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審査意見への対応を記載した書類（６月） 

（目次） 医学薬学総合研究科 生命医療学専攻（D） 

１．「設置の趣旨等を記載した書類」の「１．（12）医学薬学総合研究科の２専攻（３課程）
のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）」において、「⑦成績評価は、
主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価する」ことを掲げているが、
研究成果が成績評価の対象であるか判然としない。一方、シラバスを確認する限り、研究
指導科目においては「研究技能の修得状況」や「研究の遂行状況」を評価内容としている
ことから、研究成果も成績評価に含まれるように見受けられる。このため、本学が掲げる
カリキュラム・ポリシー⑦について、学生の学修成果の評価の在り方を定めたものとして、
社会や本研究科の授業を履修する学生等に対して誤解が生じることのないよう、成績評価
に研究成果も含まれることが分かるような表現に改めることが望ましい。（改善事項）

・・・・・２

２．本学の学則において、学校教育法施行規則第４条第１項第３号に規定する「授業日時数」
について記載が見受けられないことから、適切に改めること。（是正事項）・・・・・５ 

３．公表する情報として挙げられている項目に、学校教育法施行規則第 172 条の２第１項第
４号に規定されている「入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した
者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること」や同規則
第 172 条の２第１項第６号に規定されている「学修の成果に係る評価に関すること」につ
いての情報がないことから、適切に公表すること。（是正事項）・・・・・・・・・・７ 
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（改善事項）医学薬学総合研究科 生命医療学専攻（D） 
１．「設置の趣旨等を記載した書類」の「１．（12）医学薬学総合研究科の２専攻（３課
程）のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）」において、「⑦成績評
価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価する」ことを掲げ
ているが、研究成果が成績評価の対象であるか判然としない。一方、シラバスを確認す
る限り、研究指導科目においては「研究技能の修得状況」や「研究の遂行状況」を評価
内容としていることから、研究成果も成績評価に含まれるように見受けられる。このた
め、本学が掲げるカリキュラム・ポリシー⑦について、学生の学修成果の評価の在り方
を定めたものとして、社会や本研究科の授業を履修する学生等に対して誤解が生じるこ
とのないよう、成績評価に研究成果も含まれることが分かるような表現に改めることが
望ましい。 

（対応） 
シラバスに記載している「研究技能の修得状況」及び「研究の遂行状況」については、い

ずれも指導を受けて研究を行うことによる成果として認識し、それを評価の対象とすること
としている。ついては、カリキュラム・ポリシー⑦を下記新旧対照表のとおり、成績評価に
研究成果も含まれることが分かるよう表現を改める。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（9 ページ） 
新 旧 

（12）医学薬学総合研究科の２専攻（３課
程）のカリキュラム・ポリシー（教育課程
の編成・実施の方針） 
ア 生命医療学専攻（博士課程）
【カリキュラム・ポリシー】
（略）
⑦成績評価は、主体的・積極的な授業・研
究への取組、レポート及び研究成果により
評価する。
（略）

（12）医学薬学総合研究科の２専攻（３課
程）のカリキュラム・ポリシー（教育課程
の編成・実施の方針） 
ア 生命医療学専攻（博士課程）
【カリキュラム・ポリシー】
（略）
⑦成績評価は、主体的・積極的な授業・研
究への取組及びレポートにより評価する。 

（略） 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（15、17 ページ） 
新 旧 

（16）各学位プログラムの目的、養成する
人材像、ディプロマ・ポリシー及び修了後
の進路、カリキュラム・ポリシー並びにア
ドミッション・ポリシーについて 
ア-１ 生命医療学専攻（博士課程）先進医
学プログラム
（略）
＜P.15＞
カリキュラ
ム・ポリシー

（略） 
⑦成績評価は、主体的・
積極的な授業・研究への
取組、レポート及び研究
成果により評価する。
（略）

（略） 

ア-２ 生命医療学専攻（博士課程）先進薬
学プログラム
（略）
＜P.17＞
カリキュラ
ム・ポリシー

（略） 
⑦成績評価は、主体的・
積極的な授業・研究への
取組、レポート及び研究
成果により評価する。
（略）

（略） 

（16）各学位プログラムの目的、養成する
人材像、ディプロマ・ポリシー及び修了後
の進路、カリキュラム・ポリシー並びにア
ドミッション・ポリシーについて 
ア-１ 生命医療学専攻（博士課程）先進医
学プログラム
（略）
＜P.15＞
カリキュラ
ム・ポリシー

（略） 
⑦成績評価は、主体的・
積極的な授業・研究への
取組及びレポートによ
り評価する。
（略）

（略） 

ア-２ 生命医療学専攻（博士課程）先進薬
学プログラム
（略）
＜P.17＞
カリキュラ
ム・ポリシー

（略） 
⑦成績評価は、主体的・
積極的な授業・研究への
取組及びレポートによ
り評価する。
（略）

（略） 
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（新旧対照表）【資料１】養成する人材像と３つのポリシーの相関図 
【資料２】カリキュラムマップ 

新 旧 
【資料１】養成する人材像と３つのポリシ
ーの相関図及び【資料２】カリキュラム
マップの（新）を参照

【資料１】養成する人材像と３つのポリシ
ーの相関図及び【資料２】カリキュラム
マップの（旧）を参照
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（是正事項）医学薬学総合研究科 生命医療学専攻（D） 
２．本学の学則において、学校教育法施行規則第４条第１項第３号に規定する「授業日
時数」について記載が見受けられないことから、適切に改めること。 

（対応） 
学校教育法施行規則第４条第１項第３号に規定する「授業日時数」について、下記新旧対

照表のとおり本学大学院学則に追加する。 

（新旧対照表）学則（2 ページ） 
新 旧 

第３章 学年、学期、休業日及び授業日時数 
（略） 
（学期及び休業日等）  
第９条 学期については、和歌山県立医科
大学学則（平成 18 年和歌山県立医科大学
規則第 1 号。以 下「大学学則」という。）
第 10 条を準用する。  
２ 休業日については、大学学則第 11 条を
準用する。 
３ １年間の授業を行う期間は、35 週にわ
たることを原則とする。 
４ 各授業科目の授業は、15 週を単位とし
て行うものとする。 

第３章 学年、学期及び休業日  
（略） 
（学期及び休業日等）  
第９条 学期については、和歌山県立医科
大学学則（平成 18 年和歌山県立医科大学
規則第 1 号。以 下「大学学則」という。）
第 10 条を準用する。  
２ 休業日については、大学学則第 11 条を
準用する。 

（新旧対照表）学則（9 ページ） 
新 旧 

＜改正要旨＞ 
（略） 
２ 改正の要点 
（略） 
（３）授業日時数を規定する。
（４）（略） 
（５）（略） 
（６）（略） 
（７）（略） 

＜改正要旨＞ 
（略） 
２ 改正の要点 
（略） 
（追加） 
（３）（略） 
（４）（略） 
（５）（略） 
（６）（略） 
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（８）（略） 
（９）（略） 
（１０）（略） 
（１１）（略） 

（７）（略） 
（８）（略） 
（９）（略） 
（１０）（略） 

（新旧対照表）学則（11～12 ページ） 
新 旧 

＜新旧対照表（新）＞ 
第３章 学年、学期、休業日及び授業日時数
（略） 
（学期及び休業日等）  
第９条 学期については、和歌山県立医科
大学学則（平成 18 年和歌山県立医科大学
規則第 1 号。以 下「大学学則」という。）
第 10 条を準用する。  
２ 休業日については、大学学則第 11 条を
準用する。 
３ １年間の授業を行う期間は、35 週にわ
たることを原則とする。 
４ 各授業科目の授業は、15 週を単位とし
て行うものとする。 

