、࢜ー
バーフレームのリース、⥭ᛴ㆙報ベルの⤂、園
芸環ቃの整備など多ᒱであった。共通点として、
対象者が望む生活の継続支援に向けた助言で、評
価結果と支援内容は紙面とともに保健師、主治医
へ報告を行った。
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年月日事項 概 要

平成��年�月

平成��年��月

第�回奈良県作業療法学会のランチョンセミナーに
おいて、講師を務めた。講演内容は、①認知症ึ
期集中支援チームとは、②支援チームにおける作
業療法士のᙺ割、③啓発活動の重要性であった。
認知症ึ期集中支援チームは、自律生活のサポー
トを行うことが目的であり、チーム員がඃ先度を
ุ᩿しึ回ゼ問から�ࣨ月の入支援を行う点を説
明した。また、評価ではエピソードや経過の他に
006(、'$6&や'%'��、=DULW�、身体機能・$'/評価
を行うこと（各評価の概要とともに）を説明し
た。作業療法士は、評価の解㔘をもとに医療・
護の専門職間におけるఏ達ᙺでもあり、生活機能
を調整する中᰾的ᙺ割を担うことをᙉ調した。加
えて、支援の実際では、信頼関係の構⠏が不可Ḟ
であり患の特性からも難しさがあることも⏦し
添えた。

平成��年�月
平成��年�月
平成��年�月

奈良県作業療法士会主ദの事業部研修会において
平成��年から�年間継続して「認知症における作業
療法実践」の講師を務めた。研修内容は、①認知
症の病態生理、②認知症の行動心理症状のᤊえ
方、③事例⤂、④認知症に関する最新の知見⤂
を中心に⤂した。特に認知症は⬻の変性であ
ると同時に、日常生活で㐼㐝する症状が中ᯡ症状
か環ቃ・ಶ人因子に伴う症状か、つまり可ረ性が
あるかྰかについて、ᐈ観的評価と解㔘の方法を
示した。また、早期に病態をᤊえ、生活における
$'/・福♴機ჾのᕤኵ、環ቃ調整、ᙉみの理解と家
族支援を実施することの重要性をᐈ観的根ᣐを示
しながら説明した。平成��年度の講ᗙからは、認
知症における⤊末期のᤊえ方を含めて、病院から
在Ꮿで働く作業療法士が予防から⤊末期まで包括
的に認知症をもつ人の支援を実践できるよう配慮
した。

��）奈良県作業療法士会事業部研修会
「認知症における作業療法実践」講師

��）日本作業療法士協会主ദ第��回作業療法
全国研修会奈良会場運営委員

平成��年��月

奈良県作業療法士会事業部として、奈良県香Ⱚ市
の保健師からの౫頼を受けて、$/6患者�事例への
在Ꮿアウトリーチ支援を実施した。ゼ問の目的
は、①コミュニケーション評価とṧ存機能で活用
可能なࢶールの⤂、②ἥ動作環ቃ・福♴機ჾ
の評価、③家族支援（助指導含む）であった。
事例のディマンドはパソコンを使用したメール・
コミュニケーションの継続であり、手指の➽力・
ᕦ⦓性低下がみられたものの、スイッチ᧯作は可
能であったことからスイッチの㐺応評価とఏの心
やハーティラダーなどࢶールの⤂を行った。ま
た、下⫥機能のṧ存を評価し、㌴いす᧯作やトイ
レ内助方法について実際に家族指導を行った。
保健師とともに、ጔの思いの⫈取と、྾ᘬ機など
必要となる医療機ჾについて説明した。特に注意
した点として、対象者の認識とᐈ観的状況に離
が生じていたため、心理面には十分に配慮した。
これら評価と支援した内容については、紙面とと
もに主治医への報告を実施し、地域のゼ問看護ス
タッフへ継続フォローを౫頼した。

��）第�回奈良県作業療法学会ランチョンセミナー
「認知症ึ期集中支援チームの概要」講師

本研修会において、当日の受付業務を担った。全
国から受講者が参加する大規模な研修であったた
め、事前登録を含め会計の不一⮴が生じないよう
留意した。大きな問題はなく、受付業務を⤊える
ことが出来た。

��）奈良県神経難病患者アウトリーチ支援
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年月日事項 概 要

平成��年�月

平成��年�月

平成��年�月��）ウェルネスコンシェルジュ協会主ദ研修会
「認知症をもつ人の支援」講師

��）第�回奈良県作業療法学会ᗙ長

ᰴ式会社ケアプラスに所ᒓするゼ問医療マッサー
ジ師��名を対象に、「認知症をもつ人の支援」の
講師を務めた。講ᗙ内容は、①認知症の病態生
理、②認知症の行動・心理症状のᤊえ方、③認知
症をもつ人の理解であった。特に、受講者は在Ꮿ
医療㡿域が中心であったため、在Ꮿ生活での評価
のポイントとして身体機能・認知機能を含めて、
出来ている事と難しくなった事の整理、家族の思
いの傾⫈方法について説明した。また、進行や症
状変化のポイントをまとめ、変化を認めた際の相
談・報告・連携の方法について確認した。研修会
後は、ᚔᚉや被害ዶ想時の対応方法、その人らし
さを大切にするためのポイントについて質問が
あった。

��）日本作業療法士協会認知症推進委員

日本作業療法士協会・奈良県作業療法士会共ദ
で、認知症支援においてすべての㡿域の作業療法
士が参画出来るように人材育成を目的とした研修
会の講師を担った。講⩏内容は、①日本・ୡ⏺の
認知症、②認知症の病態生理、③認知症の行動・
心理症状、④認知症をもつ人の生活支援の実際、
⑤事例のまとめ方、ն奈良県の認知症施策であっ
た。ᗙ学を中心に、平成��年度は��名の参加があ
り、研修会後には認知症支援委員として新たに��
名が支援委員への参画を希望した。平成��年度以
㝆も継続し、全会員の受講を目指していく方㔪と
した。

学会では、身体㞀がい㡿域の発表�演題のᗙ長を務
た。ᗙ長業務の中では、発表者の意ᅗと目的の理
解にດめるとともに、⫈講者特に若手作業療法士
が内容を理解し、質問がしやすいように配慮し
た。結果、受講者から積極的な質問があり、発表
者にとってもさらに研究を進展させる一助になっ
た。

平成��年�月
～

平成��年�月

学会では、近␥ᅪ内の各施設・大学で働く作業療
法士が実行委員として参加したため、�回の会議の
他、情報共有に'URS%R[を用いて、効率化をᅗっ
た。ᙺ割として、会計および受付業務、備ရ準
備、生ᾭ教育基礎ポイント⟶理、特別講演・教育
講演講師との連⤡係を担い、想定した予算内で学
会の全ᕤ程を⤊することが出来た。また、受付
においても大きなΰなく、に⤊えることが
出来た。少数スタッフでの運営であったが、㢖回
な会議による交通費・会議費のቑ加をᢚえたこと
で、予算内で効率的に実施出来、りない運営に
至った。

奈良県作業療法士会会長の推⸀により、日本作業
療法士協会の認知症推進委員に奈良県作業療法士
会を代表して参加した。平成��年��月に開ദされ
た年�回の都㐨府県推進委員会会議の出ᖍと、会議
で得た情報の奈良県作業療法士会員へのఏ達、奈
良県内における認知症支援状況の集約と日本作業
療法士協会への報告がこれまでの主なᙺ割として
実施した。

平成��年�月
～

令和�年�月

��）第��回日本作業療法研究学会学術大会
運営委員

��）日本作業療法士協会・奈良県作業療法士
会共ദ「認知症アップデート研修会」講師
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年月日事項 概 要

平成��年�月

平成��年�月

平成��年��月

なしࠉࠉ

その他ࠉ４

��）奈良県作業療法士会事業部研修会
「⫪関⠇機能㞀害へのアプローチ」講師

奈良県作業療法士会主ദの事業部研修会において
「⫪関⠇機能㞀害へのアプローチ」の講師を務め
た。本研修会では、作業療法士にとって重点的に
行われる⫪関⠇の評価・治療に着目し、講ᗙ前半
では①⫪関⠇の解๗・基礎知識、②⫪関⠇機能㞀
害の評価（中ᯡ患・整形患）、③⫪関⠇機能
㞀害へのアプローチについてᗙ学にて説明し、後
半では受講者�名ࡎつデモンストレーションを行い
ながらಶ別に実技指導を実施した。特に、⫪関⠇
の評価では、同一の➽であっても姿位によって作
用が異なる点の理解に留意し、視診・触診から基
本評価方法と解㔘・アプローチへの一連の流れを
教授した。講ᗙ後は多くの質問があり、日㡭の臨
床で実技を学ࡪ場の少なさと継続教育の必要性が
示された。
バリアフリー����の作業療法ブースにて、相談業
務・福♴用具・支援機ჾの展示説明（身体㞀がい
者用）を担当した。相談業務では、グループ࣍ー
ム入所者への生活機能⥔ᣢ方法や運動㯞⑷の㍍
減・助方法について相談を受けた。また、機ჾ
展示では、㣗具㑅定に関する質問や使用方法、Ὑ
体補助具の作成方法について質問があった。

平成��年�月

��）バリアフリー����作業療法ブース担当

研修は、日本作業療法士協会と奈良県作業療法士
会の共ദであり、運営スタッフとして受付、会場
設営、㣗手配、᠓親会設定、会場案内を務め
た。参加者数は��名で、受付および会場運営にお
いて問題なく⤊えた。

��）第��回近␥作業療法学会運営委員 第��回近␥作業療法学会の運営スタッフとして受
付、会場ㄏ導係を務めた。参加者数は���名で、受
付および会場運営において問題なく⤊えた。

��）第��回,7機ჾレンタル事業
「作業療法士が行う,7活用支援説明会」
日本作業療法士協会・奈良県作業療法士
会共ദ研修会運営スタッフ
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年月日事項 概 要

著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

（著書）

なし

（学術論文）

単ࠉ著 平成��年�月

（修士論文）

共ࠉ著 平成��年�月

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

�「地域在住高齢者における
計画を重視した集団調理ࠉ
「入の効果ࠉ

大阪府立大学 本研究の目的は，調理計画を重視した集団調理
入が地域在住高齢者の認知機能に及ぼす効果
と在Ꮿ生活にỗ化し調理㢖度がቑ加するかにつ
いて調査することであった㸬対象は地域在住高
齢者��名で，調理計画群��名�計画を重視した集
団調理プログラム�，調理実施群��名�調理実践
プログラム�，対↷群��名�調理以外のプログラ
ム�に週�回�ࣨ月間プログラムを実施し，入前
後での認知機能，心理機能，社会行動の効果に
ついて比㍑検討した㸬結果，調理計画群は入
によって認知機能が有意に改善し，入後は他
群に比べᢚうつ傾向が低く，交流㢖度が多い結
果であった㸬これらのことから，調理計画を重
視した集団調理入は，対象者の認知機能を高
め，認知症予防の一助になり得ると考えられ
た㸬また，対象者同士のコミュニケーションや
主体的なᙺ割㐙行が促され，ᢚうつ傾向改善の
可能性が示唆された㸬（頁数：$����ᯛ）

��「認知症作業療法にお
ける家族護者の思

いを重視した⤊末期ࠉࠉ
ケアプログラムの実
践」
�査読付�

作業療法ジャーナル
第��巻�号S����S���

本報告では，家族護者の思いを重視した⤊末
期ケアプログラムを実践し，⤊末期の認知症の
人（$氏）と家族（ጔ）への支援のあり方につい
て考察することを目的とした㸬作業療法では，
①身体機能の⥔ᣢ，②㥆染みのある作業の継続
を行い，多職種連携にて③ጔの身体的ケア参
加，④自Ꮿへの外出を支援した㸬結果，$氏は入
院��週目に死ஸ㏥院となったが，ጔは希望で
あった身体的ケア参加や自Ꮿへの外出を果たし
た㸬また，⤊末期ケア移行期，病Ჷケア参加
期，自Ꮿへの外出期のጔへの評価では，護㈇
担感ᑻ度は，��点，��点，��点と，幸福感ᑻ度
は，�点，�点，�点と，うつᑻ度は，�点，�点，
�点と改善傾向を示した㸬今回，認知症の⤊末期
ケアにおいて，家族護者の語りを促し，その
思いに沿った支援が家族の心ṧりと不全感を㍍
減した㸬このことは，後に家族が前向きな生活
を獲得する一助になり得たと考えられた㸬
◎ᆤ内善ோ，東ᲄ秀๎

��「身体合ే症を有す重度
認知症患者の死ஸ転ᖐ

に関連する入院時情報ࠉࠉ
の特徴㸹作業療法評価ࠉࠉ
「を含めた探⣴的調査ࠉࠉ
�査読付�ࠉࠉ

共ࠉ著 平成��年�月 ⪁年精神医学雑誌
第��巻�号S����S���

本研究では，当院精神科病床に入院した身体ࠉ
合ే症を有す重度認知症患者について，入院時
情報から死ஸ転ᖐに関連する要因を探⣴的に調
査した㸬調査項目は，基本情報，医学的情報，
作業療法評価情報に分け，自Ꮿまたは施設㏥院
患者��名�生存㏥院群�と死ஸ㏥院患者��名�死ஸ
㏥院群�の間で�各変数について単変㔞解析，ロ
ジスティック回ᖐ分析を行った㸬結果，ᄟ下㞀
害の有無，認知症の重症度，ే存患指数，認
知機能評価，認知症分類が死ஸ転ᖐの主な影響
要因であることが示された㸬このことから，他
職種が連携し，入院時からᖜ広く評価情報を共
有し，早期からಶ別性を重視した支援に取り組
む必要があると考えた㸬
◎ᆤ内善ோ，ᐆ田イ࢜リ，石橋㞝，大西和
弘，東ᲄ秀๎，ὥ基ᮅ
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年月日事項 概 要

共ࠉ著 平成��年�月

共ࠉ著 平成��年��月

共ࠉ著 平成��年��月

共ࠉ著 平成��年�月

��「身体合ే症を有す認知
症患者の地域㏥院に関

連する入院時情報の特ࠉࠉ
「徴ࠉࠉ
�査読付�ࠉࠉ

日本認知症ケア学会誌
第��巻�号S����S���

本研究の目的は，身体合ే症を有し精神科病ࠉ
床に入院する認知症患者の自Ꮿまたは施設㏥院
�地域㏥院�に関連する入院時情報の特徴を明ら
かにすることとした㸬方法は，地域㏥院患者��
名�地域㏥院群�と入院継続患者��名�入院継続
群�の基本情報，医学的情報，作業療法評価情報
について，単変㔞解析，多変㔞解析で比㍑・分
析した㸬結果，入院前の生活場所，家族護者
の有無，%DUWKHO�,QGH[の合計・移・㣗事・
尿・౽コントロ－ルで有意ᕪを認め，地域㏥
院の主な関連要因として家族護者あり，尿
コントロ－ルが良好であることが示された㸬結
果から，身体合ే症を有す認知症患者の地域㏥
院支援において，27は他職種・家族と連携し入
院後早期に環ቃ情報や$'/をᢕᥱするとともに，
ಶ別性を考慮したἥ形態・助方法を検討し
ἥ機能改善に取り組む必要がある㸬
◎ᆤ内善ோ，ᐆ田イ࢜リ，石橋㞝，大西和
弘，東ᲄ秀๎

��「住Ẹ自主運営による認
知症予防プログラム実

践を目指した�年間の効ࠉࠉ
果：作業療法士と護ࠉࠉ
職員，異なるファシリࠉࠉ

テーター�職種による
入効果への影響」
�査読付�

-RXUQDO�RI
5HKDELOLWDWLRQ�DQG
+HDOWK�6FLHQFH
第��巻S���S��

本研究では，計画・実行・り返りを重視しࠉ
た認知症予防プログラムを週に�回・�年間実践
し，専門職から住Ẹ運営に移行した後の効果を
検ドするとともに，ファシリテーター�職種�の
違いがもたらす効果と特徴を明らかにすること
を目的とした㸬結果は，集団式松井単語記᠈検
査の即時生�回目�S ������，�回目
�S ������，山ཱྀ₎字➢号変テスト
�S ������，交流㢖度�S�������，認知症予防を
意識した行動�S�������で改善を認め，住Ẹ自主
運営への移行後も効果はᣢ続した㸬また，ファ
シリテーターの違いによって，集団式松井単語
記᠈検査の即時生�回目�S ������，外出㢖度
�S ������，認知症発症への不安�S ������でᕪ
を認めた㸬このことから，認知症予防における
地域住Ẹ・他職種との連携では，認知症の危㝤
因子を共有し，認知機能，心理機能，生活習័
の総合評価をもとに支援を実践する必要があ
る㸬
◎ᆤ内善ோ，山中美㔛，安田圭志，東ᲄ秀๎，
内藤Ὀ男

��「身体患を合ేする精
神患患者の自Ꮿ㏥院

に関連する因子の検ࠉࠉ
「討ࠉࠉ
�査読付�ࠉࠉ

理学療法学
第��巻�号S����S���

本研究は，身体患を合ేした精神科入院患ࠉ
者において，自Ꮿ㏥院が可能であった患者の特
徴を明らかにすることを目的とした㸬����年�月
～����年�月の間に理学療法�以下，37�を実施し
た統合ኻ調症および気分㞀害を有す患者���例を
対象に，37⤊時の転ᖐを自Ꮿ群と㠀自Ꮿ群に
群分けし，自Ꮿ㏥院に影響を及ぼす因子を検討
した㸬結果，自Ꮿ㏥院に影響を及ぼす因子とし
て，身体患発症時の生活場所が自Ꮿ，⤊時
の%DUWKHO�,QGH[��点以上，⤊時の*OREDO
$VVHVVPHQW�)XQFWLRQLQJ��点以上，同ᒃ家族あ
りがᢳ出された㸬
◎石橋㞝，林久恵，ᆤ内善ோ，福田ᾈᕭ，ὥ
基ᮅ，西田宗ᖿ

��「地域在住女性高齢者の
献立立案から取り組む

集団調理プログラムのࠉࠉ
「効果ࠉࠉ
�査読付�ࠉࠉ

作業療法
第��巻�号S����S���

本研究の目的は，献立立案から取り組む集団ࠉ
調理プログラムが地域在住女性高齢者の認知機
能と自Ꮿでの調理㢖度に及ぼす効果を調査する
ことであった㸬対象は地域在住女性高齢者��名
で，献立立案�調理群��名，調理実施群��名に週
�度・�ࣨ月間プログラムを実施し，入前後で
認知機能，心理機能，社会的活動㔞の変化を比
㍑検討した㸬結果，認知機能項目で 定時期に
よる主効果を認めたが，交互作用はなかった㸬
また，調理㢖度の変化も両群で有意ᕪは示され
なかった㸬
今回の結果から，調理活動自体の認知機能改善
への効果は示唆されたが，献立立案課題単⊂の
認知機能・調理㢖度への効果はஈしく，入手
法についてさらなる検討が必要である㸬
◎ᆤ内善ோ，安田圭志，山中美㔛，東ᲄ秀๎，
内藤Ὀ男
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年月日事項 概 要

（その他）

「学会発表」

－ 平成��年��月

－ 平成��年�月

－ 平成��年�月

－ 平成��年�月

�「一般社団法人奈良県作業
療法士会による認知症予ࠉ
防サロンへの取り組み報ࠉ
「告ࠉ

日本プライマリ・ケア連
合学会第��回近␥地方会
（於奈良県社会福♴総合
センター）

当学会では、奈良県作業療法士会の推⸀によ
り、認知症施策に関する作業療法士活動状況を
他職種に共有することを目的とした。奈良県吉
野㒆吉野⏫在住の高齢者地域サロンの参加者を
対象に、認知的手法を用いた入を週�回�年間
実施した。結果、注意機能やうつ傾向の有意な
改善、交流㢖度のቑ加を認めた。しかし、他地
域で報告されている記᠈の自己効力感では有意
な変化はなかった。このことから、認知的手法
を用いた入は、認知症予防に影響する可能性
があるが、自己効力感向上にはプログラム設定
に検討が必要と考えられた。また、認知症の当
事者および家族を対象としたカフェでは、参加
者が集まらࡎ、開ദが困難であった。このこと
は、地域特性を考慮し、参加しやすい場の設定
を検討する必要があると考えられた。

�「認知症高齢者の最期の外
出支援－“家”に込めたࠉ
「－ጔの想いࠉ

第��回日本認知症ケア学
会大会（於神戸国際展示
場）

精神科一般Ჷにおいても高齢化が著名であり、
ᚑ来の身体的治療・認知的ケアに加えて、⤊末
期ケアが重視されている。本報告では、⬻⾑⟶
性認知症を有し、⬻᱾ሰ後に重度意識㞀害・ᄟ
下㞀害を࿊し⤊末期と告知された対象者とその
家族に対し、配അ者のケア参加と自Ꮿへの外出
を他職種で支援した。結果、家族の護㈇担感
やᢚうつ傾向は㍍減し、対象者の死後も配അ者
は前向きな生活を獲得できた。職人であった
対象者にとって、家は自らᘓて家族が集える大
切なᒃ場所であり、配അ者は家に連れてᖐれな
かった後の思いをᙉく感じていた。この点か
ら、対象者の思いを実現することは、対象者へ
の支援であると同時に家族護者にとっても重
要な支援であると考えられた。

�「認知症予防サロン（護
予防ᬑ及啓発事業）におࠉ
ける他職種連携を目指しࠉ
た取り組み－作業療法士ࠉ
と護職員による入効ࠉ
「－果の比㍑からࠉ

第��回日本作業療法学会
（於ᮐᖠ市教育文化会
館）

奈良県吉野㒆吉野⏫において、認知症予防サࠉ
ロン“スマイルくらࡪ”の活動支援を実施し
た。スマイルくらࡪは週�回水᭙日と金᭙日に開
ദされ、参加者は水᭙日・金᭙日のどちらかを
自主㑅ᢥ（᭙日は�年間ᅛ定）した。内容と進行
は両᭙日とも同じとなるようᚭᗏし、ẖ回担当
者間で進行状況を確認した。認知的手法をᰕ
に、調理・作・講話・回想法・体᧯を行っ
た。本報告では、同一プログラムを�ࣨ月間作業
療法士（水᭙日）・護職員（金᭙日）が分担
し参画した結果、ファシリテーターの違いに
よって、効果にᕪ異が生じるかを明らかにする
こととした。結果は、両群間で開ጞ時・�ࣨ月後
で有意ᕪは認めࡎ、健康意識行動のቑ加を認め
た。この結果から、プログラム内容や目的を共
有することで、地域における認知症予防活動は
他職種連携が可能であると考えられた。

�「地域高齢者の“計画・実
�行・り返り”を重視し
�た集団での調理プログラ
ムの効果」

第��回日本作業療法学会
（於名古屋国際会議場）

地域在住高齢者��名を対象に、計画・実行・
り返りを重要視したプログラムの認知機能・生
活機能への入効果を検ドした。検ドでは、調
理計画群��名、調理実施群��名、㠀入群��名
の�群で�ࣨ月間の前後で群間比㍑を行った。結
果、記᠈機能や注意機能で調理計画群のみ有意
な改善を認めた。このことから、計画・実行・
り返りを意識した調理活動は、認知症予防の
一助になると考えられた。
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年月日事項 概 要

－ 令和�年�月

－ 令和�年�月

�「せんዶ発への不安㍍減
�により自Ꮿ㏥院を実現し
�た�事例：認知症高齢者の
エンパワーメントを目指
した取り組み」

第��回日本認知症ケア学
会大会（於国立京都国際
会館）

感染症により精神科一般Ჷに入院し、せんዶࠉ
とᢚうつを࿊した認知症高齢患者において、エ
ンパワメント促進を目標に日常生活場面で自己
㑅ᢥ・自己決定を支援した。その結果、せんዶ
のᾘኻに加え、せんዶ発や㏥院後の生活への
不安が㍍減し、自律した生活の獲得に至っ
た。このことから、認知症のある高齢患者にお
いても、自己㑅ᢥ・自己決定を重要視し、本人
らしい生活獲得に向けた作業療法支援が重要
であると考えられた。

�「回復期リハビリテーショ
ン病Ჷから自Ꮿ㏥院した
大⭣㦵近位部㦵ᢡ患者の
特徴�：認知症合ేの有無
に着目して�」

第��回日本作業療法学会
（於福岡国際会議場）

近年、回復期リハビリテーション病院の入院患
者においても認知症を合ేする割合がቑ加して
いる。そこで、回復期リハビリテーション病Ჷ
に入院した大⭣㦵㢕部㦵ᢡ患者���名を対象に、
認知症合ేの有無が転ᖐや日常生活動作の回復
に影響するかについて検ドを行った。結果、認
知症を合ేした患者の特徴として、高齢で入院
日数が長く、主護者は子供の割合が高かっ
た。また、日常生活動作は入院時・㏥院時とも
に有意な低下を示した。以上より、自Ꮿ㏥院を
目指した支援では、日常生活動作に加えて、主
護者など環ቃへの配慮・支援が重要である。
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年月日

1）東海記念病院リハビリテーション部
臨床実習指導（半日見学）

平成24年8月
～

（毎年）

平成25年6月
～

平成25年8月

医療法人社団喜ᓠ会東海記念病院リハビリテーショ
ン部において，中部大学作業療法学科4年生の臨床
実習指導を行った（ケースバイࢨー）．内容は症例
に対する評価・治療に関する助言やレポートの指導
である．

平成26年7月
～

平成26年8月

医療法人社団喜ᓠ会東海記念病院リハビリテーショ
ン部において，中部大学作業療法学科1年生の病院
見学の引率を行った．

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ４

平成29年12月1) 東海記念病院リハビリテーション部
作業療法科 係長による評価

医療法人社団喜ᓠ会東海記念病院リハビリテーショ
ン部において⣙6年勤務し，回復期リハビリテー
ション，認知症サポート委員，がんリハビリテー
ション委員，介護予防事業等多ᒱにわたる分野で活
躍をしていた.各領域に関する知識等はその都度自
身で✚ᴟ的に学習し，患者様への㑏元が行えてい
た.また，そのようなጼໃが部内の後㍮の模範とな
るだけでなく，多職種からも信頼されており院内ຮ
強会や医師会での講師や発表の経験も豊富である.
研究活動に関しては自身の研究活動以外に後㍮の研
究活動へのアドバイࢨーとして協力しており部内の
教育活動にも㈉献していた.臨床・研究・教育のい
ずれの観点からみても教育上の能力を十分に有して
いると評価する.

2）東海記念病院リハビリテーション部
臨床実習指導（総合実習）

3）東海記念病院リハビリテーション部
臨床実習指導（総合実習）

4）東海記念病院リハビリテーション部
臨床実習指導（総合実習）

医療法人社団喜ᓠ会東海記念病院リハビリテーショ
ン部において，中部大学作業療法学科4年生の臨床
実習指導を行った（スーパーバイࢨー）．内容は症
例に対する評価・治療に関する助言やレポートの指
導である．

医療法人社団喜ᓠ会東海記念病院リハビリテーショ
ン部において，名古屋大学作業療法学科4年生の臨
床実習指導を行った（ケースバイࢨー）．内容は症
例に対する評価・治療に関する助言やレポートの指
導である．

研 究 分 野

地域在住高齢者の健康増進

教 育 研 究 業 績 書

令和2年3月31日

氏名ࠉ中島ࠉ大貴

研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド

身体活動量，身体および精神心理機能

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

作成した教科書，教材ࠉ２

なしࠉࠉ

事項 概 要

教育方法の実践例ࠉ１

なしࠉࠉ

教育上の能力に関する大学等の評価ࠉ３

平成27年6月
～

平成27年8月
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年月日事項 概 要

8）東海記念病院リハビリテーション部
臨床実習指導（総合実習） ࠉ

平成29年9月

12）地域在住の中高齢者に対しての認知症ケア
に関する講話ࠉࠉ
（愛知県春日井市一次予防事業）ࠉ

平成28年8月

平成28年6月

平成28年6月
～

平成28年8月

9）地域在住高齢者（サロン参加者）に対しての
認知症予防に関する講演 ࠉ
  （ᒱ㜧県下呂市社会福祉協議会下呂支部）

平成29年9月

愛知県春日井市にある医療法人社団喜ᓠ会東海記念
病院において実施されている，介護予防事業「さࡰ
てんクラブ」が主ദしている健康講話の講師として
参加．地域在住の中高齢者に対して，自宅での認知
症ケアに関して講話を行った．

平成28年4月
～

平成28年12月

10）地域在住高齢者に対しての認知症ケアに
（本光ᆓࠉᒱ㜧県下呂市）関する講演ࠉࠉ

ᒱ㜧県下呂市にある寺院本光ᆓが主ദする高齢者の
集いに講師として参加．地域在住高齢者を対象に認
知症予防に関する講演を行った．

11）認知症患者の介護者に対しての認知症ケア
に関する講演ࠉࠉ
（ᒱ㜧県下呂市社会福祉協議会下呂支部）ࠉ

ᒱ㜧県下呂市社会福祉協議会が主ദする「認知症介
護者の集い」に講師として参加．認知症患者の介護
者を対象に認知症ケアに関する講演を行った．

平成28年7月

平成29年1月
～

平成29年2月

5）東海記念病院リハビリテーション部
臨床実習指導（総合実習） ࠉ

6）東海記念病院リハビリテーション部
臨床実習指導（総合実習） ࠉ

医療法人社団喜ᓠ会東海記念病院リハビリテーショ
ン部において，日本福祉大学作業療法学科4年生の
臨床実習指導を行った．
（スーパーバイࢨー），内容は症例に対する評価に
関しての助言やレポートの指導である．

医療法人社団喜ᓠ会東海記念病院リハビリテーショ
ン部において，ᫍ城大学作業療法学科4年生の臨床
実習指導を行った（スーパーバイࢨー）．内容は症
例に対する評価・治療に関する助言やレポートの指
導である．

13）地域在住の男性高齢者に対しての健康講話
と運動指導ࠉࠉ

愛知県海部郡大治町の保健センターが主ദする一次
介護予防事業である「じ࠷じ体操クラブ」に講師と
して参加．地域在住の男性高齢者に対して，健康講
話と運動指導を行った．

平成29年9月
～

平成29年10月

医療法人社団喜ᓠ会東海記念病院リハビリテーショ
ン部において，平成医療▷期大学作業療法学科3年
生の臨床実習指導を行った（ケースバイࢨー）．内
容は症例の評価・治療に関する助言やレポートの指
導である．

医療法人社団喜ᓠ会東海記念病院リハビリテーショ
ン部において，中部大学作業療法学科2年生の見学
実習の引率とレポート指導を行った．

7）東海記念病院リハビリテーション部
臨床実習指導（総合実習） ࠉ

ᒱ㜧県下呂市社会福祉協議会が運営する「いきいき
サロン」に講師として参加．地域在住高齢者を対象
に認知症予防に関する講演を行った．講演は9ࣨ所
で実施した．

リハ－579



年月日事項 概 要

平成30年10月

平成31年3月

22）地域在住高齢者に対する健康講話 令和1年7月

18）自立支援型地域ケア会議への出ᖍ

19）社会福祉協議会職員および地域在住高齢者
に対する健康講話ࠉࠉ

20）地域在住高齢者に対する健康講話

令和1年6月

平成31年4月～

15）地域在住高齢者に対する健康講話 奈良市登美ࣨୣ地域包括支援センターが主ദする
「POUTO」において，認知症予防に関する健康講話
と運動指導を行った．

16）地域在住高齢者に対する運動指導 平成31年3月 奈良市登美ࣨୣ地域包括支援センターが主ദする
「ローレル会健康体操」において，認知症予防の運
動「マットス」を紹介し，指導及び実施をした．

17）地域在住高齢者に対する健康講話 平成31年4月 アップル学園前およびローレル会が主ദする高齢者
を対象にしたຮ強会において，「認知症と身体活
動」というテーマで講演および運動指導を行った．

奈良市登美ࣨୣ地域包括支援センターが主ദする
「ちょこっとサロン」において，「認知症と身体活
動」というテーマで講演を行った．

21）地域在住高齢者に対する健康講話 令和1年7月 奈良市登美ࣨୣ地域包括支援センターが主ദする
「元気アップなら講ᗙ」において，「認知症と身体
活動」というテーマで講演を行った．

奈良市登美ࣨୣ地域包括支援センターが主ദする
「自立支援型地域ケア会議」に出ᖍし，作業療法士
の視点からケアプランへの助言を行っている．

令和1年6月

登美ࣨୣ地区社会福祉協議会が主ദする登美ࣨୣ地
区社会福祉協議会総会において，「介護予防-いつ
までも元気でいられるように今から心掛けておくこ
と-」という内容で講演を行った．

（公財）奈良市生ᾭ学習財団登美ࣨୣ公Ẹ㤋が主ദ
する「ひとみ学級」において，「健康寿を延ばす
ために」という内容で講演を行った．

14）登美ࣨୣカレッジ 奈良学園大学が主ദする市Ẹ公開講ᗙ「登美ࣨୣカ
レッジ」において，「住み慣れた環境で安心・安全
で暮らすために」というテーマで講演を行った．加
えて新設されるリハビリテーション学科や作業療法
士の説明をした．
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年月日事項 概 要

令和1年10月 奈良市登美ࣨୣ地域包括支援センターが主ദする
「ふれあい広場」において，「運動の大切さについ
て」というテーマで健康講話と運動指導を行った．

27）地域在住高齢者に対する健康講話

23）地域在住高齢者に対する健康講話 令和1年8月 奈良市登美ࣨୣ地域包括支援センターが主ദする
「登美ࣨୣ地区元気いきいき講ᗙ」において，「認
知症予防における身体活動・運動の重要性」という
テーマで健康講話と運動指導を行った．

24）地域在住高齢者に対する健康講話 令和1年9月 奈良市登美ࣨୣ地域包括支援センターが主ദする
「POUTO」において，「認知症と身体活動」という
テーマで健康講話と運動指導を行った．

30）地域在住高齢者に対する健康講話 奈良市登美ࣨୣ地域包括支援センターが主ദする
「POUTO」において，「⭜痛予防」というテーマで
健康講話と運動指導を行った．