＜新旧対照表（新）＞ 
第３章 学年、学期及び休業日  
（略） 
（学期及び休業日等）  
第９条 学期については、和歌山県立医科
大学学則（平成 18 年和歌山県立医科大学
規則第 1 号。以 下「大学学則」という。）
第 10 条を準用する。  
２ 休業日については、大学学則第 11 条を
準用する。 
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（是正事項）医学薬学総合研究科 生命医療学専攻（D） 
３．公表する情報として挙げられている項目に、学校教育法施行規則第 172 条の２第１
項第４号に規定されている「入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修
了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること」
や同規則第 172 条の２第１項第６号に規定されている「学修の成果に係る評価に関す
ること」についての情報がないことから、適切に公表すること。 

（対応） 
 学校教育法施行規則第 172 条の２第１項第４号及び同規則第 172 条の２第１項第６号に
規定されている各事項に係る情報を適切に公表する。 
ついては、「設置の趣旨等を記載した書類」を下記新旧対照表のとおり改める。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（63 ページ） 
新 旧 

（２）情報公表の内容
大学院の目的、ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、大学院の講義、
授業科目の内容・ シラバス、単位修得の評
価・認定、修了要件、学位申請、在籍中の
各種申請関係、学位論文に係る評価基準、
アドミッション・ ポリシーや募集要項な
ど入試関連などの大学院関係情報ととも
に、大学の教育研究上の目的・方針、 教育
研究上の基本組織、教員数、各教員の学位・
業績等、入学者数、収容定員、在学する学
生数、卒業・修了した者の数、進学者数、
就職者数、進学・就職等の状況、授業料・
入学料・その他費用、教育研究環境、心身
の健康等に係る支援、大学評価結果なども
積極的に公表する。

（２）情報公表の内容
大学院の目的、ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、大学院の講義、
授業科目の内容・ シラバス、修了要件、学
位申請、在籍中の各種申請関係、学位論文
に係る評価基準、アドミッション・ ポリシ
ーや募集要項など入試関連などの大学院
関係情報とともに、大学の教育研究上の目
的・方針、 教育研究上の基本組織、教員数、
各教員の学位・業績等、授業料・入学料・
その他費用、教育研究環境、心身の健康等
に係る支援、大学評価結果なども積極的に
公表する。
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（目次） 医学薬学総合研究科 生命医療科学専攻（M） 

１．「設置の趣旨等を記載した書類」の「１．（12）医学薬学総合研究科の２専攻（３課程）
のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）」において、「⑦成績評価は、
主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価する」ことを掲げているが、
研究成果が成績評価の対象であるか判然としない。一方、シラバスを確認する限り、研究
指導科目においては「研究技能の修得状況」や「研究の遂行状況」を評価内容としている
ことから、研究成果も成績評価に含まれるように見受けられる。このため、本学が掲げる
カリキュラム・ポリシー⑦について、学生の学修成果の評価の在り方を定めたものとして、
社会や本研究科の授業を履修する学生等に対して誤解が生じることのないよう、成績評価
に研究成果も含まれることが分かるような表現に改めることが望ましい。（改善事項）

・・・・・９

２．「設置の趣旨等を記載した書類」の「１．（10）医学薬学総合研究科の２専攻（３課程）
の養成する人材像」において、「地域の保健医療課題等への対応において重要な役割を果
たすことができる優れた生命医療科学（医科学・薬科学）研究者又は専門職医療人等」を
掲げ、「１．（11）医学薬学総合研究科の２専攻（３課程）のディプロマ・ポリシー（学位
授与の方針）及び修了後の進路」において、「③分野横断的な考察力と高い倫理観を持ち、
地域の保健医療課題等を発見する能力を有している。」ことを本学のディプロマ・ポリシ
ーに掲げていることを踏まえると、少なくとも「地域の保健医療」に関して理解を深める
ための授業科目が必要であると考えられるが、シラバスを確認する限り、当該授業内容を
取り扱う授業科目は「社会・予防医学概論」の１回分の授業（第７回）しかないように見
受けられることから、ディプロマ・ポリシーを達成するために必要な学びが、教育課程に
おいて適切に編成されているのか疑義がある。このため、地域の保健医療の現状等に対し
て理解を深めるために必要な授業科目が配置されていることについて、具体的に説明する
とともに、必要に応じて適切に改めること。（是正事項）・・・・・・・・・・・・・12 

３．本学の学則において、学校教育法施行規則第４条第１項第３号に規定する「授業日時数」
について記載が見受けられないことから、適切に改めること。（是正事項）・・・・・16 

４．公表する情報として挙げられている項目に、学校教育法施行規則第 172 条の２第１項第
４号に規定されている「入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した
者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること」や同規則
第 172 条の２第１項第６号に規定されている「学修の成果に係る評価に関すること」につ
いての情報がないことから、適切に公表すること。（是正事項）・・・・・・・・・・18 
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（改善事項）医学薬学総合研究科 生命医療科学専攻（M） 
１．「設置の趣旨等を記載した書類」の「１．（12）医学薬学総合研究科の２専攻（３課
程）のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）」において、「⑦成績評
価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価する」ことを掲げ
ているが、研究成果が成績評価の対象であるか判然としない。一方、シラバスを確認す
る限り、研究指導科目においては「研究技能の修得状況」や「研究の遂行状況」を評価
内容としていることから、研究成果も成績評価に含まれるように見受けられる。このた
め、本学が掲げるカリキュラム・ポリシー⑦について、学生の学修成果の評価の在り方
を定めたものとして、社会や本研究科の授業を履修する学生等に対して誤解が生じるこ
とのないよう、成績評価に研究成果も含まれることが分かるような表現に改めることが
望ましい。 

（対応） 
シラバスに記載している「研究技能の修得状況」及び「研究の遂行状況」については、い

ずれも指導を受けて研究を行うことによる成果として認識し、それを評価の対象とすること
としている。ついては、カリキュラム・ポリシー⑦を下記新旧対照表のとおり、成績評価に
研究成果も含まれることが分かるよう表現を改める。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（10 ページ） 
新 旧 

（12）医学薬学総合研究科の２専攻（３課
程）のカリキュラム・ポリシー（教育課程
の編成・実施の方針） 
（略） 

イ 生命医療科学専攻（博士前期課程）
【カリキュラム・ポリシー】
（略）
⑦成績評価は、主体的・積極的な授業・研
究への取組、レポート及び研究成果により
評価する。
（略）

（12）医学薬学総合研究科の２専攻（３課
程）のカリキュラム・ポリシー（教育課程
の編成・実施の方針） 
（略） 

イ 生命医療科学専攻（博士前期課程）
【カリキュラム・ポリシー】
（略）
⑦成績評価は、主体的・積極的な授業・研
究への取組及びレポートにより評価する。 

（略） 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（19、21 ページ） 
新 旧 

（16）各学位プログラムの目的、養成する
人材像、ディプロマ・ポリシー及び修了後
の進路、カリキュラム・ポリシー並びにア
ドミッション・ポリシーについて 
（略） 