東登美ࣨୣ地区Ẹ生児童委員および登美ࣨୣ地区社
会福祉協議会が主ദする「とみの里ふれあいサロ
ン」において，「介護予防と運動について」という
テーマで健康講話と運動指導を行った．

26）地域在住高齢者に対する健康講話

令和1年10月 奈良市登美ࣨୣ地域包括支援センターが主ദする
「POUTO」の参加者を対象に，大学内見学および交
流会を実施した．

31）地域在住高齢者に対する健康講話 令和2年2月 奈良市登美ࣨୣ地域包括支援センターが主ദする
「ローレル会健康体操」において，「⭸関⠇痛の予
防」というテーマで健康講話と運動指導を行った．

令和1年12月

令和2年1月

29）地域在住の若年者から高齢者に対する講演 （公財）奈良市生ᾭ学習財団登美ࣨୣ༡公Ẹ㤋が主
ദする「登美ࣨୣ༡公Ẹ㤋まつり」において，「楽
しい健康づくり・コグニサイズ入門」というテーマ
で講演を行った．

28）地域在住高齢者に対する健康講話 令和1年10月～ 奈良市二名包括支援センターが主ദする「奈良市一
般介護予防事業」において，介護予防に関する講話
と運動指導を行っている．

25）地域在住高齢者に対する健康講話 令和1年9月

リハ－581



年月日事項 概 要

年月日

平成24年4月

平成26年7月

平成26年11月

平成30年3月

平成31年

資格，免許ࠉ１

その他ࠉ５

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

認知症対応向上研修ࠉ修了 第14-363号

特許等ࠉ２

なし

修士（リハビリテーション学）

厚後援26年5-124号がんのリハビリテーション研修ࠉ修了

中部大学

論文題目「Ꮨ⠇変動がᐮ෭地域在住高齢者の身体活
動量に及ࡰす影響」

I000096マットスインストラクター

学校法人石田学園ᫍ城大学リハビリテーション学部
卒業生を対象に，卒後教育，自己研㛑となることを
目的とし，年2回の研究会をしている．これらのこ
とにより，経験年数の▷い後㍮の新人セラピストに
対し教員および経験年数の長い先㍮のセラピストが
指導する場となり，臨床現場への意ḧの維持・向上
を目的として、臨床現場の問題点に関するディス
カッションや問題の明確化を行った．

平成24年4月
～

平成27年3月

1）ᫍ城大学リハビリテーション研究会の企画と
運営 ࠉ

愛知県が取り組んでいる「病院の認知症対応向上事
業」の活動報告会において，東海記念病院認知症サ
ポートチームの取り組み状況を報告した．

1）病院の認知症対応力向上事業での取り組み報告 平成27年2月
～

平成29年2月

2）第23回愛知県作業療法学会運営委員 平成27年5月 一般社団法人愛知県作業療法学会が主ദの学術大会
に運営スタッフとして参加し，学術大会の準備・運
営業務に従事した．

その他ࠉ４

実務の経験を有する者についての特記事項ࠉ３

1）身体障害領域，老年期障害領域・地域領域に
おける臨床業務 ࠉ
  （医療法人社団喜ᓠ会東海記念病院）

平成24年4月
～

平成29年12月

医療法人社団喜ᓠ会 東海記念病院において，身体
障害・老年期障害領域（一般病棟，外来リハビリ，
地域包括ケア病棟，回復期病棟）の臨床を行った．
また，作業療法科リーダーとして，病棟でのカン
ファレンス，がんリハビリテーションチームや認知
症対応チームでの活動にも参加した．

2）奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション
   学科の⏦ㄳ準備

平成30年1月
～

現在に⮳る

奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学科
の⏦ㄳに向けて，病院訪問や書類作成業務を行っ
た．

作業療法士免許 作業療法士名⡙登録␒号ࠉ第68464号

事項 概 要
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

（著書）
なしࠉ

（学術論文）
共著 平成28年4月

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

1．Factors affecting
the discharge ࠉ
   destination on hip
   fracture patients who
   live alone and have
   been admitted to an
   impatient
   rehabilitation unit
（独居の大⭣㦵近位部㦵ᢡ
  患者の㌿帰先に影響を及
（す要因ࡰ  
 （査読付）

本研究の目的は，機能的評価と退院先との関係，
大⭣㦵㢕部㦵ᢡ患者のリハビリ後の自宅退院にお
けるカットオフポイントの特定であった．多重ロ
ジスティック回帰分析の結果，FIMの認知スコア
が退院先に影響する重要な変数であった．また，
ROC᭤線分析において，認知スコア23.5点が自宅
退院のカットオフポイントであることが明らかに
なった．
本人担当部分：調査データの収集
共著者：Hayashi Hiroyuki, Iwai Midori,
Matsuoka Hiroka, ۔Nakashima Daiki, Nakamura
Shugo, Kubo Ayumi, Tomiyama Naoki

Journal of Physical
Therapy Science, 28
（4）
p.1228-p.1232

2．Exploring the factor
   on sensory motor
   function of upper limb
   associated with
   executive function in
   community-dwelling
   older adults
（地域在宅高齢者の㐙行機
  能に関連する上⫥の感覚
  運動機能）
 （査読付）

本研究では，地域在住高齢者における上⫥の感
覚・運動機能と㐙行機能の関連性を評価すること
を目的とした．重回帰分析の結果，非利き手の手
指巧⦓性が㐙行機能と関連付けていることが明ら
かになった．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集
共著者：Hayashi Hiroyuki, ۔Nakashima Daiki,
Matsuoka Hiroka, Iwai Midori, Nakamura
Shugo, Kubo Ayumi, Tomiyama Naoki

共著 平成28年8月 Nagoya Journal of
Medical Science, 78
（3）
p.285-p.291

本研究では，大⭣㦵㢕部㦵ᢡ患者の精神心理機能
を明らかするために，地域在住高齢者と比較し
た．大⭣㦵㢕部㦵ᢡ患者群は，MMSE，WHO-5が有
意に低く，GDS-15は有意に高く，Delta TMTは異
常値を示した．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，論
文添๐
共著者：岩井緑，林浩之，۔中島大貴，中村守
吾，松岡⣫佳，❑優太，久保歩，冨山直㍤

3．ボールローリングエク
   ササイズは非利き手の
   手指巧⦓動作と⠂操作
   困難感を改善する：健
   常若年者を対象とした
   実験研究
  （査読付）

共著 平成28年10月 日本作業療法士協会学術
誌「作業療法」，35（5）
p.462-p.469

4．大⭣㦵近位部㦵ᢡ患者
   における精神心理機能
   に関する研究：地域在
   住高齢者との比較
  （査読付）

共著 平成29年4月 日本作業療法士協会学術
誌「作業療法」，36（1）
p.35-p.41

本研究では，健常若年者を対象にボールローリン
グエクササイズを行い，上⫥機能やADL動作への
効果を明らかにした．その結果，ボールローリン
グエクササイズが手指巧⦓動作と⠂操作困難感の
改善に寄することが明らかになった．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，論
文添๐
共著者：中村守吾，۔中島大貴，川浦真未子，林
浩之

業績書－4
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

7．回復期リハビリテーシ
   ョン病棟入院のᢚうつ
   ・アパシーを呈する認
   知症高齢者に対する集
   団料理活動の効果
  （査読付）

共著 平成29年8月 日本老年精神医学会学術
誌「老年精神医学雑誌」
，28（8）
p.899-p.903

8. Ꮨ⠇変動がᐮ෭地域在住
   高齢者の身体活動量に及
す影響ࡰ   
（修士論文）ࠉ

単著 平成30年3月 中部大学大学院

本研究は，健常者若年者を対象に母指IP関⠇と示
指・中指PIP関⠇の機能的可動域を明らかにし
た．その結果，活動㐙行に要するゅ度は，母指IP
関⠇が44r/13r，示指PIP関⠇が74r/-3r，中
指PIP関⠇が78r/-12rであった．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，論
文執筆
共著者：۔中島大貴，中村守吾，川浦真未子，林
浩之

6．Upper-limb motor and
   sensory function in
   patients with hip
   fracture: Comparison
   with community-
   dwelling adults
 （⫤関⠇㦵ᢡ患者における
  上⫥運動および感覚機
  能：地域在住高齢者との
  比較）
 （査読付）

本研究では，⫤関⠇㦵ᢡ患者32名と地域在住高齢
者32名の上⫥機能を比較し，⫤関⠇㦵ᢡ患者の上
⫥機能を評価することを目的とした．その結果，
⫤関⠇㦵ᢡ患者は握力，ピンチ力，手指巧⦓性，
包括的な手機能が著名に低下していることが明ら
かになった．
本人担当部分：調査データの収集
共著者：Hayashi Hiroyuki, ۔Nakashima Daiki,
Matsuoka Hiroka, Iwai Midori, Nakamura
Shugo, Kubo Ayumi, Tomiyama Naoki

5．活動㐙行における母指
   指⠇間関⠇と示指およ
   び中指近位指⠇間関⠇
   の可動域
  （査読付）

共著 平成29年6月 日本作業療法士協会学術
誌「作業療法」，36（3）
p.291-p.298

共著 平成29年6月 Journal of Back and
Musculoskeletal
Rehabilitation, 30（6）
p.1231-p.1236

本研究では，ᐮ෭地域在住高齢者を対象に，ձᏘ
⠇による身体活動量の変動と②Ꮨ⠇による生活活
動内容の変化を検討した．多重比較検定の結果，
Lifecorderで測定した歩数や低強度の活動時間は
Ꮨに減少し，春Ꮨや夏Ꮨに増加することが明ら
かになった．一方で総エネルギーᾘ㈝量や中強度
以上の活動時間にᏘ⠇変動は認められなかった．
Physical activity scale for the elderlyを用
いて評価した生活活動は，「屋外での園ⱁ」のみ
Ꮨに減少することが明らかとなった．(全58頁)

本研究では，認知症高齢者のᢚうつ・アパシー改
善を目的に集団での料理活動を実施した．介入の
結果，対↷群と比較して介入群では介入期間中に
ᢚうつの有意な改善が認められたが，介入終了後
の持続効果はなかった．一方，アパシー，QOLは
有意な改善は認められなかった．
本人担当部分：研究計画，介入，論文添๐
共著者：❑優太，中澤一，各務真菜，加藤美
樹，۔中島大貴，岡村英ಇ，長谷川្，竹田徳則

業績書－5
リハ－584



著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

（その他）
「国際学会」

1. Ball Rolling Exercise
Improves Finger ࠉ
   Dexterity and
   Chopstick Operability
   of the Non-Dominant
   Hand in Healthy Young
   Adults
 （ボールローリングエクサ
  サイズは非利き手の手指
  巧⦓動作と⠂操作困難感
  を改善する）

本研究では，健常若年者を対象にボールローリン
グエクササイズを行い，上⫥機能やADL動作への
効果を明らかにした．その結果，ボールローリン
グエクササイズが手指巧⦓動作と⠂操作困難感の
改善に寄することが明らかになった．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，発
表資料添๐
共同発表者：中村守吾，۔中島大貴，川浦真未
子，林浩之

平成26年6月 第16回世界作業療法士連
┕大会
第48回日本作業療法学会
（横浜）

-

10．Influence of seasonal
    variations on
    physical activity in
    older people living
    in mountainous
    agricultural areas

共著 令和1年11月 「Journal of Rural
Medicine」，14（2）
p.165-p.175

本研究では，地域在住高齢者を対象に，ձᏘ⠇に
よる身体活動量の変動と②Ꮨ⠇による生活活動内
容の変化を検討した．多重比較検定の結果，加㏿
度計で測定した歩数や低強度の活動時間はᏘに
減少し，春Ꮨや夏Ꮨに増加することが明らかに
なった．Physical activity scale for the
elderlyを用いて評価した生活活動は，「屋外で
の園ⱁ」のみᏘに減少することが明らかとなっ
た．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，論
文執筆
共著者：۔Nakashima Daiki, Kimura Daisuke,
Watanabe Hidehiro, Goto Fumihiko, Kato Miki,
Fujii Keisuke, Kasuya Eri, Tomiyama Naoki,
Hasegawa Ryuichi

2. Physical,
psychological, and ࠉ
   cognitive factors
   that have higher
   influences on physical
   activity in community-
   dwelling oldest-old
   women
  （地域在住高齢者におけ
   る身体活動量に影響を
   える身体的，精神的，認
   知的要因）

- 平成29年7月 OccupationalࠉTherapy
Australia 27th National
Conference and
Exhibition 2017
（Australia，Perth
Convention and
Exhibition Center）

本研究では，㉸高齢女性（85ṓ以上）の身体活動
量に影響をえる要因を明らかにすることを目的
とした．重回帰分析の結果，GDS-15のスコア（ᢚ
うつ）が，㉸高齢女性の身体活動量に影響をえ
る可能性が示၀された．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，発
表資料作成，発表
共同発表者：۔Nakashima Daiki, Watanabe
Hidehiro, Goto Fumihiko,Kimura Daisuke,
Tomiyama Naoki, Islam Mohammod Monirul

9．心理的介入により⬻卒中
   後のapathyに改善を認
   め，ADLの回復へと⧅
   がった一例
  （査読付）

共著 令和1年6月 「⬻神経内科」，90（6）
p.701-p.704

本研究では，⬻⾑管障害後のApathyを呈した症例
に対して，認知症のApathyで有効とされる心理的
アプローチを実施し，その効果を報告した．心理
的介入を継続的に実施した結果，Apathyは改善
し，ADLの改善に⧅がった．そのため，心理的介
入は⬻⾑管障害後のApathyに対して有効であるこ
とが考えられた．
本人担当部分：研究計画，介入への助言，論文添
๐
共著者：⯞戸敦，۔中島大貴，❑優太

業績書－6
リハ－585



著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

「国内学会」

第49回日本作業療法学会
（神戸）

4. Effects of elastic
band-based resistance ࠉ
   exercises on impaired
   cognition in
   community-dwelling
   older adults having
   mild cognitive
   impairment 
  （軽度認知障害を有する
   地域在住高齢者における
   認知障害に対するゴムバ
   ンド運動の効果）

本研究は，地域在住の軽度認知症高齢者を対象
に，認知機能に対するゴムバンド運動の効果を明
らかにした．ゴムバンド運動の介入前後で，The
Japanese version of Montreal Cognitive
Assesmentの得点が有意に改善することが明らか
になった．
本人担当部分：調査データの収集，発表資料添๐
共同発表者：Watanabe Hidehiro, Goto
Fumihiko, ۔Nakashima Daiki, Mohammod
Monirul Islam, Hasegawa Ryuichi

3. Effects of group-
based resistance ࠉ
exercise on social ࠉ
networking and mental ࠉ
depression in older ࠉ
adults ࠉ
  （集団で行うᢠ運動が
高齢者のソーシャルネ ࠉ
ットワークとᢚうつ状 ࠉ
（す影響ࡰ態に及 ࠉ

本研究では，地域在住高齢者における上⫥の感
覚・運動機能と㐙行機能の関連性を評価すること
を目的とした．重回帰分析の結果，非利き手の手
指巧⦓性が㐙行機能と関連付けていることが明ら
かになった．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，発
表資料作成，発表
共同発表者：۔中島大貴，林浩之，金田（松岡）
⣫佳，市川（久保）歩，冨山直樹

本研究は，健常者若年者を対象に母指IP関⠇と示
指・中指PIP関⠇の機能的可動域を明らかにし
た．その結果，活動㐙行に要するゅ度は，母指IP
関⠇が44r/13r，示指PIP関⠇が74r/-3r，中
指PIP関⠇が78r/-12rであった．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，発
表資料作成，発表
共同発表者：۔中島大貴，中村守吾，川浦真未
子，林浩之

- 平成29年7月 OccupationalࠉTherapy
Australia 27th National
Conference and
Exhibition 2017
（Australia，Perth
Convention and
Exhibition Center）

- 平成29年7月 OccupationalࠉTherapy
Australia 27th National
Conference and
Exhibition 2017
（Australia，Perth
Convention and
Exhibition Center）

1. 活動㐙行における母指
   指⠇間関⠇と示指およ
び中指近位指⠇間関⠇ ࠉ
   の可動域

- 平成25年6月 第47回日本作業療法学会
（大阪）

2. 地域在住高齢者の注意
機能に関連する上⫥機 ࠉ
   能の探索的研究

- 平成27年6月

本研究では，地域で高齢者の集団に運動介入を行
い，地域交流のある高齢者群と地域交流のない高
齢者群で，ソーシャルネットワークと精神機能に
どのような効果を示すか明らかにした．介入の結
果，地域交流のない群の方がソーシャルネット
ワークと精神機能が有意に拡大した．
本人担当部分：発表資料添๐
共同発表者：Goto Fumihiko, Watanabe
Hidehiro, ۔Nakashima Daiki, Mohammod
Monirul Islam, Hasegawa Ryuichi
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

5. 独居の大⭣㦵近位部㦵
ᢡ患者の㌿帰先を分け ࠉ
   るFIM得点に関するパ
   イロットスタディ

- 平成27年6月 第49回日本作業療法学会
（神戸）

6. 地域在住高齢者の生
   活機能に影響を及ࡰ
   す上⫥機能に関する
予備的研究 ࠉ

- 平成27年11月 第74回日本公⾗衛生学会
（長崎）

3. 大⭣㦵近位部㦵ᢡ患者
における精神心理機能 ࠉ
   に関する研究：地域在
   住高齢者との比較

- 平成27年6月 第49回日本作業療法学会
（神戸）

本研究では，大⭣㦵㢕部㦵ᢡ患者の精神心理機能
を明らかすることを目的に，地域在住高齢者との
比較行った．大⭣㦵㢕部㦵ᢡ患者群は，MMSE，
WHO-5が有意に低く，GDS-15は有意に高く，Delta
TMTは異常値を示した．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，発
表資料添๐
共同発表者：岩井緑，林浩之，۔中島大貴，中村
守吾，金田（松岡）⣫佳

- 平成27年6月 第49回日本作業療法学会
（神戸）

4. 大⭣㦵近位部㦵ᢡ患者
の上⫥機能に関する基 ࠉ
   礎的研究：地域在住高
   齢者との比較

本研究は，大⭣㦵近位部㦵ᢡ患者の上⫥機能が地
域在住高齢者と比較し，どの程度であるかを把握
するために行った．その結果，大⭣㦵近位部㦵ᢡ
患者は，筋力，Jebsen-Taylor Hand function
testのスコア，知覚機能が有意に低下しているこ
とが明らかになった．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集
共同発表者：中村守吾，林浩之，۔中島大貴，金
田（松岡）⣫佳，岩井緑

本研究の目的は，大⭣㦵㢕部㦵ᢡ患者のリハビリ
後の自宅退院におけるカットオフポイントの特定
であった．多重ロジスティック回帰分析の結果，
FIMの認知スコアが退院先に影響する重要な変数
であった．また，ROC᭤線分析において，認知ス
コア23.5点が自宅退院のカットオフポイントであ
ることが明らかになった．
本人担当部分：調査データの収集
共同発表者：林浩之，岩井緑，金田（松岡）⣫
佳，۔中島大貴，市川（久保）歩

本研究の目的は，高次生活機能に影響をえる上
⫥機能を明らかにすることであった．共分ᩓ構造
分析の結果，手指巧⦓性と知覚機能が高次生活機
能に影響を及ࡰす要因であることが明らかになっ
た．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，発
表資料作成，発表
発表者：中島大貴
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

8. 回復期リハビリテーシ
   ョン病棟入院のᢚうつ
   ・アパシーを呈する認
   知症高齢者に対する集
   団料理活動の持続効果
   の検討

- 平成28年9月 第6回日本認知症予防学会
学術集会
（台）

本研究では，回復期リハビリテーション病棟に入
院中のᢚうつ・アパシーを呈する認知症高齢者に
集団料理活動を実施し，その持続効果を検討する
ことを目的とした．その結果，料理活動後の持続
効果は一部認められたが，ᢚうつには改善の持続
は認められず，活動終了後のフォローアップの必
要性が示၀された．
本人担当部分：研究計画，介入
共同発表者：❑優太，加藤美樹，۔中島大貴，岡
村英ಇ，中澤一，長谷川្，各務真奈，竹田徳
則

9. 地域在住高齢者におけ
   るPhysical activity
   scale for the elderly
   と加㏿度計からみた
   身体活動量の関連

- 平成29年10月 第66回日本農村医学会
（Ἀ縄）

7. ᢚうつ・アパシーを呈
   する認知症高齢者に対
   する集団料理活動の効
   果の検討-回復期リハ
   ビリテーション病棟に
   おける取り組み
   第一報-

- 平成28年4月 第17回日本認知症ケア学
会大会
（神戸）

本研究の目的は，Physical activity scale for
the elderly（PASE）と加㏿度計を用いて高齢者
の身体活動量を測定し，その関連を検討すること
とした。その結果，PASEと総エネルギーᾘ㈝量の
間に有意な相関が認められたが，中高強度の活動
時間との間には関連を認めなかった。
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，発
表資料作成，発表
発表者：中島大貴

本研究では，回復期リハビリテーション病棟入院
中のᢚうつ・アパシーを呈する認知症高齢者に対
して実施した，集団料理活動の効果の検討を目的
とした．その結果，介入群はᢚうつ・アパシー・
QOLの改善が認められた．集団での活動を通じた
受容体験と㈹㈶による自己効力感の向上がᢚう
つ・アパシー・QOLの改善につながったと考えら
れた．
本人担当部分：研究計画，介入
共同発表者：❑優太，加藤美樹，۔中島大貴，岡
村英ಇ，中澤一，長谷川្，各務真奈，竹田徳
則

10. 集団によるゴムバンド
    運動が軽度認知障害者
    の認知機能にえる
    効果

平成29年11月- 本研究は，集団ゴムバンド運動実施群（介入群）
と対↷群を設定し，集団ゴムバンド運動の認知機
能への効果を検討した．二元配置分ᩓ分析の結
果，交互作用は認めなかった．しかし，The
Japanese version of Montreal Cognitive
Assesmentの得点がカット値以上に改善した者の
割合は，介入群で有意に多いことが明らかになっ
た．．
本人担当部分：調査データの収集
共同発表者：渡㑓英弘，۔中島大貴，藤井啓介

第76回日本公⾗衛生学会
（㮵児島）
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

「研究会」

1. 回復期リハビリテー
ション病棟における ࠉ
認知症を伴う高齢者を ࠉ
対象とした集団活動に ࠉ
関する効果の検討 ࠉ

- 平成27年11月 第12回東海記念病院リハ
ビリテーション研究会

本研究では，回復期リハビリテーション病棟入院
中のᢚうつ・アパシーを呈した認知症高齢者に対
する，集団作業活動の紹介と効果を検討した．集
団活動実施群（介入群）と集団活動非実施群（対
↷群）で比較した結果，介入群にᢚうつ・アパ
シーに対する即時的改善が認められたが，持続効
果に一定した見解は得られなかった．
本人担当部分：研究計画，介入
共同発表者：❑優太，加藤美樹，۔中島大貴，岡
村英ಇ，中澤一，長谷川្，各務真菜，竹田徳
則

本研究では，入院㉸高齢患者のᢚうつの有無によ
る栄㣴状態，体組成，認知機能，ADL能力につい
て比較し，ᢚうつを有する入院㉸高齢患者の特徴
を明らかにすることとした．その結果，ᢚうつ群
は，チャールソン併存疾患指数が有意に高く，
ADL能力の評価指ᶆであるFunctional
Independence Measure得点は有意に低かった．そ
の他の項目は，いずれも統計的有意ᕪを認めな
かった．
本人担当部分：研究計画，発表資料作成
共同発表者：❑優太，則竹賢人，۔中島大貴，山
田和政

回復期リハビリテーショ
ン病棟協会第33回研究大
会 in ⯙浜・千葉
（千葉）

平成31年2月-

- 平成30年9月 第73回日本体力医学会
（アオッサ・ハピリン）

12．入院㉸高齢患者のᢚう
つの有無による栄㣴状ࠉࠉ
態，体組成，認知機ࠉࠉ
能，日常生活動作能力ࠉࠉ
．の比較ࠉࠉ

本研究では，地域在住高齢者を対象に，ձᏘ⠇に
よる身体活動量の変動と②Ꮨ⠇による生活活動内
容の変化を検討した．多重比較検定の結果，
Lifecorderで測定した歩数や低強度の活動時間は
Ꮨに減少し，春Ꮨや夏Ꮨに増加することが明ら
かになった．一方で総エネルギーᾘ㈝量や中強度
以上の活動時間にᏘ⠇変動は認められなかった．
Physical activity scale for the elderlyを用
いて評価した生活活動は，「屋外での園ⱁ」のみ
Ꮨに減少することが明らかとなった．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，発
表資料作成，発表
共同発表者：۔中島大貴，渡㑓英弘，後藤文彦，
加藤美樹，木村大介，冨山直㍤，長谷川㱟一

13．高齢㦵ᢡ患者における
Phase angleを用いたࠉࠉ
．栄㣴状態の評価ࠉࠉ

- 令和1年11月 第3回日本リハビリテー
ション医学会秋Ꮨ学術集
会
（静岡）

本研究では，高齢㦵ᢡ患者におけるPhase angle
（以下，PA）と栄㣴状態の関係を調査し，PAにお
ける栄㣴状態のカットオフ値を算出することを目
的とした．研究の結果，PAは栄㣴障害と有意に関
連し（OR: 2.73，95㸣CI: 1.31-5.67），PAにお
ける栄㣴障害のカットオフ値は3.74度（AUC:
0.69, p   0.004）であった．
本人担当分：研究計画，発表資料作成
共同発表者：❑優太，則竹賢人，۔中島大貴，藤
井啓介，山田和政

11．Ꮨ⠇変動がᐮ෭地域在
    住高齢者の身体活動量
    に及ࡰす影響
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著書，学術論文等の名称
単著・

共著の別
発行又は

発表の年月
概 要

発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

3. ⬻⾑管疾患患者に
対する上⫥機能訓練 ࠉ
について ࠉ

- 平成29年10月 第14回東海記念病院リハ
ビリテーション研究会

本研究では，⬻建Ⰴ疾患患者の上⫥機能訓練に関
して最新の知見を文献レビューした．また，東海
記念病院で実施されている上⫥機能訓練の効果を
運動麻⑷や上⫥筋力の改善から検討した．文献レ
ビューの結果，Bio feedback，㟁気่⃭，課題指
向型訓練などが有用であり，これらを取り入れた
東海記念病院における介入でも上⫥機能訓練が有
意に改善していることが明らかになった．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，発
表資料作成
共同発表者：神村美ᕹ，酒井美幸，長谷川្，۔
中島大貴

2. 院内デイケアの活動内
容と結果報告 ࠉ

- 平成28年11月 第13回東海記念病院リハ
ビリテーション研究会

本研究では，東海記念病院で実施されている認知
症高齢者を対象にした院内デイケアが，参加者の
認知機能にえる影響を明らかにした．介入前後
の比較を行った結果，Neuropsychiatric
Inventoryに有意な改善が認められ，Mini-
Mental State Examinationが維持されていたこと
から，認知機能の維持，BPSDの改善に有用である
ことが示၀された．
本人担当部分：研究計画，調査データの収集，発
表資料作成，発表
共同発表者：۔中島大貴，❑優太，土屋智歩，⯪
戸敦，岡村英ಇ，加藤美樹

業績書－11
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業績書-1

年月日

年月日

JWBAウェイクボード全日本選手権 in 芦屋　コンディ

ショニングスタッフ

2019年11月3日 大会に、コンディショニングスタッフとして参加し、

選手のパフォーマンス向上および傷害予防を目的にコ

ンディショニングの指導を行った。

なし

４　その他

なし

３　実務の経験を有する者についての特記事項

3）認定理学療法士（スポーツ理学療法）更新 2020年4月1日〜

現在

第9-560号：日本理学療法士協会

２　特許等

2）認定理学療法士（スポーツ理学療法） 2015年4月1日〜

2020年3月31日

第9-80号：日本理学療法士協会

1）理学療法士免許 2007年5月10日

〜現在

第65175号：厚生労働省

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項

事項 概 要

１　資格，免許

５　その他

なし

2）実習指導実績 2009年4月1〜

2018年3月31日

藤田整形外科スポーツクリニック・リハビリテーショ

ン部において、毎年２〜３名の専門学校生や大学生の

評価実習・長期実習指導を担当した。患者さんとのコ

ミュニケーションをとることを積極的に促し、机上の

知識と臨床での現象をいかに分かりやすく結びつける

かを重要視して指導を行った。

1）富士通９人制バレーボールチームトレーナー
2009年7月〜　

現在

富士通9人制バレーボールチームのトレーナーとして、

週１回練習に帯同し、全国大会・近畿大会などの試合

は計100回以上帯同した。選手のテーピングやウォーミ

ングアップ、トレーニング指導およびアスレティック

リハビリテーションを担当した。

なし

４　実務の経験を有する者についての特記事項

２　作成した教科書，教材

(1)頭蓋療法を含むファンクショナルポジショナルリ

リースと促通位リリースのアプローチ（翻訳）（ポジ

ショナルリリーステクニック）

2018年9月25日 野田優希

翻訳にあたって、できるだけ原文に忠実に翻訳した。

また専門的な表現や特殊な言い回し、分かりにくい表

現の場合は、可能な限り読者に伝わりやすいよう言葉

を選び翻訳した。

３　教育上の能力に関する大学等の評価

スポーツリハビリテーション、運動器系理学療法 スポーツリハビリテーション、足関節、競技復帰

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項

事項 概 要

１　教育方法の実践例 2019年4月1日〜

現在

講義では可能な限りイラストや実際の患者さんの写真

またはビデオを多用し,分かりやすいように工夫してい

る．また専門的な言葉や表現については分かりやすい

よう説明を加え、学生の理解の向上に努めている．

教科書的な内容を実際の症例に重ね合わせ，机上での

勉強と臨床でのギャップを極力少なくするように努め

ている．

教 育 研 究 業 績 書

氏名　　

2020年　�月　��日

野田優希

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド
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著書，学術論文等の名称
単著・
共著の別

発行又は
発表の年月

概 要

（著書）

㢌療法を含むファンク
ショナルポジショナルリ
リースと促通位リリース
のアプローチ（翻訳）
（ポジショナルリリース
テクニック）

共著 2018年9月25日 監訳者ࠉ森ࠉᙬ子、小ᖭ太志
翻訳者ࠉ酒井Ꮥ文、松尾ࠉ
慎、中川貴雄、中川達雄、横
山茂樹、野田優希、弓岡ま
み、小原教Ꮥ、坂本❳司、篠
原ࠉ博、福永裕也、弓岡光徳
翻訳にあたって、できるだけ
原文にᛅ実に翻訳した。また
専門的な表現や特Ṧな言い回
し、分かりにくい表現の場合
は、可能な限り読者に伝わり
やすいよう言葉を選び翻訳し
た。

（学術論文）

共著 2012年1月 2007～2011年に有痛性分⭸
㦵と診断した症例のうち当
院で継続的な治療を行った63
例81⭸について報告した．外
側広筋リリース�ドリリング
施行群の治療成績は，全例で
㦵癒合が得られ，癒合までの
期間は平ᆒ8.6s4.2週であっ
た．また，㉮行開始までの期
間は平ᆒ7.5s3.8週，➇技復
帰までの期間は平ᆒ10.7s
5.0週であった．㦵片切除術
施行群の治療成績は，㉮行開
始までの期間が平ᆒ5.8s2.1
週，➇技復帰までの期間が平
ᆒ11.3s5.3週であった．保
存的治療施行群では，㉮行開
始までの期間が平ᆒ0.3s0.8
週，➇技復帰までの期間が平
ᆒ1.0s2.4週であった．
共著者：古川 裕之, 福岡 ゆ
かり, 松本 太ᮁ, 野田 優
希, 小松 ⛱, 内田 智也, 藤
田 健司, 大久保 ྣ司（担当
部分：対象者の治療とデータ
分析）

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項
発行所，発表雑誌等
又は発表学会等の名称

ガイアブックス

1）当院における有痛性
分⭸㦵の治療成績と
スポーツ復帰について

「スポーツ傷害」第17巻 P.8-
P.10
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共著 2012年3月

共著 2016年4月

共著 2016年12月4）Single Leg Up Down
テストと体重支持指数
(Weight Bearing Index)
の関連（査読付）

「理学療法科学」第31巻第6号 
P.791-P.794

中学野⌫選手202名に我々が
考案したSingle Leg Up Down
テスト(以下SLUDテスト)と体
重支持指数(以下WBI)の関連
について検討した．20cm台か
らのSLUDテスト㐙行の可否が
下⫥筋力のスクリーニングテ
ストとして有用であることが
示された.
共著者：内田 智也, 古川 裕
之, 松本 太ᮁ, 小松 ⛱, 
野田 優希, 石田 美弥, ఢ 
美智留, 大久保 ྣ司, 藤田 
健司（担当部分 測定）

3）中学野⌫選手におけ
るFunctional Movement 
Screenとᢞ⌫障害の関係
（査読付）

「体力科学」第65巻第2号 
P.237-P.242

兵庫県内の中学生に対し，
Functional Movement Screen
を実施し，そのScoreとᢞ⌫
障害の関係を分析した．ᢞ⌫
障害を経験している者は
Scoreが低く，ᢞ⌫障害の経
験のない者はScoreが高い結
果となった.
共著者：内田 智也，松本 
太ᮁ，小松 ⛱，野田 優希，
石田 美弥，ఢ 美智留，中山 
良太，武田 雄大，平川 理ᫎ
子，武藤 ㈉平，大久保 ྣ
司，古川 裕之，藤田 健司
（担当部分：測定とデータ分
析）