イ-１ 生命医療科学専攻（博士前期課程）
生命医科学プログラム
（略）
＜P.19＞
カリキュラ
ム・ポリシー

（略） 
⑦成績評価は、主体的・
積極的な授業・研究への
取組、レポート及び研究
成果により評価する。
（略）

（略） 

イ-２ 生命医療科学専攻（博士前期課程）
生命薬科学プログラム
（略）
＜P.21＞
カリキュラ
ム・ポリシー

（略） 
⑦成績評価は、主体的・
積極的な授業・研究への
取組、レポート及び研究
成果により評価する。
（略）

（略） 

（16）各学位プログラムの目的、養成する
人材像、ディプロマ・ポリシー及び修了後
の進路、カリキュラム・ポリシー並びにア
ドミッション・ポリシーについて 
（略） 

イ-１ 生命医療科学専攻（博士前期課程）
生命医科学プログラム
（略）
＜P.19＞
カリキュラ
ム・ポリシー

（略） 
⑦成績評価は、主体的・
積極的な授業・研究への
取組及びレポートによ
り評価する。
（略）

（略） 

イ-２ 生命医療科学専攻（博士前期課程）
生命薬科学プログラム
（略）
＜P.21＞
カリキュラ
ム・ポリシー

（略） 
⑦成績評価は、主体的・
積極的な授業・研究への
取組及びレポートによ
り評価する。
（略）

（略） 

－審査意見（６月）（本文）－10－
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（新旧対照表）【資料１】養成する人材像と３つのポリシーの相関図 
【資料２】カリキュラムマップ 

新 旧 
【資料１】養成する人材像と３つのポリシ
ーの相関図及び【資料２】カリキュラム
マップの（新）を参照

【資料１】養成する人材像と３つのポリシ
ーの相関図及び【資料２】カリキュラム
マップの（旧）を参照

－審査意見（６月）（本文）－11－
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（是正事項）医学薬学総合研究科 生命医療科学専攻（M） 
２．「設置の趣旨等を記載した書類」の「１．（10）医学薬学総合研究科の２専攻（３課
程）の養成する人材像」において、「地域の保健医療課題等への対応において重要な役
割を果たすことができる優れた生命医療科学（医科学・薬科学）研究者又は専門職医療
人等」を掲げ、「１．（11）医学薬学総合研究科の２専攻（３課程）のディプロマ・ポリ
シー（学位授与の方針）及び修了後の進路」において、「③分野横断的な考察力と高い
倫理観を持ち、地域の保健医療課題等を発見する能力を有している。」ことを本学のデ
ィプロマ・ポリシーに掲げていることを踏まえると、少なくとも「地域の保健医療」に
関して理解を深めるための授業科目が必要であると考えられるが、シラバスを確認する
限り、当該授業内容を取り扱う授業科目は「社会・予防医学概論」の１回分の授業（第
７回）しかないように見受けられることから、ディプロマ・ポリシーを達成するために
必要な学びが、教育課程において適切に編成されているのか疑義がある。このため、地
域の保健医療の現状等に対して理解を深めるために必要な授業科目が配置されている
ことについて、具体的に説明するとともに、必要に応じて適切に改めること。

（対応） 
 ディプロマ・ポリシーとして、「③分野横断的な考察力と高い倫理観を持ち、地域の保健
医療課題等を発見する能力を有している。」ことを掲げているが、これらを達成するために
は、本県の地域医療体制や地域の保健医療の現状、本県で課題となっている疾患に関する基
礎知識などに関しての学びが必要である。 
 「社会・予防医学概論」においても、がんや循環器疾患などの生活習慣病に係る危険因子
や予防、地域医療を担う薬剤師・薬局の視点からの健康増進・疾病予防等の取組について取
り扱うこととしているが、疫学分野における基礎的知識・研究手法の修得や予防医療に関す
る知見の獲得に主眼を置いていることから、地域の保健医療に関して理解を深めるための授
業科目「地域医療課題概論」をベーシック科目の必修科目（１単位）として新たに開講する。 
これに伴い、科目数及び履修単位を変更するため、基本計画書、教育課程等の概要を改め

るとともに、新たに「授業科目の概要」「シラバス」を作成する。また、学則の履修単位に
係る箇所（P.2,9,12）、「設置の趣旨等を記載した書類」P.34～35 のベーシック科目の単位数
及び当該科目に関する説明、P.44 の修了要件、P.56 のくろしお寄附講座教員の担当コマ数
を下記新旧対照表のとおり修正・追記する。あわせて【資料３】時間割、【資料５】履修モ
デルを修正する。 
なお、この他にも、専門科目の「健康科学特論」において、高齢化や身近な疾患を取り上

げることにより、地域の保健医療に対する理解を深めるための授業科目を配置しているとこ
ろである。当該科目は生命医科学プログラムの科目ではあるが、生命薬科学プログラムの学
生も選択が可能である。 

－審査意見（６月）（本文）－12－
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（新旧対照表）学則（2 ページ） 
新 旧 

第４章 教育方法等 
（略） 
（履修単位） 
第 12 条 医学薬学総合研究科の学生は、
所定の期間に授業科目のうち、博士前期課
程にあっては 31 単位以上、博士後期課程
にあっては 23 単位以上、博士課程にあっ
ては35単位以上履修しなければならない。 

第４章 教育方法等 
（略） 
（履修単位） 
第 12 条 医学薬学総合研究科の学生は、
所定の期間に授業科目のうち、博士前期課
程にあっては 30 単位以上、博士後期課程
にあっては 23 単位以上、博士課程にあっ
ては35単位以上履修しなければならない。 

（新旧対照表）学則（9、12 ページ） 
新 旧 

＜改正要旨＞ 
（略） 
２ 改正の要点 
（略） 
（４）履修単位に関し、現行の修士課程 30
単位以上、博士課程 38 単位以上を、博士
前期課程 31 単位以上、博士後期課程 23 単
位以上、博士課程 35 単位以上に改める。 

＜新旧対照表（新）＞ 
第４章 教育方法等 
（略） 
（履修単位） 
第 12 条 医学薬学総合研究科の学生は、
所定の期間に授業科目のうち、博士前期課
程にあっては 31 単位以上、博士後期課程
にあっては 23 単位以上、博士課程にあっ
ては35単位以上履修しなければならない。 

＜改正要旨＞ 
（略） 
２ 改正の要点 
（略） 
（３）履修単位に関し、現行の修士課程 30
単位以上、博士課程 38 単位以上を、博士
前期課程 30 単位以上、博士後期課程 23 単
位以上、博士課程 35 単位以上に改める。 

＜新旧対照表（新）＞ 
第４章 教育方法等 
（略） 
（履修単位） 
第 12 条 医学薬学総合研究科の学生は、
所定の期間に授業科目のうち、博士前期課
程にあっては 30 単位以上、博士後期課程
にあっては 23 単位以上、博士課程にあっ
ては35単位以上履修しなければならない。 

－審査意見（６月）（本文）－13－
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（34～35 ページ） 
新 旧 

イ 生命医療科学専攻（博士前期課程）
（略）
【ベーシック科目】
医科学・薬科学の基礎的知識や地域の保

健医療の課題等について学ぶことで、自ら
課題を発見する能力を身につけるため、必
修・選択のベーシック科目（修了要件は必
修４単位、選択２単位以上 計６単位以
上）を開設する。医科学・薬科学横断的な
研究能力の修得や英語力の涵養などにお
いて特に重要な４科目は必修とし、その他
は各学生のバックグラウンドや関心にあ
わせて選択できるようにする。 