2）コンディショニング
実施とスポーツ傷害発生
の検討ࠉ高校アメリカン
フットボールおよび女子
バスケットボール選手へ
のアンケート調査から 
（査読付）

「神戸学院総合リハビリテー
ション研究」第7巻第2号 P.121-
P.129

兵庫県内19校の高等学校に対
し，質問紙による調査を実施
した．傷害経験とコンディ
ショニングの有無との関係に
対しクロス集計を用い，Ȯ二
乗独立性の検定を用いた．
ウォームアップに比べ，クー
ルダウンの実施率は明らかに
低く実施時間も▷いという結
果が得られた．またスポーツ
傷害の有無とコンディショニ
ングの有無との間に有意な関
連性が認められ，スポーツ傷
害の非経験群には個人で
ウォームアップもクールダウ
ンも実施する者の割合が高
かった．スポーツ傷害とコン
ディショニング間に有意な関
連性が認められたことから，
コンディショニングの有無は
スポーツ傷害の発生に十分関
しているものと考えられ
た.
共著者：大久保 ྣ司, 中野 
有貴, 古川 裕之, 福岡 ゆか
り, 松本 太郎, 野田 優
希, 小松 ⛱, 内田 智也, 藤
田 健司
（担当部分：対象者の治療と
データ分析）
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共著 2017年1月

共著 2017年1月

共著 2017年1月7）ᢞ⌫動作のEarly 
Cocking期における㍈足
⫤関⠇の運動学・運動力
学的特徴（査読付）

「日本臨床スポーツ医学会誌」
第25巻第1号 P.16-P.23

中学野⌫選手51名を対象に，
良好なEarly Cocking期の体
重移動における㍈足下⫥運動
の運動学的及び運動力学的な
特徴を明らかにすることを目
的とした．Early Cocking期
の良好な体重移動を㐙行する
には㍈足⫤関⠇ᒅ᭤位を保持
するべく⫤関⠇伸展筋群の活
動を意識することが重要だと
考えられた．
共著者：内田 智也, 大久保 
ྣ司, 松本 太ᮁ, 小松 
⛱, 野田 優希, 石田 美弥, 
ఢ 美智留, 古川 裕之, 藤田 
健司（担当部分：測定）

6） 性ᕪによるバレー
ボールの傷害発生の特徴
（査読付）

「日本ヘルスプロモーション理
学療法」第6巻第4号 P.197-
P.200

バレーボールの傷害調査を行
い，男女間の傷害発生の傾向
を分析した．バレーボールで
は足部，⭜部，⫪関⠇，下⭣
において発生する傷害が男女
で異なっており，コンディ
ショニング指導の際は性ᕪに
よる傷害発生の特徴を考慮す
る必要性が示された．
共著者：野田 優希，古川 裕
之，松本 太ᮁ，小松  
⛱，内田 智也，石田 美弥，
ఢ 美智留，藤田 健司（担当
部分：データ収集，結果分
析，論文作成を行った）

5）足関⠇内反受傷
後の初診時における片⬮
負Ⲵテストと圧痛部位，
スポーツ復帰時期の関連
性（査読付）

「日本臨床スポーツ医学会誌」
第25巻第1号 P.59-P.63

足関⠇後の復帰時期を予
測するために片⬮負Ⲵテスト
(OLLT)を実施した．OLLTは片
⬮立ち，片⬮カーフレイズ，
片⬮ホップを実施した．受傷
後早期にどの動作が可能かに
よって復帰時期に有意なᕪが
みられた．OLLTのレベルによ
りスポーツ復帰時期を予測で
きることが分かった．
共著者：野田 優希，古川 裕
之，松本 太ᮁ，小松  
⛱，内田 智也，石田 美弥，
ఢ 美智留，横山 茂樹，藤田 
健司（担当部分：データ収
集，結果分析，論文作成を
行った）
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共著 2017年8月

共著 2017年8月

共著 2017年10月10）女性バレーボール➇
技者のࠉポジションによ
る 傷害発生の特徴ؐࠉ
スパイカー,セッター,レ
シーバーの3つのポジ
ションによる検討ؐ（査
読付）

「理学療法科学」第32巻第5号
(in press)

30ṓ未満の女性バレーボール
➇技者 290 人 638 ௳を対象
にバレーボールのࠉポジショ
ンによる傷害発生の特徴を明
らかにし,傷害予防やコンテ
ィショニング指導の一助とすࢋ
ることを目的とした.疾患は
ポジションにより特徴がみら
れた.傷害予防やコンディ
ショニング指導の際には,ポ
ジションによる傷害発 生の
特徴を考慮する必要性が示၀
された.
共著者：野田 優希，古川 裕
之，松本 太ᮁ，小松 ⛱，
内田 智也，石田 美弥，ఢ 
美智留，藤田 健司（担当部
分 デ タ収集 結果分析

9）ᢞ⌫動作における
フットコンタクト時の㍈
足⫤関⠇ᒅ᭤ゅ度と㦵┙
回᪕の関係 （査読付）

「日本臨床スポーツ医学会誌ࠉ
」第25巻第3号 P.339-P.345

不良なᢞ⌫動作の一つに「ᢞ
⌫方向への早期の㦵┙回᪕」
がᣲげられ，その動作はFoot 
Contact(FC)での㍈足⫤関⠇
ᒅ᭤ゅ度と関係があると考え
られている．そこで，本研究
はFCの㍈足⫤関⠇ᒅ᭤ゅ度と
㦵┙回᪕との関係を検討する
ことを目的とした．不良なᢞ
⌫動作の典型例であるᢞ⌫方
向への㦵┙の早期回᪕を修正
するにはFCにおける㍈足⫤関
⠇ᒅ᭤ゅ度に着目することが
重要であると考えられた．
共著者：内田 智也，大久保 
ྣ司，古川 裕之，松本 太
ᮁ，小松 ⛱，野田 優希，石
田 美弥，ఢ 美智留，藤田 
健司（担当部分：対象の測
定）

8）中学野⌫選手のᢞ⌫
動作におけるEarly 
Cocking期の下⫥関⠇・
体ᖿ動作の不良と上⫥関
⠇トルクの関係 （査読
付）

「日本臨床スポーツ医学会誌ࠉ
」第25巻第3号 P.333-P.338

良好なᢞ⌫動作を㐙行するに
は，Early Cocking期（以
下，E.C.期）の良好な下⫥関
⠇・体ᖿ動作が重要とされ
る．そこで本研究はE.C.期の
下⫥関⠇・体ᖿ動作の良否が
上⫥関⠇トルクに及ࡰす影響
を検討した．E.C.期の下⫥関
⠇・体ᖿ動作の不良は，上⫥
関⠇へのストレスを増大させ
る一因になると考えられ，運
動力学的にも障害発生リスク
の高いᢞ⌫動作であることが
示၀された．
共著者：内田 智也，大久保 
ྣ司，古川 裕之，松本 太
ᮁ，小松 ⛱，野田 優希，石
田 美弥，ఢ美 智留，藤田 
健司（担当部分：対象の測
定）
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共著 2018年1月

（その他）

（解説）

共著 2016年9月

共著 2018年4月

1）慢性足関⠇不安定性
(Chronic Ankle 
Instability; CAI)に対
するᅛ有感覚トレーニン
グの有効性とその課題

「Sportsmedicine」第183巻 
P.9-P.14

慢性足関⠇不安定症について
ᅛ有感覚に対する文献のレ
ビューおよびその課題につい
て述べた．また臨床で実践可
能な評価トレーニングについ
ても記載した．
共著者：野田 優希，竹之下
秀樹，横山茂樹(担当部分：
本文作成，資料収集）

2）動作・運動計測機ჾ
の活用法ࠉ下⫥Ⲵ重検査

医療と検査機ჾ・試薬 下⫥Ⲵ重検査の臨床における
活用法について説明した．重
心と足圧中心の違いについて
説明した．また，実際の患者
を症例として提示し，身体機
能評価と重心動ᦂ・足圧分布
から患者の機能低下を推察す
る臨床思考について述べた．
共著者：野田 優希，瀬戸川 
大(担当部分：本文作成，資
料収集)

11）足関⠇内がえし
受傷後の圧痛部位を考慮
した片⬮負Ⲵテストとス
ポーツ動作開始時期の関
連性（査読付）

「日本臨床スポーツ医学会誌」
第26巻第1号(in press)

足関⠇外側㠌ᖏᦆ傷と診断さ
れ，練習全復帰までフォ
ロー可能であった202名を対
象に，圧痛部位を考慮した片
⬮負Ⲵテスト（以下，OLL-
Test）とスポーツ動作開始時
期との関連性を検証した．圧
痛部位を考慮したOLL-Testに
より，足関⠇のⲴ重機能の障
害度とスポーツ動作開始時期
の関連性をより詳細に把握で
きる可能性を示၀した．
共著者：野田 優希，古川裕
之，松本太ᮁ，小松 ⛱，
内田智也，石田美弥，ఢ美智
留，横山茂樹，藤田健司（担
当部分：データ収集，結果分
析，論文作成を行った）
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（国内学会発表）

ー 2011年4月

ー 2011年4月

ー 2013年5月3）バレーボール➇技者
の傷害調査(第2報)傷害
発生率と性ᕪについて

第48回日本理学療法学術大会 2007年4月から2011年10月ま
でに当院を受診したバレー
ボール➇技者の傷害調査を行
い，男女間で傷害発生部位が
異なるか否か，また各部位ご
との発生傷害に違いがみられ
るかについて傷害発生率をも
とに検討した．⫪関⠇，⭜
部，足部において男女間で違
いがみられた．試合の流れの
違いが，今回の疾患別傷害発
生率に男女間の違いとなって
表れたのではないかと考えら
れた．
発表者：野田 優希, 古川 裕
之, 福岡 ゆかり, 松本 太
ᮁ, 小松 ⛱, 内田 智也, 藤
田 健司（担当部分：データ
分析，学会発表）

2）小学生野⌫選手の内
側上㢛㦵➃線障害に対す
るインターバルスローイ
ングプログラムを用いた
➇技復帰成績

第46回日本理学療法学術大会 本研究では少年用ITプログラ
ム運用開始前後の➇技復帰状
況を比較し，このプログラム
の効果を検討することを目的
とした．今回プログラム運用
前後で➇技復帰成績を比較し
たところ，新IT群ではᪧIT群
に比べて⣙2週➇技復帰に要
する期間が▷かった．しか
し，再発率はどちらも⣙10㸣
と有意ᕪが認められなかっ
た．復帰までの期間が▷縮し
たことを㚷みると早期復帰を
望む少年野⌫選手に応じたプ
ログラムとして適切だったの
ではないかと考えられる．
発表者：小松 ⛱, 松本 太
ᮁ, 内田 智也, 野田 優希, 
福岡 ゆかり, 古川 裕之, 藤
田 健司（担当部分：対象の
治療，データ分析）

着地動作とその後の運動方向
の違いにおける足部の詳細な
動作解析を行うこと，さら
に，動作の違いによる足部の
動きの特徴を見つけ出し，今
後の障害予防の一助とするこ
とを目的とした．今回の研究
から，着地後の動作中の各足
部の動態が明らかとなった．
特に，横方向への動作時にか
かる中足部，前足部の運動パ
ターンの違いを考慮したリハ
ビリテーションの必要性が示
၀された．具体的には，中足
部，前足部の回内/回外可動
性の確保と，回᪕ストレスが
かかった際にそれを保持する
足部▷筋群の強化が必要と考
えられた．
発表者：古川 裕之, 大久保 
ྣ司, 内田 智也, 福岡 ゆか
り, 松本 太ᮁ, 野田 優
希, 小松 ⛱, 藤田 健司, ᔱ
田 智明（担当部分：データ
分析）

1）着地後の運動方向が
異なる際の前足部、中足
部、後足部の動きの特徴

第46回日本理学療法学術大会
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― 2014年5月

― 2014年10月

― 2014年10月

― 2015年10月 良好なᢞ⌫動作を㐙行するた
めにはEalry cocking期（E.C
期）の㍈足⫤関⠇を使った体
重移動が重要となる．体重移
動の可否により対象を良好群
と不良群に分けた．不良群は
⌫㏿の増大に伴い⫪関⠇内᪕
トルク及び⫝関⠇内反トルク
が増大した．よって，E.C期
の体重移動において⫤関⠇ᒅ
᭤を意識させることが重要だ
と考えられた.
発表者：内田 智也, 小松 
⛱, 松本 太ᮁ, 野田 優
希, 石田 美弥, 古川 裕之, 
大久保 ྣ司, 藤田 健司（担
当部分：測定）

7）Early cocking期の動
作不良がその後のᢞ⌫動
作に及ࡰす運動力学的影
響

第26回日本臨床スポーツ医学会
学術集会）ࠉ

6）当院における足関⠇
㠎ᖏᦆ傷後の復帰傾向

第25回日本臨床スポーツ医学会
学術集会

足関⠇㠌ᖏᦆ傷後，内側に圧
痛を認める選手は外側のみの
選手よりも重症であり復帰が
㐜れる༳象がある．受傷後早
期の足関⠇機能と圧痛部位か
ら復帰時期を分析した．ジョ
グ開始時期，練習復帰時期は
全ての群間で有意なᕪがあり
受傷後早期の足関⠇機能によ
り復帰時期にᕪが生じること
が示された．圧痛部位では復
帰時期に有意なᕪがなかった
ことから，復帰時期を考える
際足関⠇機能が重要であるこ
とが示၀された．
発表者：野田 優希, 内田 智
也, 松本 太ᮁ, 小松 ⛱, 
石田 美弥, ఢ美知留, 古川 
裕之, 藤田 健司（担当部
分：対象の治療，データ分
析，学会発表）

5）SLUDテストと体重支
持指数(Weight Bearing 
Index)の関連について

第25回日本臨床スポーツ医学会
学術集会

ᢞ⌫動作は運動連㙐に基づく
全身運動であり，下⫥筋力不
足によるᢞ⌫フォームのれ
はᢞ⌫障害発生の一因とな
る．下⫥筋力の評価法として
SLUDテストを考案した．SLUD
テストが➇技特性を㋃まえた
ᢞ⌫障害のスクリーニングテ
ストとなる可能が示၀され
た．
発表者：内田 智也, 小松 
⛱, 松本 太ᮁ, 野田 優
希, 石田 美弥, 大久保 ྣ
司, 古川 裕之, 藤田 健司
（担当部分：測定）

4）当院における足関⠇
㠎ᖏᦆ傷の復帰傾向ࠉ初
診時の足関⠇機能テスト
からジョグ開始時期・練
習全復帰時期は予測可
能か

第49回日本理学療法学術大会 当院で行っている初診時の足
関⠇機能テスト（Ankle 
Functional Test：AFT）と
ジョグ開始時期,練習全復
帰時期の関係,およびAFTにお
けるレベル別のジョグ開始時
期と練習全復帰時期の相関
関係を分析した．足関⠇
後にAFTを実施することであ
る程度の復帰時期を予測でき
ることが示された．
発表者：野田 優希, 内田 智
也, 松本 太ᮁ, 小松 ⛱, 
石田 美弥, ఢ 美智留, 古川 
裕之, 藤田 健司（担当部
分：対象の治療，データ分
析，学会発表）
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― 2015年10月

― 2016年5月

― 2016年10月 OCDの診断を受けࠉ
Mosaicplastyを施行し練習復
帰までフォロー可能だった男
性20例を対象とした．
Mosaicplasty後の練習復帰
は，ㅖ家の報告と比べ早期に
可能だった．また，今回の結
果では特にᒅ᭤可動域につい
て有意な改善が見られた．術
後急性期は愛護的な可動域訓
練を行うが，術後3ࣨ月まで
に✚ᴟ的な可動域訓練を行う
ことで改善が可能だったと考
えられる．
発表者：小松 ⛱, 松本 太
ᮁ, 内田 智也, 野田 優希, 
石田 美弥, ఢ 美智留, 古川 
裕之, 藤田 健司（担当部
分：対象者の治療とデータ入
力）

10）当院における上⭎㦵
小㢌OCDに対する
Mosaicplastyの治療成績

第27回日本臨床スポーツ医学会
学術集会

9）ᢞ⌫動作におけるス
テップ側の下⫥筋力と⭸
関⠇動作及び⫪関⠇・⫝
関⠇トルクとの関係

第51回日本理学療法学術大会 ᢞ⌫動作は㍈足による୪進運
動及びステップ足を㍈とした
回㌿運動によって構成され,
良好なᢞ⌫動作を獲 得する
ためには,安定した下⫥・体
ᖿ動作が重要となる．ᢞ⌫動
作におけるステップ側の下⫥
筋力と⭸関⠇ 動作及び⫪関
⠇・⫝関⠇トルクの関係を検
討した．ステップ足の⭸伸展
筋力の筋力不足はフットプラ
ント以㝆のスムーズな⭸関⠇
ᒅ᭤動作を阻害し,上⫥に過 
なストレスをえるᢞ⌫動
作に⧅がることが示၀され
た．
発表者：内田ࠉ智也，松本ࠉ
太ᮁ，小松 ⛱，野田 優
希，石田ࠉ美弥，ఢࠉ美智
留，古川ࠉ裕之，大久保ྣࠉ
司，藤田ࠉ健司（担当部分：
測定）