イ 生命医療科学専攻（博士前期課程）
（略）
【ベーシック科目】
医科学・薬科学の基礎的知識や地域の保

健医療の課題等について学ぶことで、自ら
課題を発見する能力を身につけるため、必
修・選択のベーシック科目（修了要件は必
修３単位、選択２単位以上 計５単位以
上）を開設する。医科学・薬科学横断的な
研究能力の修得や英語力の涵養などにお
いて特に重要な３科目は必修とし、その他
は各学生のバックグラウンドや関心にあ
わせて選択できるようにする。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（35 ページ） 
新 旧 

「地域医療課題概論」（必修）では、本県
の地域医療の実態を学ぶとともに、認知症
など高齢者に多い疾患や在宅緩和ケア、予
防医療、医療・介護資源の確保、副作用管
理等における地域医療の役割について学
修することにより、地域の保健医療課題へ
の関心・理解を深める構成とする。 

（12 行目に追加） 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（44 ページ） 
新 旧 

（５）修了要件
（略）
イ 生命医療科学専攻（博士前期課程）
修了認定を受けるために必要な修得単

位数は、「共通科目」３単位、「ベーシック
科目」６単位以上、「専門科目」６単位以上、
「特別科目（特別演習）（特別研究）」16 単
位、合計 31 単位以上とする。 

（５）修了要件
（略）
イ 生命医療科学専攻（博士前期課程）
修了認定を受けるために必要な修得単

位数は、「共通科目」３単位、「ベーシック
科目」５単位以上、「専門科目」６単位以上、
「特別科目（特別演習）（特別研究）」16 単
位、合計 30 単位以上とする。 

－審査意見（６月）（本文）－14－
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（略） （略） 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（56 ページ） 
新 旧 

（６）くろしお寄附講座
（略）
器官病態外科学において特別演習及び

特別研究を担当する教員２名については、
くろしお寄附講座に所属する本学の教員
であるとともに、県内公的病院の診療部長
を兼務する医師でもあるが、２名のうち１
名の担当は特別演習及び特別研究のみ、も
う１名は特別演習及び特別研究に加え講
義科目３コマであり、週１日の大学におけ
る教育活動の一環として対応することが
可能である。 

（６）くろしお寄附講座
（略）
器官病態外科学において特別演習及び

特別研究を担当する教員２名については、
くろしお寄附講座に所属する本学の教員
であるとともに、県内公的病院の診療部長
を兼務する医師でもあるが、２名のうち１
名の担当は特別演習及び特別研究のみ、も
う１名は特別演習及び特別研究に加え講
義科目１コマであり、週１日の大学におけ
る教育活動の一環として対応することが
可能である。 

（新旧対照表）【資料３】時間割、【資料５】履修モデル 
新 旧 

【資料３】時間割及び【資料５】履修モデ
ルの（新）を参照

【資料３】時間割及び【資料５】履修モデ
ルの（旧）を参照

－審査意見（６月）（本文）－15－
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（是正事項）医学薬学総合研究科 生命医療科学専攻（M） 
３．本学の学則において、学校教育法施行規則第４条第１項第３号に規定する「授業日
時数」について記載が見受けられないことから、適切に改めること。 

（対応） 
学校教育法施行規則第４条第１項第３号に規定する「授業日時数」について、下記新旧対

照表のとおり本学大学院学則に追加する。 

（新旧対照表）学則（2 ページ） 
新 旧 

第３章 学年、学期、休業日及び授業日時数 
（略） 
（学期及び休業日等）  
第９条 学期については、和歌山県立医科
大学学則（平成 18 年和歌山県立医科大学
規則第 1 号。以 下「大学学則」という。）
第 10 条を準用する。  
２ 休業日については、大学学則第 11 条を
準用する。 
３ １年間の授業を行う期間は、35 週にわ
たることを原則とする。 
４ 各授業科目の授業は、15 週を単位とし
て行うものとする。 

第３章 学年、学期及び休業日  
（略） 
（学期及び休業日等）  
第９条 学期については、和歌山県立医科
大学学則（平成 18 年和歌山県立医科大学
規則第 1 号。以 下「大学学則」という。）
第 10 条を準用する。  
２ 休業日については、大学学則第 11 条を
準用する。 

（新旧対照表）学則（9 ページ） 
新 旧 

＜改正要旨＞ 
（略） 
２ 改正の要点 
（略） 
（３）授業日時数を規定する。
（４）（略） 
（５）（略） 
（６）（略） 
（７）（略） 

＜改正要旨＞ 
（略） 
２ 改正の要点 
（略） 
（追加） 
（３）（略） 
（４）（略） 
（５）（略） 
（６）（略） 

－審査意見（６月）（本文）－16－
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（８）（略） 
（９）（略） 
（１０）（略） 
（１１）（略） 

（７）（略） 
（８）（略） 
（９）（略） 
（１０）（略） 

（新旧対照表）学則（11～12 ページ） 
新 旧 

＜新旧対照表（新）＞ 
第３章 学年、学期、休業日及び授業日時数
（略） 
（学期及び休業日等）  
第９条 学期については、和歌山県立医科
大学学則（平成 18 年和歌山県立医科大学
規則第 1 号。以 下「大学学則」という。）
第 10 条を準用する。  
２ 休業日については、大学学則第 11 条を
準用する。 
３ １年間の授業を行う期間は、35 週にわ
たることを原則とする。 
４ 各授業科目の授業は、15 週を単位とし
て行うものとする。 

＜新旧対照表（新）＞ 
第３章 学年、学期及び休業日  
（略） 
（学期及び休業日等）  
第９条 学期については、和歌山県立医科
大学学則（平成 18 年和歌山県立医科大学
規則第 1 号。以 下「大学学則」という。）
第 10 条を準用する。  
２ 休業日については、大学学則第 11 条を
準用する。 

－審査意見（６月）（本文）－17－
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（是正事項）医学薬学総合研究科 生命医療科学専攻（M） 
４．公表する情報として挙げられている項目に、学校教育法施行規則第 172 条の２第１
項第４号に規定されている「入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修
了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること」
や同規則第 172 条の２第１項第６号に規定されている「学修の成果に係る評価に関す
ること」についての情報がないことから、適切に公表すること。 

（対応） 
 学校教育法施行規則第 172 条の２第１項第４号及び同規則第 172 条の２第１項第６号に
規定されている各事項に係る情報を適切に公表する。 
ついては、「設置の趣旨等を記載した書類」を下記新旧対照表のとおり改める。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（63 ページ） 
新 旧 

（２）情報公表の内容
大学院の目的、ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、大学院の講義、
授業科目の内容・ シラバス、単位修得の評
価・認定、修了要件、学位申請、在籍中の
各種申請関係、学位論文に係る評価基準、
アドミッション・ ポリシーや募集要項な
ど入試関連などの大学院関係情報ととも
に、大学の教育研究上の目的・方針、 教育
研究上の基本組織、教員数、各教員の学位・
業績等、入学者数、収容定員、在学する学
生数、卒業・修了した者の数、進学者数、
就職者数、進学・就職等の状況、授業料・
入学料・その他費用、教育研究環境、心身
の健康等に係る支援、大学評価結果なども
積極的に公表する。

（２）情報公表の内容
大学院の目的、ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、大学院の講義、
授業科目の内容・ シラバス、修了要件、学
位申請、在籍中の各種申請関係、学位論文
に係る評価基準、アドミッション・ ポリシ
ーや募集要項など入試関連などの大学院
関係情報とともに、大学の教育研究上の目
的・方針、 教育研究上の基本組織、教員数、
各教員の学位・業績等、授業料・入学料・
その他費用、教育研究環境、心身の健康等
に係る支援、大学評価結果なども積極的に
公表する。