8）当院における⫪関⠇
前方⬺⮻に対する治療成
績

第26回日本臨床スポーツ医学会
学術集会

⫪関⠇前方⬺⮻に対して㙾視
下Bankart法と㙾視下Bankart 
	 open Bristow法を行った症
例の治療経過，➇技復帰につ
いて術式による違いを検討し
た．両術式ともに同様の回復
過程を示し，➇技復帰時期に
術式の違いは認められなかっ
た．
発表者：古川 裕之, 松本 
太ᮁ, 野田 優希, 小松 ⛱, 
内田 智也, 石田 美弥, ఢ 
美智留, 藤田 健司（担当部
分：対象の治療，測定）
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― 2017年1月

― 2017年1月

ー 2017年5月 早期に㦵┙・体ᖿの回㌿運動
が開始する動作，いわゆる
“体の開き”は不良なᢞ⌫動
作であるが統一した基準はな
い．そこで，本研究はその評
価基準を統一化する一助とな
るべく，いわゆる“体の開
き”に関連があるとされる
Early Cocking期（E.C.期）
の㍈足動作と㦵┙回᪕のタイ
ミング（TPR）との関連を検
討した．㍈足⫤関⠇ᒅ᭤ゅ度
と㦵┙回᪕のタイミングを評
価することで“体の開き”を
評価することが出来る可能性
があ示၀された．
発表者：内田 智也，松本 
太ᮁ，小松 ⛱，野田 優希，
石田 美弥，ఢ 美智留，古川 
裕之，大久保 ྣ司，藤田 健
司（担当部分：対象の測定）

13）ᢞ⌫動作における
“体の開き”の評価基準
の検討

第52回日本理学療法学術大会

12）ᢞ⌫動作におけるス
テップ側下⫥筋力と身体
重心㏿度および⫪関⠇内
᪕トルクの関係

第22回スポーツ傷害フォーラム 上⫥優位の不良なᢞ⌫動作の
一例に「⭸の⦪割れ」という
ステップ動作がᣲげられ，大
⭣ᅄ㢌筋の筋力不足はその一
因であると考えられる．そこ
で，本研究はその根拠を示す
べく，ステップ側下⫥筋力と
身体重心加㏿度および⫪関⠇
内᪕トルク（SIRT）との関係
を定量的に検討した．ステッ
プ側下⫥筋力不足は「⭸の⦪
割れ」と表現されるᢞ⌫動作
に⧅がり，ᢞ⌫障害のリスク
ファクターになり得ることが
示された．
発表者：内田 智也，古川 裕

11）足関⠇内反受傷
後における初診時の片⬮
負Ⲵテストとスポーツ復
帰時期の関連性

第22回スポーツ傷害フォーラム 当院で行っている初診時の片
⬮負Ⲵテスト(One Leg 
Loading Test: OLL-Test)と
ジョギング開始時期,スポー
ツ復帰時期の関係を分析し
た．OLL-Testは足関⠇障害の
重症度とスポーツ動作再開時
期の関連性を把握できる有用
なテストであることが示၀さ
れた．
発表者：野田 優希, 内田 智
也, 松本 太ᮁ, 小松 ⛱, 
石田 美弥, ఢ美知留, 古川 
裕之, 藤田 健司（担当部
分：対象の治療，データ分
析，学会発表）
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ー 2017年5月

（外部資金等の獲得状況）

なし

15)足関⠇受傷後に
実施した片⬮負Ⲵテスト
の妥当性の検証

ー 2019年10月 第30回日本臨床スポーツ医学会
学術集会

我々は、足関⠇症例に対
し、独自の機能テスト（以
下、片⬮負Ⲵテスト）を実施
し、スポーツ復帰時期の目安
としている。本テストと㠌ᖏ
ᦆ傷の程度および他のスコア
リングスケールとの関連性に
ついて検討した。片⬮負Ⲵテ
ストは、㠌ᖏᦆ傷の程度およ
び他のスコアリングスケール
と有意な相関を認め、足関⠇
後の状態を⡆౽に調べる
機能テストとして使用可能で
あることが示၀された。
発表者：野田 優希,藤田 健
司,古川 裕之,松本 太ᮁ,
小松 ⛱,内田 智也,ఢ 美智
留,土定 寛之,平松 久仁彦,
堀部 秀二

14）ᢞ⌫動作におけるス
テップ⬮⭸関⠇の力学的
仕事量と⫪関⠇トルクの
関係

第9回日本関⠇㙾・⭸・スポーツ
整形外科学会

ᢞ⌫中の⫪関⠇ストレスの軽
減には，良好な下⫥関⠇動作
が重要となる．そこで，本研
究はFoot Contact(FC)以㝆の
ステップ⬮⭸関⠇の力学的仕
事量と⫪関⠇トルクの関係に
ついて検討した．ステップ⬮
⭸関⠇伸展筋力は良好なᢞ⌫
動作獲得に寄し，FC以㝆の
不十分な大⭣ᅄ㢌筋の遠心性
筋発揮は⫪関⠇ストレスを増
大すると考えられた．
発表者：内田 智也，古川 裕
之，松本 太ᮁ，小松 ⛱，
野田 優希，藤田 健司（担当
部分：対象の測定）
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2年 3 月 31 日 

氏名 前田 吉樹 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

人間医工学 境界医学 ⬻科学 ⑊痛 ᜍᛧ᮲௳付け リハビリテーション 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

1)実験形式の授業とレポートの提出・添๐

平成 22

年 4月 

～現在

に⮳る 

ハーベスト医療福祉専門学校 理学療法学科

「生理学実習」

⾑圧・スパイロメータ・筋㟁図・心㟁図・コキガス分析

置・感覚検査・バイオフィードバック・ㄏ発㟁位など

を用いた実験の指導と、実験レポートの作成法を指導。

1グループ 4-5 名のグループに分かれ実験し、その内容

をレポートとして提出させた。レポートについては個別

に添๐をおこない、授業中┙で実例を交えながらレポー

ト作成時の注意点を再度説明した。

2)プレࢮンテーションの導入、小テスト形式

平成 27

年 1月 

～平成

28 年 3

月 

⏥༡女子大学 看護リハビリテーション学部

理学療法学科 「内部障害学Ⅱ」 

内⮚疾患、内分Ἢ・代謝疾患の講義を担当。該当する⟠

所について定期試験を作成・実施した。テスト対策とし

て国家試験の問題を改変して小テストを作成・実施し、

理解力向上の一助とした。 

平成 27

年 1月 

～平成

28 年 3

月 

⏥༡女子大学 看護リハビリテーション学部

理学療法学科 「理学療法総合演習」 

国家試験対策として、「内分Ἢ・代謝疾患」、「バイオメ

カニクス」「統計学・研究法」の分野に対し講義を実施。

小テスト形式で添๐をおこない回答力の向上を図った。 

平成 27

年 1月 

～平成

28 年 3

月 

⏥༡女子大学 教㣴科目「現実をみる G」

他学部の学生を対象とした、健康科学関連の教㣴科目を

担当。「痛みを知り痛みと向き合う」「女性が抱える痛み

について」「リハビリテーションの実際（⬻卒中）」の 3

回を担当し、講義をおこなった。授業の終わりには理解

確認のための小テストをこない、成績評価の一部とし

た。 
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3)プレࢮンテーションの導入、小テスト形式、実践・

体験型学習・実技試験 

 

平成 27

年 1月 

～平成

28 年 3

月 

⏥༡女子大学 看護リハビリテーション学部 

理学療法学科 「筋㦵格理学療法学Ⅰ」 

 

「下⫥の㦵ᢡ（１）」、「⬨᳝疾患（１）」を担当。疾

患の基礎知識の復ㆶとして講義を行った後、実技形式で

ストレッチ・筋力増強運動の手技や各種治療機ჾの使用

方法について説明、学生どうしで模倣・練習させ、適宜

個別指導によって指導した。その次の授業では小テスト

をおこない、理解力向上の一助とした。定期考査では筆

記試験の他、実技試験も実施した。 

 

平成 27

年 1月 

～平成

28 年 3

月 

⏥༡女子大学 看護リハビリテーション学部 

理学療法学科「運動機能障害診断学Ⅰ」 

 

整形外科学的検査手技についての説明と、実技指導をお

こなった。模擬患者を想定し、どのような検査が適当か

を考えさせるグループワークもおこなった。定期考査と

して実技試験をおこなった。 

4) 模擬患者を用いた実習、ビデオ影による振り返

り、実践・体験型学習、グループワーク、レポート

の活用、プレࢮン形式 

 

平成 27

年 1月 

～平成

28 年 3

月 

 

⏥༡女子大学 看護リハビリテーション学部 

理学療法学科「理学療法計画論」 

 

「中ᯡ疾患に対する理学療法評価」の実習を担当。1グ

ループ 3名で模擬患者の理学療法評価をおこない、症例

レポートを作成させる。レポートは個別で添๐をおこな

う。その後発表レジュメを作成させ、5～6 名のグループ

で症例発表をさせる。最後に、模擬患者評価の模様をビ

デオ影したものを編集し、患者に対応する上での危険

な場面、失礼に値する行動がなかったかを指摘、講義を

行った。 

5) 実験形式、マニュアルによる自己学習、グループ

ワーク、レポートの活用、プレࢮン形式 

 

平成 27

年 1月 

～平成

28 年 3

月 

 

⏥༡女子大学 看護リハビリテーション学部 

理学療法学科「運動学演習」 

 

「筋力と関⠇ゅ度やゅ㏿度の関係」に関する実習項目を

担当した。バイオデックスを用いた筋力の測定実習に対

してレポートを作成させた。実習は機ჾの使用方法を記

載したマニュアルを読ませることで、学生自身で問題を

解決させながら進めるよう実施した。レポートはグルー

プにつき１つを提出するようにし、添๐もグループ単位

でおこなった。実習の終わりには、実験した内容につい

ての発表会を行わせた。 

 

6)動物を用いた実験、グループワーク、レポートの

活用、プレࢮン形式 

 

平成 27

年 1月 

～平成

28 年 3

月 

 

⏥༡女子大学 看護リハビリテーション学部 

理学療法学科「人体の生理機能演習Ⅱ」（補助） 

 

ウシガエルを用いた動物実験で、機ჾの使用法や結果の

解釈の仕方などを学生に指導した。実験は 1グループ５

～㸴名でおこない、事前学習によって実験の結果予測し

たものを発表させ、入念に実験方法を学習させてから解

๗を行わせた。 

 ミ活動ࢮ(7

 

平成 27

年 1月 

～平成

28 年 3

月 

 

⏥༡女子大学 看護リハビリテーション学部 

理学療法学科「基礎ࢮミⅠ・Ⅱ」 

 

1 年次学生を対象としたࢮミで、ຮ強の仕方やプレࢮン

テーションのまとめ方など、学生の基礎スキル向上を目

的とした指導をおこなった。 
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平成 27

年 1月 

～平成

28 年 3

月 

 

⏥༡女子大学 看護リハビリテーション学部 

理学療法学科「卒業研究」 

 

配ᒓされた学生（3年・4年次生）に対して、研究計画

の立て方や、データを解釈し論文にまとめるまでの過程

を指導。ࢮミ内での論文ᢒ読や予備実験、実験スケジュ

ールの作成など行わせた。指導した卒論テーマは「運動

ㄏ発性㙠痛と身体感覚不一⮴感の関連についての研

究」、「4⫥位のマンスリービクス実施による月経㝶伴

症状軽減効果の違いについての研究」であった。 

２ 作成した教科書，教材   

なし   

   

３ 教育上の能力に関する大学等の評価   

なし   

   

４ 実務の経験を有する者についての特記事項   

「ຮ強会・研修会」   

1) Human brain mechanisms of muscle pain: 

Combining fMRI study and Psychophysics 

（筋痛に対するヒトの⬻内機構：㹤MRI 研究と心理物

理学を組み合わせた研究） 

 

平成 23

年 2月 

 

大阪大学グローバル COE プログラム「認知⬻理解に基づ

く機Ე工学創成」第 29 回創成ሿ 

 

2)「痛みの研究とリハビリテーション: ヒトの痛み

をどう捉え、検証するか」 

 

平成 24

年 11 月 

 

兵庫県理学療法士協会 中☻・西☻ブロック合同研

修会 

 

3) 「高齢者の慢性⑊痛管理」 

 

平成 29

年 12 月 

 

奈良学園大学公開講ᗙ 登美ࣨୣカレッジ 「最新の痛み

のリハビリテーション ～痛みの病態に応じたケアを

考える～」 

4)「臨床実習指導と臨床研究指導」 

 

平成 21

年 4月 

～平成

25 年 1

月 

 

石川病院の理学療法士として、理学療法士㣴成校からの

実習生を受け入れ、臨床実習教育に従事した。主に神戸

大学、吉備国際大学、大阪リハビリテーション学院の実

習生を指導した.また、研究面では院内理学療法士の研

究・症例発表において指導をおこない、若手スタッフの

研究発表の奨ບにດめた。 

 

５ その他   

大阪大学 グローバル COE プログラム 「認知⬻理解

に基づく機Ე工学創成」 リサーチ・アシスタント 

平成 22

年 4月 

～平成

26 年 3

月 

大阪大学の実施する GCOE プログラムで、医学・工学・

人間科学の学生・研究者が集まり、学際的な⼥合研究の

創成を目指すプログラムで RA となり、セミナーやシン

ポジウムで討論や発表をおこなった。 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概         要 

１ 資格，免許   

理学療法士免許取得 

 

平成 16

年 4月 

 

登録␒号:第 48466 
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修士号（医科学） 

 

平成 21

年 3月 

神戸大学大学院医学⣔研究科保健学専攻博士前期課程 

第 439 号 

２ 特許等   

なし   

   

３ 実務の経験を有する者についての特記事項   

石川病院 理学療法士 

 

平成 16

年 3月 

～平成

25 年 1

月 

回復期リハビリテーション病棟、一般病棟、療㣴病棟、

外来部門の患者に対して理学療法を実施。術後含めた㦵

関⠇疾患、および⬻⾑疾患や神経難病含めた症例を一日

につき 6～10 名ど担当。また、院内委員会や部門内係

の業務も実施。 

４ その他   

なし   

   

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（著書）     

1) 痛みのケア 

 

共著 

 

平成 29 年 3

月 

 

ピラールプレス 

 

 本書は看護職が患者への最善の痛み

ケアを提供できるよう，第Ⅰ部で「痛み

と人間」をテーマに「痛みと性」，「痛み

の意味」，「痛みと倫理」「痛みと医療」

について述べ，人間と痛みの関係を理解

する。そして第Ⅱ部 5章～㸶章で「痛み

理論」を紹介し，痛みに関する理論をも

とに痛みについての理解を῝める・第Ⅲ

部では「痛みと看護」をテーマに「高齢

者の慢性的な痛みの治療と看護」，「検査

に伴う痛みの看護」，「治療に伴う痛みの

看護」「ターミナルケアと緩和医療」と

いった臨床の場面を想定した痛みのケ

アを学ぶ。そして，第Ⅳ部では「痛みケ

アにおける看護実践例」として，術後⑊

痛，⒴性⑊痛，急性・慢性⑊痛，出⏘に

関連した痛みの看護，小児に関連した痛

みの看護といった主な疾患や状況にお

ける痛みケアの展開事例を紹介する。 

B5 版・全 180 ㈉ 

編者：守本とも子 

共著者：守本とも子，池辺寧，辻下守弘， 

前田吉樹，篠原百合子，Ჴ橋千弥子，田

中登美，梶村郁子，立川茂樹，新谷奈苗，

小池恵理子，澤田京子，横山美菜，室津

史子，高ᇉ麻⾰ 

本人担当部分： 

リハ－605



著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

    

 「第 7章 痛みの心理と情動」 P48－

P57 を単著 

 痛みに῝く関わる「心理」として不

安・ᢚうつ，「情動」として社会的痛み，

痛みのᜍᛧについて解説。非侵く的⬻機

能計測の発達により，目に見えない心を

情動として観察し，その働きを推察する

ことが少しずつ可能になってきている。

情動から心理への因果関係や，それらの

ベースとなる共通の神経機構を理解す

ることは，痛みの心理的・情動的側面を

分析するうえでの一助となる。 

2) 高齢者のための⑊痛ケ

ア 

 

共著 

 

平成 30 年 3

月 

 

三恵社 

 

科学研究㈝助成事業「高齢者入居施設に

おける⑊痛管理教育プログラムの開発」

の一環として、高齢者入居施設に勤務す

る看護職対象の⑊痛管理教育テキスト

を作成した。「高齢者入居施設に勤務す

る看護職が受講したいと考えている教

育内容」のアンケートに基づき、内容を

構成した。 

 

B5 版・全 33 ㈉ 

編者：田中和奈 

共著者：田中和奈，百瀬由美子，⁁尾ᮁ，

前田吉樹，高橋晶 

 

本人担当部分： 

「第１章 高齢者の痛みとその特徴」 

P2-P10 を共著 

 痛みの定義や種類の説明、さらには高

齢者の抱える⑊痛の問題点について概

説した。 

共著者：田中和奈，百瀬由美子，高橋晶，

前田吉樹 

「第３章 理学療法的観点からの⑊痛

管理」 P25-27 を単著 

 理学療法士の立場から、高齢者の痛み

のマネジメントに重要な点と、効果的な

運動療法の実施方法を中心に解説した。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（学術論文）     

1) 立位リーチ動作反復に

よる学習のỗ化につい

て：三次元動作解析ჾを用

いた検討 

（修士論文） 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 21 年 1

月 

 

神戸大学大学院医学

⣔研究科保健学専攻

博士前期課程 

 

臨床上頻繁に用いられるファンクショ

ナルリーチテストにおいて、リーチ動作

練習の反復によって動作のỗ化がおこ

るかどうかを三次元動作解析置を用

いて検証した。中ᯡにおけるリーチ動作

の運動プログラムは、手の前後方向の㏿

度がピークに達したときに終了すると

されているが、リーチ動作練習は手のピ

ーク㏿度がより早期に出現するように

ファンクショナルリーチ動作に対して

ỗ化した。 

（A4 12 ページ） 

 

共著者：۔前田吉樹, 安藤啓司 

担当部分: 研究計画、データの計測・解

析、論文の執筆 

 

2) 低侵く⭜᳝後方᳝体間

ᅛ定術後1年の能力障害を

予測する術前および術後

早期の心理的要因の検討 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 29 年 9

月 

 

日本運動ჾ⑊痛学会

誌 

No.9(2), 2017 

pp308-313 

 

⭜᳝後方᳝体間ᅛ定術は⬨ᰕ管⊃✽症

や⭜᳝すべり症に対して有効である一

方、改善のஈしい症例も報告されてい

る。そこで術前・術後の◚ᒁ的思考・運

動ᜍᛧとが術後の能力障害にえる影

響を検証した。結果、術前ではなく術後

早期の運動ᜍᛧが術後の長期的な能力

障害に影響を及ࡰすことが明らかとな

った。 

 

共著者：۔田村典子，西上智彦，前田吉

樹，加賀ጾ浩，和田治，田所浩 

担当部分：論文の執筆、データの解析 

3) ᒁ所⓶下麻㓉と圧่⃭

による筋の痛みの心理物

理学 

（査読付） 

 

共著 

 

平成 30 年 2

月 

 

医療福祉情報行動科

学研究 

vol.5, 2018 pp19-25 

 

麻㓉薬の⓶下注により⓶の痛みを除

去し、筋のみに持続的な機Ე的痛み่⃭

をえる方法を用いて、被験者の主観的

な痛みの強さと่⃭圧と関係性を回帰

モデルにあてはめた。健常成人 13 名を

対象とし全員に「麻㓉なし」と「麻㓉あ

り」᮲௳で、デジタル圧痛計による圧่

⃭をえ、痛みの強さを NRS で報告させ

た。結果、麻㓉の有無にかかわらず線形
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

    

モデルよりも非線形モデルの方が決定

係数が高くなった。先行研究では⇕่⃭

による⓶の痛みの回帰モデルがべき

関数で表されることが報告されている

が、圧่⃭による筋の痛みも同様に回帰

できることを示している。 

 

共著者：۔前田吉樹, 大城宜哲，小山哲

男，植松弘進，ᰘ田政彦 

担当部分：研究計画、データの計測・解

析、論文執筆 

 

4) Verbal instruction can 

induce extinction of fear 

of movement-related pain 

（教示は運動への痛み関

連ᜍᛧのᾘ去を促す） 

（査読付） 

（博士論文） 

 

共著 

 

平成 30 年 4

月 

 

The Journal of Pain, 

Epub ahead of print 

 

「動かしたら痛い」という患者のᜍᛧ

（運動ᜍᛧ）が形成される過程と、その

治療に⧅がる心理過程を実験的に検証

した基礎研究。運動時に痛み่⃭が提示

される過程を⧞り返すことによって運

動ᜍᛧを形成し（ᜍᛧ᮲௳付け）、その

後の᮲௳付けのᾘ去の手続き（痛み่⃭

が伴わない運動の反復）によって運動ᜍ

ᛧがᾘ失するかを検証した。さらに患者

を安心させる声かけのように「動かして

も痛み่⃭がこない」という教示が᮲௳

付けのᾘ去に影響するかを併せて検証

した。結果、教示をえてᾘ去の手続き

をおこなった群はᜍᛧを反ᫎした⓶

㟁気活動が即ᗙにᾘ失し、教示をえな

かった群は⓶㟁気活動の有意な減少

がみられなかった。運動と痛みのᜍᛧが

結びつくという現象の証明から、そのᾘ

去、さらには教示がえる影響までと、

自身の研究テーマである「運動と痛みの

ᜍᛧ᮲௳付け」の集大成として発表し

た。 

 

（共同発表者：Yoshiki Maeda, 

Shigeyuki Kan, Yuji Fujino, Masahiko 

Shibata） 

 

担当部分: 研究計画、データ測定・解析、

論文の執筆 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

（その他）     

「総説」     

1) 痛みのᜍᛧ᮲௳付け 

（筆㢌著者） 

 

共著 

 

平成 26 年 11

月 

 

Monthly Book 

Medical 

Rehabilitation 

No. 177 （11 月号） 

pp25ࠥ30 

 

痛みの慢性化には、「動かすと痛い」と

いう一種のᜍᛧ᮲௳付けが重要な基礎

として機能する。この考え方を支持する

臨床研究、基礎研究を紹介しながら、ᜍ

ᛧを中心とした痛みの認知面の変化に

基づき、痛みの慢性化の病態とその治療

の考え方を概説している。 

 

共著者：前田吉樹, ᰘ田政彦 

担当部分：全体の構成、本文執筆 

 

2) 慢性痛の問題点と今後

の取り組み 

 

共著 

 

平成 26 年 12

月 

 

理学療法学 

No. 41(8) 

pp699～705 

 

学、認知行動療法、᮲௳付け、運動療

法、⬻機能画ീ研究、バイオフィードバ

ックというᖜ広いテーマから、リハビリ

テーションにおける慢性痛の位置づけ

を詳細に解説した。 

 

共著者：ᰘ田政彦, 山田恵子, 前田吉

樹, 安達友紀, 西上智彦, ᐮ重之 

担当部分：全体の構成、本文執筆 

 

「学会発表」     

国際学会     

1) Fear Conditioning and 

Extinction Associating 

Voluntary Movement with 

Painful Stimulus:  

Experimental 

Verification of Fear 

Avoidance Model Using 

Skin Potential Response 

（運動と痛みのᜍᛧ᮲௳

づけ：ᜍᛧ回避モデルの実

験的検証） 

 

― 

 

平成 26 年 10

月 

 

15th 

World Congress of 

International 

Assicuation  

for the Study of 

Pain,  

Buenos Aires. 

2014.10.6-11 

 

運動と痛みのᜍᛧが結びつくという現

象の証明から、そのᾘ去、さらには教示

がえる影響までを検証した。 

 

共同発表者：۔Yoshiki Maeda, 

Shigeyuki Kan, Yoshitetsu Oshiro, 

Satoru Miyauchi, Aya Nakae, Ben 

Seymour, Hideki Kashioka, Masahiko 

Shibata 

担当部分: 研究計画、研究総括 

ポスター発表 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

2) Psychologigal 

characteristics related 

to the acTuisition and 

extention of 

pain-related fear 

(痛みに関連するᜍᛧの獲

得とᾘ去に影響する心理

的特性の検証) 

 

― 

 

平成 28 年 9

月 

 

16t 㹦  World 

Congress of 

International 

Assicuation  

for the Study of 

Pain, Yokohama, 

2016.9.26-30 

 

運動へのᜍᛧ᮲௳づけの獲得、ᾘ去にお

ける個人ᕪに着目し、各個人の心理特性

との関連性を探索的に検討した。ᾘ去期

におけるSPR振ᖜ値と各心理指ᶆとの相

関がみられた。本研究の結果は、⑊痛の

慢性化に性格傾向等の心理要因が関

する可能性を示၀している。 

 

共同発表者：۔Takatoshi Masaki, 

Yoshiki Maeda, Shigeyuki Kan, 

Masahiko Shibata 

担当部分: 研究計画、データ測定 

ポスター発表 

国内学会 

1) 㐨㡰イメージングにお

ける⬻㈿活部位 fMRI によ

る検討 

 

― 

 

平成 22 年 3

月  

 

第 11回 兵庫県リハビ

リテーションケア研

究大会 

（兵庫県） 

 

ྑ㢌頂葉の障害は地誌見当識障害の責

任病ᕢとされているが、実際に㐨㡰をイ

メージしたときに活動するのかは明ら

かでない。本研究では、健常成人によく

知っている場所から別の場所への㐨㡰

をイメージさせ、その際の⬻活動を fMRI

を用いて調べた。結果、㐨㡰イメージ中

はྑの㢌頂下小葉や㢌頂-後㢌連合野の

活動を示し、㐨㡰の想起にྑ㢌頂葉が関

するという௬説を支持した。 

共同発表者：۔間ᔱள由美,三ゅ幸子, 

馬瀬㯇子, 徳沢勝也,前田吉樹, 柳田真

希,大城宜哲 

担当部分: データ収集, データ解析 

（口述発表） 

2) 動的な痛みと静的な痛

みの⬻機能画ീ:二次体性

感覚野の機能分布につい

て 

 

― 

 

平成 22 年 7

月  

 

日本ペインクリニッ

ク学会 

第 44 回大会  

（京都府） 

 

動く痛みと動かない痛みの⬻内処理機

構を fMRI を用いて実験的に検証した。

トゲのついたローラーで足を่⃭した

ときと、トゲのついたプレートで่⃭し

たときの⬻活動を比較すると、同じ痛み

の強度でも前者の方が広範な活動を示

した。特に、二次体性感覚野はローラー

่⃭のみ下内側部の活動を認め、当部位

の機能分布を反ᫎしていると考えられ

た。 

共同発表者：۔前田吉樹, 岩倉健夫, 大

城宜哲, ᰘ田政彦 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

    

担当部分: データ解析, ᢒ録執筆 

（ポスター発表） 

3) ᕥྑ㏫㌿めがねと fMRI

で幻視を視る 

 

― 

 

平成 22 年 7

月  

 

日本ペインクリニッ

ク学会 

第 44 回大会 

（京都府） 

 

ᕥྑの世界が㏫㌿して見える「㏫㌿めが

ね」を幻視痛患者にかけ、幻視を動かさ

せたときの⬻活動を検証した。幻視を動

かしたときに対応する運動野に信号変

化がみられ、同側の㢌頂野にも強い信号

がみられた。後に後根進入部㐽断術によ

って幻視痛が改善したあとは、㢌頂野の

信号変化はᾘ失していた。㢌頂葉が幻視

痛の機序に何らかの役割をもつ可能性

が示၀された。 

共同発表者：۔大城宜哲,宮内哲, 前田

吉樹, ᰘ田政彦 

担当部分:資料収集 

（ポスター発表） 

4) ᒁ所⓶下麻㓉と持続的

な圧่⃭によってㄏ発さ

れる筋の痛みの心理物理

学 

 

― 

 

平成 23 年 7

月 

 

第 33 回日本⑊痛学会 

（愛県） 

 

機Ე的な圧่⃭で生じる筋の痛みは、⓶

の痛みとの区別が困難である。そこで

麻㓉薬の⓶下注入によって筋だけに圧

่⃭をえる方法を用いて、える圧と

筋の痛みの強さの関係を心理物理学的

手法でモデル化した。結果、⓶の麻㓉

の有無に関わらず、圧と痛みの強さの関

係は線形回帰できることがわかった。 

共同発表者：۔前田吉樹, 植松弘進, 大

城宜哲, ᰘ田政彦 

担当部分: 研究計画、データ測定・解析、

ᢒ録執筆 

（口述発表） 

5) 慢性期失語症患者の訓

練経過 当院外来失語症患

者を対象に 

 

― 

 

平成 24 月 3

月 

 

第 13 回兵庫県リハビ

リ 

テーションケア研究

大会 

（兵庫県） 

 

発症から半年以上経過した⬻卒中後の

失語症患者を対象に、外来言語療法の訓

練効果について検討した。SLTA の「聞く」

項目と「話す」項目に分けて解析した平

ᆒ 1年程度の通院の結果、いずれの項目

も有意に増加し、慢性期における言語訓

練の必要性を支持する結果となった。 

共同発表者：۔⁁口仁, 金山ひとみ,前

田吉樹 

担当部分: データ解析, ᢒ録執筆 

（口述発表） 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

6) 当院回復期病棟におけ

る摂食ᄟ下障害患者の動

向  

 

― 

 

平成 24 年 8

月  

 

第 17・18 回日本摂食・

ᄟ下 

リハビリテーション

学会学術大会 

（北海㐨） 

 

摂食ᄟ下機能が自宅復帰率にえる影

響を検証した。FIM と食形態を独立変数

とした名義ロジスティック回帰の結果、

食形態は有意な変数として採択されな

かった。これは摂食ᄟ下機能が低いまま

自宅退院している患者が少なからず存

在することを示၀しており、今後は外来

や訪問におけるフォローアップを✚ᴟ

的におこなう必要がある。 

共同発表者：۔前田佳恵, 徳沢勝也, 前

田吉樹担当部分: データ解析, ᢒ録執

筆 

（ポスター発表） 

7) Conditioning of fear 

to voluntary movement 

paired with painful heat 

stimulus: Experimental 

verification of fear 

avoidance model using 

skin potential response 

運動と痛みのᜍᛧ᮲௳づ

け：ᜍᛧ回避モデルの実験

的検証 

 

― 

 

平成 24 年 11

月 

 

第 42 回日本臨床神経

生理学会学術大会 

（東京都） 

 

運動と痛みのᜍᛧが結びつく「᮲௳付

け」を心理実験の手続きを用いて再現し

た。手関⠇の運動をおこなうと痛み่⃭

が提示されるシステムを構築し、運動に

結びつけられたᜍᛧを⓶㟁気活動に

よって評価した。結果、痛み่⃭を伴わ

ない運動でも、痛み่⃭がある場合と同

程度の⓶㟁気活動を認め、運動に痛み

のᜍᛧが᮲௳付けられることを示した。 

共同発表者：۔前田吉樹, ᐮ重之, 大城

宜哲, 宮内哲, ᰘ田政彦 

担当部分: 研究計画、データ測定・解析、

ᢒ録執筆 

（ポスター発表） 

8) ⓶㟁位反応を用いた

運動と痛みのᜍᛧ᮲௳付

けとそのᾘ去の検証 

 

― 

 

平成 25 年 12

月 

 

第 6回日本運動ჾ⑊痛

学会 

（兵庫県） 

 

ᜍᛧ᮲௳付けによって結びついた運動

と痛みのᜍᛧを、᮲௳付けのᾘ去によっ

て軽減できるかを実験的に検証した。ᾘ

去の手続きによって運動に痛み่⃭が

伴わないことを学習すると、ᜍᛧを反ᫎ

して出現する⓶㟁気活動が減少する

ことを示した。しかし全体としては最後

まで⓶㟁気活動が出現し続ける傾向

にあり、運動に結びついた痛みのᜍᛧが

容᫆には取り去ることができないこと

を示၀した。 

共同発表者：۔前田吉樹, ᐮ重之, 大城

宜哲, 宮内哲, ᅭ尾知之, 㰻藤洋一, 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

    

ᰘ田政彦 

担当部分: 研究計画、データ測定・解析、

ᢒ録執筆 

（口述発表） 

9) 教示は運動に伴う痛み

のᜍᛧ᮲௳付けのᾘ去に

強く影響する 

 

― 

 

平成 26 年 6

月 

 

第 36 回日本⑊痛学会 

（大阪府） 

 

患者を安心させる教示の有効性が᮲௳

付けのᾘ去に基づくものかを検証する

ために、「運動に結びついた痛みのᜍᛧ」

のᾘ去に「動かしても่⃭がこない」と

いう教示が影響するかを実験的に検証

した。結果、教示と経験によるᾘ去をお

こなった群はᜍᛧを反ᫎした⓶㟁気

活動が即ᗙにᾘ失し、経験だけでᾘ去を

おこなった群は最後まで⓶㟁気活動

の有意な減少がみられなかった。 

共同発表者：۔前田吉樹, ᐮ重之, 大城

宜哲, 宮内哲, 中江文, Ben Seymour, 

᯽岡秀紀, ᰘ田政彦 

担当部分: 研究計画、データ測定・解析、

ᢒ録執筆 

（口述発表） 

10) 運動へのᜍᛧ᮲௳付

けに関連する心理尺度 

 

― 

 

平成 27 年 11

月 

 

第 8 回 日本運動ჾ⑊

痛学会 

（愛知県） 

 

運動へのᜍᛧ᮲௳づけの獲得、ᾘ去にお

ける個人ᕪに着目し、各個人の心理特性

との関連性を探索的に検討した。ᾘ去期

におけるSPR振ᖜ値と各心理指ᶆとの相

関がみられた。本研究の結果は、⑊痛の

慢性化に性格傾向等の心理要因が関

する可能性を示၀している。 

共同発表者：۔ᰟ木隆寿,前田吉樹, ᐮ

重之, ᰘ田政彦 

担当部分: 研究計画、データ測定 

（口述発表） 

11) ⫪⏥下筋テスト時 

の⫪関⠇周囲筋の 

筋活動の検討 

 

― 

 

平成 28 年 11

月 

 

第 56回 近␥理学療法

学術大会 

（和ḷ山県） 

 