－審査意見（６月）（本文）－18－
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（目次） 医学薬学総合研究科 生命医療科学専攻（D） 

１．「設置の趣旨等を記載した書類」の「１．（12）医学薬学総合研究科の２専攻（３課程）
のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）」において、「⑦成績評価は、
主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価する」ことを掲げているが、
研究成果が成績評価の対象であるか判然としない。一方、シラバスを確認する限り、研究
指導科目においては「研究技能の修得状況」や「研究の遂行状況」を評価内容としている
ことから、研究成果も成績評価に含まれるように見受けられる。このため、本学が掲げる
カリキュラム・ポリシー⑦について、学生の学修成果の評価の在り方を定めたものとして、
社会や本研究科の授業を履修する学生等に対して誤解が生じることのないよう、成績評価
に研究成果も含まれることが分かるような表現に改めることが望ましい。（改善事項）

・・・・・20

２．本学の学則において、学校教育法施行規則第４条第１項第３号に規定する「授業日時数」
について記載が見受けられないことから、適切に改めること。（是正事項）・・・・・23 

３．公表する情報として挙げられている項目に、学校教育法施行規則第 172 条の２第１項第
４号に規定されている「入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した
者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること」や同規則
第 172 条の２第１項第６号に規定されている「学修の成果に係る評価に関すること」につ
いての情報がないことから、適切に公表すること。（是正事項）・・・・・・・・・・25 

－審査意見（６月）（本文）－19－
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（改善事項）医学薬学総合研究科 生命医療科学専攻（D） 
１．「設置の趣旨等を記載した書類」の「１．（12）医学薬学総合研究科の２専攻（３課
程）のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施の方針）」において、「⑦成績評
価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価する」ことを掲げ
ているが、研究成果が成績評価の対象であるか判然としない。一方、シラバスを確認す
る限り、研究指導科目においては「研究技能の修得状況」や「研究の遂行状況」を評価
内容としていることから、研究成果も成績評価に含まれるように見受けられる。このた
め、本学が掲げるカリキュラム・ポリシー⑦について、学生の学修成果の評価の在り方
を定めたものとして、社会や本研究科の授業を履修する学生等に対して誤解が生じるこ
とのないよう、成績評価に研究成果も含まれることが分かるような表現に改めることが
望ましい。 

（対応） 
シラバスに記載している「研究技能の修得状況」及び「研究の遂行状況」については、い

ずれも指導を受けて研究を行うことによる成果として認識し、それを評価の対象とすること
としている。ついては、カリキュラム・ポリシー⑦を下記新旧対照表のとおり、成績評価に
研究成果も含まれることが分かるよう表現を改める。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（11 ページ） 
新 旧 

（12）医学薬学総合研究科の２専攻（３課
程）のカリキュラム・ポリシー（教育課程
の編成・実施の方針） 
（略） 

ウ 生命医療科学専攻（博士後期課程）
【カリキュラム・ポリシー】
（略）
⑦成績評価は、主体的・積極的な授業・研
究への取組、レポート及び研究成果により
評価する。
（略）

（12）医学薬学総合研究科の２専攻（３課
程）のカリキュラム・ポリシー（教育課程
の編成・実施の方針） 
（略） 

ウ 生命医療科学専攻（博士後期課程）
【カリキュラム・ポリシー】
（略）
⑦成績評価は、主体的・積極的な授業・研
究への取組及びレポートにより評価する。 

（略） 

－審査意見（６月）（本文）－20－
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（23、25 ページ） 
新 旧 

（16）各学位プログラムの目的、養成する
人材像、ディプロマ・ポリシー及び修了後
の進路、カリキュラム・ポリシー並びにア
ドミッション・ポリシーについて 
（略） 

ウ-１ 生命医療科学専攻（博士後期課程）
生命医科学プログラム
（略）
＜P.23＞
カリキュラ
ム・ポリシー

（略） 
⑦成績評価は、主体的・
積極的な授業・研究への
取組、レポート及び研究
成果により評価する。
（略）

（略） 

ウ-２ 生命医療科学専攻（博士後期課程） 
生命薬科学プログラム
（略）
＜P.25＞
カリキュラ
ム・ポリシー

（略） 
⑦成績評価は、主体的・
積極的な授業・研究への
取組、レポート及び研究
成果により評価する。
（略）

（略） 

（16）各学位プログラムの目的、養成する
人材像、ディプロマ・ポリシー及び修了後
の進路、カリキュラム・ポリシー並びにア
ドミッション・ポリシーについて 
（略） 

ウ-１ 生命医療科学専攻（博士後期課程）
生命医科学プログラム
（略）
＜P.23＞
カリキュラ
ム・ポリシー

（略） 
⑦成績評価は、主体的・
積極的な授業・研究への
取組及びレポートによ
り評価する。
（略）

（略） 

ウ-２ 生命医療科学専攻（博士後期課程） 
生命薬科学プログラム
（略）
＜P.25＞
カリキュラ
ム・ポリシー

（略） 
⑦成績評価は、主体的・
積極的な授業・研究への
取組及びレポートによ
り評価する。
（略）

（略） 

－審査意見（６月）（本文）－21－
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（新旧対照表）【資料１】養成する人材像と３つのポリシーの相関図 
【資料２】カリキュラムマップ 

新 旧 
【資料１】養成する人材像と３つのポリシ
ーの相関図及び【資料２】カリキュラム
マップの（新）を参照

【資料１】養成する人材像と３つのポリシ
ーの相関図及び【資料２】カリキュラム
マップの（旧）を参照

－審査意見（６月）（本文）－22－
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（是正事項）医学薬学総合研究科 生命医療科学専攻（D） 
２．本学の学則において、学校教育法施行規則第４条第１項第３号に規定する「授業日
時数」について記載が見受けられないことから、適切に改めること。 

（対応） 
学校教育法施行規則第４条第１項第３号に規定する「授業日時数」について、下記新旧対

照表のとおり本学大学院学則に追加する。 

（新旧対照表）学則（2 ページ） 
新 旧 

第３章 学年、学期、休業日及び授業日時数 
（略） 
（学期及び休業日等）  
第９条 学期については、和歌山県立医科
大学学則（平成 18 年和歌山県立医科大学
規則第 1 号。以 下「大学学則」という。）
第 10 条を準用する。  
２ 休業日については、大学学則第 11 条を
準用する。 
３ １年間の授業を行う期間は、35 週にわ
たることを原則とする。 
４ 各授業科目の授業は、15 週を単位とし
て行うものとする。 

第３章 学年、学期及び休業日  
（略） 
（学期及び休業日等）  
第９条 学期については、和歌山県立医科
大学学則（平成 18 年和歌山県立医科大学
規則第 1 号。以 下「大学学則」という。）
第 10 条を準用する。  
２ 休業日については、大学学則第 11 条を
準用する。 

（新旧対照表）学則（9 ページ） 
新 旧 

＜改正要旨＞ 
（略） 
２ 改正の要点 
（略） 
（３）授業日時数を規定する。
（４）（略） 
（５）（略） 
（６）（略） 
（７）（略） 

＜改正要旨＞ 
（略） 
２ 改正の要点 
（略） 
（追加） 
（３）（略） 
（４）（略） 
（５）（略） 
（６）（略） 

－審査意見（６月）（本文）－23－
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（８）（略） 
（９）（略） 
（１０）（略） 
（１１）（略） 

（７）（略） 
（８）（略） 
（９）（略） 
（１０）（略） 

（新旧対照表）学則（11～12 ページ） 
新 旧 

＜新旧対照表（新）＞ 
第３章 学年、学期、休業日及び授業日時数
（略） 
（学期及び休業日等）  
第９条 学期については、和歌山県立医科
大学学則（平成 18 年和歌山県立医科大学
規則第 1 号。以 下「大学学則」という。）
第 10 条を準用する。  
２ 休業日については、大学学則第 11 条を
準用する。 
３ １年間の授業を行う期間は、35 週にわ
たることを原則とする。 
４ 各授業科目の授業は、15 週を単位とし
て行うものとする。 

＜新旧対照表（新）＞ 
第３章 学年、学期及び休業日  
（略） 
（学期及び休業日等）  
第９条 学期については、和歌山県立医科
大学学則（平成 18 年和歌山県立医科大学
規則第 1 号。以 下「大学学則」という。）
第 10 条を準用する。  
２ 休業日については、大学学則第 11 条を
準用する。 

－審査意見（６月）（本文）－24－
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（是正事項）医学薬学総合研究科 生命医療科学専攻（D） 
３．公表する情報として挙げられている項目に、学校教育法施行規則第 172 条の２第１
項第４号に規定されている「入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修
了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること」
や同規則第 172 条の２第１項第６号に規定されている「学修の成果に係る評価に関す
ること」についての情報がないことから、適切に公表すること。 

（対応） 
 学校教育法施行規則第 172 条の２第１項第４号及び同規則第 172 条の２第１項第６号に
規定されている各事項に係る情報を適切に公表する。 
ついては、「設置の趣旨等を記載した書類」を下記新旧対照表のとおり改める。 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類（63 ページ） 
新 旧 

（２）情報公表の内容
大学院の目的、ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、大学院の講義、
授業科目の内容・ シラバス、単位修得の評
価・認定、修了要件、学位申請、在籍中の
各種申請関係、学位論文に係る評価基準、
アドミッション・ ポリシーや募集要項な
ど入試関連などの大学院関係情報ととも
に、大学の教育研究上の目的・方針、 教育
研究上の基本組織、教員数、各教員の学位・
業績等、入学者数、収容定員、在学する学
生数、卒業・修了した者の数、進学者数、
就職者数、進学・就職等の状況、授業料・
入学料・その他費用、教育研究環境、心身
の健康等に係る支援、大学評価結果なども
積極的に公表する。

（２）情報公表の内容
大学院の目的、ディプロマ・ポリシー、

カリキュラム・ポリシー、大学院の講義、
授業科目の内容・ シラバス、修了要件、学
位申請、在籍中の各種申請関係、学位論文
に係る評価基準、アドミッション・ ポリシ
ーや募集要項など入試関連などの大学院
関係情報とともに、大学の教育研究上の目
的・方針、 教育研究上の基本組織、教員数、
各教員の学位・業績等、授業料・入学料・
その他費用、教育研究環境、心身の健康等
に係る支援、大学評価結果なども積極的に
公表する。

－審査意見（６月）（本文）－25－



養成する⼈材像と３つのポリシーの相関図（⽣命医療学専攻博⼠課程）

【養成する⼈材像】

③分野横断的な深い考察⼒と⾼
い倫理観を持ち、⾼度先進医
療・地域保健医療の課題を発⾒
する優れた能⼒を有している。

④指導的⽴場から積極的に課題
解決に取り組み、その成果を世
界に発信し、社会貢献できる⾼
度な研究能⼒を有している。

⑤本専攻課程での学修の基盤となる、医
学・薬学の知識や研究能⼒、考察⼒、コ
ミュニケーション⼒や英語⼒を持ち、主
体的・協働的に研究に打ち込む態度を有
する⼈

＜研究科の⽬的＞ 和歌⼭県⽴医科⼤学の地域における役割と和歌⼭県の地域保健医療の状況を踏まえた上で、⾼度先進的かつ医学・薬学横断的な研究能⼒、その基礎となる学識と研究倫理を備え、かつ広く世界に
貢献する⾼度医療⼈及び⽣命医療科学・医学・薬学の研究者を育成する。

①本専攻課程の学⽣として備え
ておくべき研究・医療倫理、多
職種連携、英語論⽂による発信
⽅法等の基礎的・応⽤的知識を
有している。

②専⾨分野の卓越した知識と⾒
識及び専⾨分野以外の幅広い知
識と⾒識を医学･薬学統合領域
において有している。

【ディプロマ・ポリシー】 【修了後の進路】

①先端的な医学･薬学の卓越した知識と⾒
識、⾼い倫理観、課題解決のための⾼度
な能⼒を⾝に付けたい⼈

②医学･薬学統合領域の専⾨知識や分野横
断的な考察⼒により、医療の多種多様な
課題を発⾒し、その解決に精⼒的に取り
組み、世界レベルで活動したい⼈

③リサーチマインドを持った⾼度医療
⼈、共同研究や医療チームのリーダーと
して、⾼度先進医療･地域保健医療を積極
的に推進したい⼈

④医療分野において、⼤学、医療機関、
企業等に勤める社会⼈としてキャリア
アップを図り、教育・研究・臨床活動を
⾼いレベルで実践し、社会貢献したい⼈

【アドミッション・ポリシー】 【カリキュラム・ポリシー】

国の内外にわたる、

⼤学など⾼等教育機
関の教員、

研究機関や健康・医
療関連企業の先端的
医学･薬学研究者、

医療機関の⾼度医療
⼈としての医師・薬
剤師等

専⾨分野の卓越した
知識と⾒識、

①それぞれの専⾨分野で共通に必要となる研究･医療倫理、多職種連携、医療情報リテラシー
を学ぶ共通科⽬（必修）を設定する。（ディプロマ・ポリシー①に主に対応。以下同じ。）

③医学･薬学分野の卓越した知識と⾒識、がんや感染症、死因究明など最新の知⾒を学び、分
野横断的に深く考察し⾼度な研究を⾏う能⼒を修得する専⾨科⽬（選択・必修）を設定する。
（ディプロマ・ポリシー②③）

④専⾨分野の卓越した知識と⾒識、地域・国際・学際的視点から課題を発⾒し解決に向け主導
的に取り組む意欲と⾼い倫理観、⾼度な研究能⼒、成果を世界に発信する能⼒を修得する特別
科⽬（選択必修）を設定する。本科⽬では併せて先端的医学・薬学研究や⾼度先進医療・地域
保健医療を指導的⽴場から推進できる⾏動⼒や共同研究・医療チームのリーダーとしての資質
を涵養する。本科⽬は、講義科⽬としての特別演習Ⅰ及び特別演習Ⅱ並びに研究指導科⽬とし
ての特別研究で構成する。（ディプロマ・ポリシー②③④）

⑤特別科⽬では、専⾨分野以外の幅広い知識と⾒識を獲得するため、専⾨分野を研鑽する主科
⽬（特別演習Ⅰ、特別演習Ⅱ及び特別研究）に加え、主科⽬と同じ区分から選択する副科⽬１
（特別演習Ⅰ）、主科⽬と違う区分から選択する副科⽬２（特別演習Ⅰ）を複合的に履修する
ことにより、学⽣の知的好奇⼼を刺激し更なる研究意欲の活性化を図る場を提供する。（ディ
プロマ・ポリシー②③④）

⑦成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組、レポート及び研究成果により評価す
る。
⑧学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織した論⽂審査委
員会において公正な審査を⾏い、続いて医学薬学総合研究科委員会にて判定を⾏う。