⫪⏥下筋のテストである Lift off test

として Belly press test と Belly off 

sign がᣲげられる。これら二つのテスト

の⫪関⠇周囲筋の筋活動の違いを筋㟁

図を用いて明らかにすることを目的と

した。結果、BP は BO に比べ大⬚筋、大

筋の働きがᢚえられ⫪⏥下筋、三ゅ筋

の働きが大きくなることがわかった。 
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著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概        要 

    

共同発表者：۔吉村拓実、春名史、立

花 Ꮥ、土山耕༡、西川 仁史、前田吉樹 

担当部分：研究計画、準備 

（口述発表） 

 

依頼原稿     

1) 「プラセボ効果とはど

のようなものですか㸽」 

 

― 

 

平成 26 年 10

月 

 

Locomotive Pain 

Frontier 

vol. 3 （2） 

pp42ࠥ43 

 

プラセボ効果は、医学研究、とりわけ試

薬の研究において本来の治療効果とは

異なる「取り去るべき」ものとして捉え

られてきた。しかしながら、近年痛みの

臨床においてはプラセボ効果も治療の

一つとして取り入れようという流れが

ある。それらプラセボ効果に関する認識

の変遷を、具体的な研究報告とともに解

説した。 

（2頁） 

（分担執筆者：前田吉樹,ᰘ田政彦） 

研究助成金     

1) 日本ᦆ害保険協会 交

通事ᨾ医療特定課題研究

助成 

 

 

平成 23 年 

～平成 25 年 

 

日本ᦆ害保険協会 

 

研究題名：ճ新しい運動療法の開発： ⬻

機能画ീを応用し、外傷後の「痛みの慢

性化」に対して有効な運動療法を開発す

る  

【平成 23 年度～25 年度】 

研究助成金：5,000 千 

共同研究者：ᰘ田政彦，ᐮ重行，前田吉

樹，大城宜哲，中江文 

 

2) 奈良学園大学保健医療

学部共同研究㈝ 

 

 
平成 29 年度 

 

奈良学園大学 

 

研究題名：痛みと運動知覚のᜍᛧ᮲௳付

け研究 

【平成 29 年度採択課題】 

研究助成金：500 千 

共同研究者：前田吉樹，辻下守弘，守本

とも子 
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教  育  研  究  業  績  書 

 令和 2年 3 月 31 日 

氏名 岩崎 智子 

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

⬻⾑管疾患 高次⬻機能障害 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

２ 作成した教科書，教材 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

４ 実務の経験を有する者についての特記事項 

・院内学会「認知症患者に対する作業療法～関わ

り方を通して～」
平成 25 年 5月 

医療法人社団みどりの会酒井病院において, 院内学

会で他職種向けに,認知症の概要と評価,基本的な関

わり方と作業療法について発表した. 

［担当部分㹛 

発表の企画,構成,プレࢮンテーションの作成 

・臨床実習指導
平成 26 年 9月

～11 月 

臨床実習(長期実習)において,8 週間,作業療法士学

生のケースバイࢨーとして指導を行った. 

・院内ຮ強会「作業は人を元気にする」 平成 27 年 2月 

院内ຮ強会にて, “作業は人を元気にする”をテー

マに,院内で行っている作業療法を通して, 治療効

果が表れ,元気になった症例を介するとともに,人に

とって大切で意味のある作業,元気になれる作業と

は何かを考え.院内の他職種に向けて,作業療法を啓

発した.

[担当部分]発表の企画,構成,プレࢮンテーションの

作成, ムービーの作成

・障害支援（福祉機ჾ領域）論

平成 27 年 8月 

平成 28 年 8月 

平成 29 年 8月 

平成 30 年 8月 

平成 27 年より,ጲ路⋊協大学教員免許状更新講習に

おいて,現職の教員向けに障害支援についての講議

を行った. 福祉用具概論,㌴᳔子と移動・・移乗用具,

住宅改修,自助具等について解説した. 

[担当部分] 

㌴᳔子と移動・移乗用具,㌴᳔子の基礎知識・シーテ

ィングについての講義 

［共同発表者㹛山形力生 

・院内リハビリテーション課ຮ強会「生活行為向

上マネジメント（MTDLP）」
平成28年10月 

医療法人社団භ心会ᜏ生病院にて、理学療法・作業

療法ຮ強会で、生活行為向上マネジメント（MTDLP）

について発表した.概要の説明,演習シートを使用し

たグループワーク,事例発表を通して MTDLP の考え

方を啓発した. 

[担当部分] 

発表の企画,構成,プレࢮンテーションの作成 

・臨床実習指導
平成 30 年 1月

～2月 

臨床実習(評価実習)において,5 週間,作業療法士学

生のスーパーバイࢨーとして指導を行った. 

・臨床実習指導
平成 30 年 9月

～10 月 

臨床実習(長期実習)において,8 週間,作業療法士学

生のケースバイࢨーとして指導を行った. 

５ その他 
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職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概         要 

１ 資格，免許   

1.教育 学士 平成 13 年 3月 高知大学 8678 号 

2.高等学校教ㅍ一種免許状（美術） 平成 13 年 3月 平 12 高 1第 475 号 

3.高等学校教ㅍ一種免許状（工ⱁ） 平成 13 年 3月 平 12 高 1第 476 号 

4.高等学校教ㅍ一種免許状（工ⱁ） 平成 13 年 3月 平 12 中 1第 285 号 

5.医療保健学 学士 平成 23 年 3月 ጲ路⋊協大学 医第 10064 号 

6.作業療法士免許状 平成 23 年 4月 64784 

6.作業療法士臨床実習指導者研修 修了 平成 28 年 3月 認定␒号 169 号 

7.生活行為向上マネジメント研修 修了 平成 31 年 9月 NO.4948 

２ 特許等   

   

３ 実務の経験を有する者についての特記事項   

1.医療法人内海慈仁会 ጲ路北病院 作業療法士 

平成 23 年 4月

～平成 24 年 3

月 

精神科病院（急性期・一般・療㣴・認知症）の療㣴

病棟を担当。統合失調症などの精神障害、㌄うつ病

などの気分障害、認知症などの患者様を対象に、手

工ⱁ、コーラス、料理などの集団作業療法を通して

精神面の安定と回復を支援した。 

2.医療法人社団みどりの会 酒井病院 作業療法

士 

平成 24 年 4月

～平成27年 10

月 

一般病院（急性期・回復期・療㣴・外来のケアミッ

クス型）の病院に勤務。身体障害領域（⬻⾑管疾患、

整形疾は回復期の専従として、在宅復帰や社会復帰

に向けて患者様の支援を行うともに、セラピスト・

他職種間の連携の中心を担う役割をした。また回復

期リハビリテーション病棟としての質の向上を図る

ため、地域のシームレス会議に参加し、取り組みの

発表や他院との意見交等を行った。 

3.医療法人社団 භ心会 ᜏ生病院 作業療法

士 

平成 28 年 4月

～平成 31 年 3

月 

⬻神経外科、整形外科疾患を中心とした急性期・回

復期病院にて、回復期リハビリテーション病棟に勤

務。在宅復帰に向けて上⫥機能や高次⬻機能、ADL、

IADL 等にアプローチするとともに、社会復帰に向け

て職業練習を実施するなど、患者様のデマンドに応

じた作業療法を実施した。 

4.医療法人 博愛会 松倉病院 作業療法士 
令和元年9月～

現在に⮳る 

整形外科疾患を中心とした回復期リハビリテーショ

ン病棟に勤務し、ADL や IADL を中心にした作業療法

を実施。若年セラピストの指導も実施している。 

   

４ その他   

   

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月  

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称
概        要 

（著書）     

1     

:     

（学術論文）     
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1⬻᱾ሰによりapathyを呈

した一例への介入 

～ADL 自立と楽しみ活動の

再獲得を目指して～ 

共著 平成 29 年 3月 

兵庫県作業療法士

会機関誌・第 6 巻 

p16～p21 

⬻⾑管性 apathy は最近注目されてきた

病態であり,リハビリテーションにおけ

る阻害因子となることがᣲげられてい

るものの,治療に関する報告は少ない.

今回apathyを発症し,難渋した一例に対

し,“意ḧにはῐ⌫の活性が重要であ

る”とする池谷の理論を参考に作業療法

を行った.介入を通して,意ḧの向上が

見られ,ADL の自立度も向上した.ひいて

は,退院後継続して実施可能な楽しみ活

動の再獲得に⧅げることができた.  

尚, 本報告は第 49 回日本作業療法学会

における演題発表をもとに加筆し,再構

成したものである. 

［共著者㹛 

岩㷂智子（筆㢌）,山形力生 

     

（その他）学会発表     

1.「ྑ手で上手にご飯を食

べたい」 

～Demandsに添えるOTとは

～ 

共著 平成 25 年 9月 

第 33 近␥作業療法

学会（兵庫） 

ポスター発表 

⬻᱾ሰによりྑ片麻⑷を呈した症例を

担当した.上下⫥の麻⑷は㢧著な回復を

見せている反面,手指の麻⑷と感覚障害

はṧ存し,利き手であるྑ手の実用手と

しての使用は難しい状態であった.高齢

者向け住宅にて集団で食事をする症例

にとって,「ྑ手で上手にご飯を食べる」

ことは,自身のプライドと尊ཝに関わる

重要な問題であると考え,Demands にἢ

えるよう作業療法を行った.介入を通し

麻⑷側使用による⠂操作が可能となり,

症例にとって納得ができる結果が得ら

れた. Demands に添う OT とは,患者自身

にとって,その demands がどういう意味

を持つか考え,患者自身から内発的動機

が生まれるよう支援することが重要で

あることをあらためて感じた. 

［共同発表者㹛 

岩㷂智子（筆㢌）,山形力生 

2.⬻᱾ሰにより apathy を

呈した一例への介入 

～ADL 自立と楽しみ活動の

再獲得を目指して～ 

共著 平成 27 年 6月 

第 49 日本作業療法

学会（兵庫） 

ポスター発表 

アテローム⾑ᰦ性⬻᱾ሰにより apathy

を呈した症例を担当した.病棟生活では

無気力で⮩床し,全 ADL に介助を要する

状態であった.今後の退院先が施設とな

る症例にとって,自立して行えるADLを1

つでも増やし,他者に依存した生活では

なく,意ḧと自信・楽しいと思える生活

を取り戻すことが重要であると考え,作

業療法を行った.介入方法として, “意

ḧにはῐ⌫の活性が重要である”とす

る池谷の理論を参考に意ḧ向上訓練を

取り入れ実施した.介入を通して,意

ḧ・発動性の向上が見られ,ADL 能力の向

上,楽しみ活動の再獲得が成された. 

［共同発表者㹛 

岩㷂智子（筆㢌）,山形力生 
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3.臨床に従事する作業療

法士のコミュニケーショ

ン・スキルについて 

共著 平成 28 年 9月 

第 50 日本作業療法

学会（北海㐨） 

ポスター発表 

作業療法学生(OTS)にとって対人関係能

力を含む社会的スキルを獲得すること

は重要といえる. OTS の目ᶆと考えられ

る臨床家の作業療法士を対象にコミュ

ニケーション㺃スキル尺度（ENDCOREs）

を用いて検討を行った.また,臨床現場

での他職種との関係を測定するために,

鈴木らの臨床活動での質を測定する尺

度（以下 QOE）を改変し用いた.臨床経験

群間の比較では,臨床経験とともにコミ

ュニケーション㺃スキル(以下 CS)が成長

し充実していく傾向にあることが示၀

された.QOEBF3（他の職員と関係を維持

する行動）は ENDCOREs の得点と相関し

たことから,CS が現場における仕事上の

コミュニケーション活動全般の要素と

なっていることを示၀すると考えた.経

験年数に伴う CS の充実には,ENDBF2(表

現力)や ENDBF4(自己主張)の因子が影響

するものと考えられた.これら 2因子の

スキルの成長が CS や臨床活動の基┙に

なっている可能性が考えられた. 

［共同発表者㹛 

岩㷂智子,山形力生,櫻井秀雄 

4.作業療法士の職業経験

とその質について 
共著 平成 29 年 9月 

第 51 日本作業療法

学会（東京）ポスタ

ー発表 

臨床に従事する作業療法士は,様々な経

験を重ね,臨床実践に関わる能力を獲得

し,キャリアを成長させることが期待さ

れている.今回,現場に従事する作業療

法士を対象に職業経験の質の一側面を

調査するとともにどのような傾向があ

るのかについて分析した.方法として,

鈴木らの臨床活動での質を測定する尺

度（以下 QOE）を改変し用い,また自己効

力感（以下 SE）についても合わせて調べ

た.臨床経験毎の比較では,QOE 合計得点

は上᪼する傾向にあり,臨床経験ととも

にその職業経験の質は充実していく傾

向にあることが示၀された.さらに職業

経験の質の高さは自己効力感の高さに

も影響すると考えられた.一方経験年数

の浅いG1群において,自己効力感の高低

によって職業経験の質にᕪがあること

が確認された．特に QOEBF（実践力を獲

得し,多様な役割を果たす行動）にᕪが

みられたことから，役割を意識できるこ

とが重要と考えられ，新人 OTR に対する

卒後教育などでは留意すべき点と考え

た. 

［共同発表者㹛 

岩㷂智子,山形力生 
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5.作業を通して士気と自

信の回復を図り,畑仕事の

再開を目指した⬻᱾ሰの

一例 

単著 平成 31 年 9月 

第 53 日本作業療法

学会（福岡） 

ポスター発表 

本人の㊃味と仕事に関わる作業（水ᙬ

画・畑仕事）を取り入れ,士気と自信の

回復を図り,デマンドである畑仕事の再

開に⧅げた経過と考察を報告した。水ᙬ

画を通して,徐々に上手くᥥけるように

なったことや,他者から認められる機会

が増えたこと,フロー体験が✚み重ねら

たことで,不安やⴠち込みの軽減が図ら

れたと考えた.ひいては病棟 ADL への意

ḧの一助となったと考える.畑仕事で

は,病前のようには難しいとしても,ど

のようにすれば継続していくことが可

能か,MTDLP を実践することで現実的に

考え,他職種や家族とともに実現を目指

していくことができた.院内の畑での成

功体験を✚み重ね,家族の協力を得て実

際に自宅で行ったことで,課題や目ᶆが

明確となり,意ḧを向上させたと考え

る.また援助を得ながらでも,実際に現

地で実施できたことは,本人にとって自

信となり,士気を再獲得する最大の要因

となったと考える. 
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教  育  研  究  業  績  書 

令和 2 年  3 月 31 日 

氏名  

研 究 分 野 研究内容のキーワード 

健康科学 介護予防、健康増進 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 教育方法の実践例 

２ 作成した教科書，教材 

３ 教育上の能力に関する大学等の評価 

４ 実務の経験を有する者についての特記

５ その他 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 

事項 年月日 概 要 

１ 資格，免許 

理学療法士 2016 年 3 月 

２ 特許等 

３ 実務の経験を有する者についての特記

４ その他 

大阪市立鶴見区老人福祉センター主ദ事業

「いきいき百ṓ体操」への講話と評価 

2019 年 9 月～12

月 

地域在住の高齢者に健康体操の指導、体力測定、健康講

ᗙなどを行った。 

奈良市登美ࣨୣ公Ẹ㤋主ദ事業「ひだまり

体操」の講師 
2019 年 7 月 地域在住の高齢者に健康体操の指導を行った。 

NPO 法人ワンネスでの社会活動 
2017 年 3 月～

2020 年 12 月 

地域生活者の生活支援とコミュニティ作りに関する企

画運営を行った。 

NPO 法人ひとしごと㤋での社会活動 
2017年～2020年

12 月 

地域で働く人々に対する支援として健康体操の指導や

健康教室の開ദなどを企画運営した。 

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概 要 

（著書） 

1 

2 

3 

: 

（学術論文） 

1 高齢者の人生の目的が生き

がい、前向きな態度および QOL

に及ࡰす影響 
共著 2020 年 3 月 奈良学園大学紀要 

大阪府 A区に居住する 65ṓ以上の高齢者に対して、

人生の目的、生きがい、前向きな態度および健康関

連 QOL に関する質問紙調査を行った。人生の目的が

高い者は、健康的な行動を促進し、健康に対する肯

定的な意識が高いと示၀された。 

2 
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3 

: 

（その他） 

1 インタラクティブ・メトロノ

ーム(IM)がアルツハイマー型

認知症の認知機能に及ࡰす効

果について 

共著 2019 年 6 月 
日本バイオフィード

バック学会学術総会 

インタラクティブ・メトロノーム（IM）は、基準と

なるリズム音に対して身体運動のタイミングを合わ

せる⡆単なトレーニングであり、それを聴覚的・視

覚的にリアルタイムでフィードバックさせることが

特徴である。本研究では、アルツハイマー型認知症

の高齢者を対象として、IM トレーニングを実施し、

認知機能の向上が認められた。

2 自己効力感の向上により活

動量が拡大した一症例 
共著 2016 年 6 月 

大阪府理学療法士会

新人症例発表会 

ᕥ視床出⾑後の 60ṓ代男性で自己効力感が低く治

療に✚ᴟ的でない患者を対象として、行動療法を用

いることで自己効力感を高めることで、早期の退院

を実現させることができた。
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