②医学・薬学の応⽤的知識や地域・世界の保健医療課題等を教授することにより、幅広い考察
⼒、⾃ら多様な課題を発⾒する能⼒、発展的な研究⼿法や英語論⽂による発信⽅法を修得する
ベーシック科⽬（必修・選択）を設定する。（ディプロマ・ポリシー①②③）

⑥医学・薬学両分野の幅広い専⾨的知識と⾒識を獲得するため、両分野の教員がオムニバス形
式で参画する科⽬を共通科⽬及びベーシック科⽬等で開設するとともに両分野の専⾨科⽬を選
択できるようにする。（ディプロマ・ポリシー②③）

分野横断的な深い考
察⼒と⾼い倫理観、

⾃⽴した⾼度な研究
能⼒を持ち、

国際的な研究や
⾼度先進医療・地域
保健医療を推進でき
る先端的医学・薬学
研究者、⾼度医療⼈
⼜は⾼度な教育者等
を養成する。

【資料１】

（新）

－審査意見（６月）（資料）－1－



養成する⼈材像と３つのポリシーの相関図（⽣命医療学専攻博⼠前期課程）

【養成する⼈材像】

＜研究科の⽬的＞ 和歌⼭県⽴医科⼤学の地域における役割と和歌⼭県の地域保健医療の状況を踏まえた上で、⾼度先進的かつ医学・薬学横断的な研究能⼒、その基礎となる学識と研究倫理を備え、かつ広く世界に
貢献する⾼度医療⼈及び⽣命医療科学・医学・薬学の研究者を育成する。

【アドミッション・ポリシー】 【カリキュラム・ポリシー】 【ディプロマ・ポリシー】 【修了後の進路】

①先端的な医科学･薬科学の優れた知識と
⾒識、⾼い倫理観、課題解決のための能
⼒を⾝に付けたい⼈

①本専攻課程の学⽣として備え
ておくべき研究・医療倫理、多
職種連携、英語論⽂による発信
⽅法等の基礎的知識を有してい
る。

健康・医療関連企業
の⽣命医療科学（医
科学･薬科学）研究
者、

地域医療機関の専⾨
職医療⼈、

⾏政の医療系職員、

博⼠後期課程進学者
等

②医科学･薬科学統合領域の専⾨知識や分
野横断的な考察⼒により、医療の多種多
様な課題を発⾒し、その解決に精⼒的に
取り組み、地域に軸⾜を置いて活動した
い⼈

②専⾨分野の優れた知識と⾒識
及び専⾨分野以外の幅広い知識
と⾒識を医科学･薬科学統合領
域において有している。③リサーチマインドを持った専⾨職医療

⼈、共同研究や医療チームを⽀える重要
な⼀員として、地域保健医療を積極的に
推進したい⼈

③分野横断的な考察⼒と⾼い倫
理観を持ち、地域の保健医療課
題等を発⾒する能⼒を有してい
る。

④医療分野において、医療機関、企業等
に勤める社会⼈としてキャリアアップを
図り、研究・臨床活動を適切に実践し、
社会貢献したい⼈

⑤本専攻課程での学修の基盤となる、医
科学・薬科学の基礎的知識や研究能⼒、
考察⼒、コミュニケーション⼒や英語⼒
を持ち、主体的・協働的に研究に打ち込
む態度を有する⼈

④積極的に課題解決に取り組
み、その成果を地域に発信し、
社会貢献できる研究能⼒を有し
ている。

専⾨分野の優れた知
識と⾒識、

①それぞれの専⾨分野で共通に必要となる研究･医療倫理、多職種連携、医療情報リテラシー
を学ぶ共通科⽬（必修）を設定する。（ディプロマ・ポリシー①に主に対応。以下同じ。）

②医科学・薬科学の基礎的知識や地域の保健医療課題等を教授することにより、分野にとらわ
れない考察⼒、⾃ら課題を発⾒する能⼒、基礎的研究⼿法や英語⼒を修得するベーシック科⽬
（必修・選択）を設定する。（ディプロマ・ポリシー①②③）

③医科学・薬科学分野の優れた知識と⾒識、臨床医学・創薬科学・医薬品開発などの最新の知
⾒を学び、分野横断的に考察し研究する能⼒を修得する専⾨科⽬（選択・必修）を設定する。
（ディプロマ・ポリシー②③）

④専⾨分野の優れた知識と⾒識、地域に⽴脚した幅広い観点から課題を発⾒し解決に向けて⾃
ら考えて取り組む意欲、⾼い倫理観、研究能⼒と成果を発信し地域保健医療を推進する能⼒を
修得する特別科⽬（選択必修）を設定する。本科⽬では併せて共同研究や医療チームを⽀える
重要な⼀員として積極的に活躍できる資質を涵養する。本科⽬は、講義科⽬としての特別演習
及び研究指導科⽬としての特別研究で構成する。（ディプロマ・ポリシー②③④）

⑤特別科⽬では、専⾨分野以外の知識と⾒識を獲得するため、専⾨分野を研鑽する主科⽬（特
別演習及び特別研究）に加え、主科⽬と違う区分から選択する副科⽬（特別演習）を複合的に
履修することにより、学⽣の知的好奇⼼を刺激し更なる研究意欲の活性化を図る場を提供す
る。（ディプロマ・ポリシー②③④）

⑥医科学・薬科学両分野の専⾨的知識と⾒識を獲得するため、両分野の教員がオムニバス形式
で参画する科⽬を共通科⽬及びベーシック科⽬で開設するとともに両分野の専⾨科⽬を選択で
きるようにする。（ディプロマ・ポリシー②③）

⑦成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組、レポート及び研究成果により評価す
る。
⑧学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織した論⽂審査委
員会において公正な審査を⾏い、続いて医学薬学総合研究科委員会にて判定を⾏う。

分野横断的な考察⼒
と⾼い倫理観、

⾃⽴した研究能⼒を
持ち、

地域の保健医療課題
等への対応において
重要な役割を果たす
ことができる優れた
⽣命医療科学（医科
学･薬科学）研究者
⼜は専⾨職医療⼈等
を養成する。

－審査意見（６月）（資料）－2－



養成する⼈材像と３つのポリシーの相関図（⽣命医療学専攻博⼠後期課程）

【養成する⼈材像】

＜研究科の⽬的＞ 和歌⼭県⽴医科⼤学の地域における役割と和歌⼭県の地域保健医療の状況を踏まえた上で、⾼度先進的かつ医学・薬学横断的な研究能⼒、その基礎となる学識と研究倫理を備え、かつ広く世界に
貢献する⾼度医療⼈及び⽣命医療科学・医学・薬学の研究者を育成する。

【アドミッション・ポリシー】 【カリキュラム・ポリシー】 【ディプロマ・ポリシー】 【修了後の進路】

①先端的な医科学･薬科学の卓越した知識
と⾒識、⾼い倫理観、課題解決のための
⾼度な能⼒を⾝に付けたい⼈

①本専攻課程の学⽣として備え
ておくべき研究・医療倫理、多
職種連携、英語論⽂による発信
⽅法等の基礎的･応⽤的知識を
有している。

国の内外にわたる、

⼤学など⾼等教育機
関の教員、

研究機関や健康・医
療関連企業の⾼度⽣
命医療科学（医科
学･薬科学）研究
者、

医療機関の⾼度専⾨
職医療⼈等

②医科学･薬科学統合領域の専⾨知識や分
野横断的な考察⼒により、医療の多種多
様な課題を発⾒し、その解決に精⼒的に
取り組み、世界レベルで活動したい⼈

②専⾨分野の卓越した知識と⾒
識及び専⾨分野以外の幅広い知
識と⾒識を医科学･薬科学統合
領域において有している。③リサーチマインドを持った⾼度医療

⼈、共同研究や医療チームのリーダーや
主要メンバーとして、⾼度先進医療･地域
保健医療を積極的に推進したい⼈

③分野横断的な深い考察⼒と⾼
い倫理観を持ち、⾼度先進医
療・地域保健医療の課題を発⾒
する優れた能⼒を有している。

④医療分野において、⼤学、医療機関、
企業等に勤める社会⼈としてキャリア
アップを図り、教育・研究・臨床活動を
⾼いレベルで実践し、社会貢献したい⼈

⑤本専攻課程での学修の基盤となる、医
科学・薬科学の知識や研究能⼒、考察
⼒、コミュニケーション⼒や英語⼒を持
ち、主体的・協働的に研究に打ち込む態
度を有する⼈

④指導的⽴場から積極的に課題
解決に取り組み、その成果を世
界に発信し、社会貢献できる⾼
度な研究能⼒を有している。

専⾨分野の卓越した
知識と⾒識、

①それぞれの専⾨分野で共通に必要となる研究･医療倫理、多職種連携、医療情報リテラシーを学ぶ共
通科⽬（選択）を設定する。（ディプロマ・ポリシー①に主に対応。以下同じ。）

②医科学・薬科学の応⽤的知識や地域・世界の保健医療課題等を教授することにより、幅広い考察
⼒、⾃ら多様な課題を発⾒する能⼒、発展的な研究⼿法や英語論⽂による発信⽅法を修得するベー
シック科⽬（必修・選択）を設定する。（ディプロマ・ポリシー①②③）

③医科学･薬科学分野の卓越した知識と⾒識、臨床医学や創薬科学などの最新の知⾒を学び、分野横断
的に深く考察し⾼度な研究を⾏う能⼒を修得する専⾨科⽬（選択・必修）を設定する。（ディプロ
マ・ポリシー②③）

④専⾨分野の卓越した知識と⾒識、地域・国際・学際的視点から課題を発⾒する能⼒、課題解決に向
け主導的に取り組む意欲と⾼い倫理観、⾼度な研究能⼒、成果を世界に発信する能⼒を修得する特別
科⽬（選択必修）を設定する。本科⽬では併せて⾼度⽣命医療科学や⾼度先進医療・地域保健医療を
指導的⽴場から推進できる⾏動⼒や共同研究のリーダー・医療チームの主要メンバーとしての資質を
涵養する。本科⽬は、講義科⽬としての特別演習及び研究指導科⽬としての特別研究で構成する。
（ディプロマ・ポリシー②③④）

⑤特別科⽬では、専⾨分野以外の幅広い知識と⾒識を獲得するため、専⾨分野を研鑽する主科⽬（特
別演習及び特別研究）に加え、主科⽬と違う区分から選択する副科⽬（特別演習）を複合的に履修す
ることにより、学⽣の知的好奇⼼を刺激し更なる研究意欲の活性化を図る場を提供する。（ディプロ
マ・ポリシー②③④）

⑥医科学・薬科学両分野の幅広い専⾨的知識と⾒識を獲得するため、両分野の教員がオムニバス形式
で参画する科⽬を共通科⽬及びベーシック科⽬等で開設するとともに両分野の専⾨科⽬を選択できる
ようにする。（ディプロマ・ポリシー②③）

⑦成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組、レポート及び研究成果により評価する。
⑧学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織した論⽂審査委員会に
おいて公正な審査を⾏い、続いて医学薬学総合研究科委員会にて判定を⾏う。

分野横断的な深い考
察⼒と⾼い倫理観、

⾃⽴した⾼度な研究
能⼒を持ち、

国際的な医科学･薬科
学研究や⾼度先進医
療・地域保健医療を
推進できる⾼度な⽣
命医療科学（医科学･
薬科学）研究者、⾼
度専⾨職医療⼈⼜は
⾼度な教育者等を養
成する。

－審査意見（６月）（資料）－3－



養成する人材像と３つのポリシーの相関図（生命医療学専攻博士課程）

【養成する人材像】

③分野横断的な深い考察力と高
い倫理観を持ち、高度先進医
療・地域保健医療の課題を発見
する優れた能力を有している。

④指導的立場から積極的に課題
解決に取り組み、その成果を世
界に発信し、社会貢献できる高
度な研究能力を有している。

⑤本専攻課程での学修の基盤となる、医
学・薬学の知識や研究能力、考察力、コ
ミュニケーション力や英語力を持ち、主
体的・協働的に研究に打ち込む態度を有
する人

＜研究科の目的＞　和歌山県立医科大学の地域における役割と和歌山県の地域保健医療の状況を踏まえた上で、高度先進的かつ医学・薬学横断的な研究能力、その基礎となる学識と研究倫理を備え、かつ広く世界に
貢献する高度医療人及び生命医療科学・医学・薬学の研究者を育成する。

①本専攻課程の学生として備え
ておくべき研究・医療倫理、多
職種連携、英語論文による発信
方法等の基礎的・応用的知識を
有している。

②専門分野の卓越した知識と見
識及び専門分野以外の幅広い知
識と見識を医学･薬学統合領域
において有している。

【ディプロマ・ポリシー】 【修了後の進路】

①先端的な医学･薬学の卓越した知識と見
識、高い倫理観、課題解決のための高度
な能力を身に付けたい人

②医学･薬学統合領域の専門知識や分野横
断的な考察力により、医療の多種多様な
課題を発見し、その解決に精力的に取り
組み、世界レベルで活動したい人

③リサーチマインドを持った高度医療
人、共同研究や医療チームのリーダーと
して、高度先進医療･地域保健医療を積極
的に推進したい人

④医療分野において、大学、医療機関、
企業等に勤める社会人としてキャリア
アップを図り、教育・研究・臨床活動を
高いレベルで実践し、社会貢献したい人

【アドミッション・ポリシー】 【カリキュラム・ポリシー】

国の内外にわたる、

大学など高等教育機
関の教員、

研究機関や健康・医
療関連企業の先端的
医学･薬学研究者、

医療機関の高度医療
人としての医師・薬
剤師等

専門分野の卓越した
知識と見識、

①それぞれの専門分野で共通に必要となる研究･医療倫理、多職種連携、医療情報リテラシーを学ぶ共
通科目（必修）を設定する。（ディプロマ・ポリシー①に主に対応。以下同じ。）

③医学･薬学分野の卓越した知識と見識、がんや感染症、死因究明など最新の知見を学び、分野横断的
に深く考察し高度な研究を行う能力を修得する専門科目（選択・必修）を設定する。（ディプロマ・
ポリシー②③）

④専門分野の卓越した知識と見識、地域・国際・学際的視点から課題を発見し解決に向け主導的に取
り組む意欲と高い倫理観、高度な研究能力、成果を世界に発信する能力を修得する特別科目（選択必
修）を設定する。本科目では併せて先端的医学・薬学研究や高度先進医療・地域保健医療を指導的立
場から推進できる行動力や共同研究・医療チームのリーダーとしての資質を涵養する。本科目は、講
義科目としての特別演習Ⅰ及び特別演習Ⅱ並びに研究指導科目としての特別研究で構成する。（ディ
プロマ・ポリシー②③④）

⑤特別科目では、専門分野以外の幅広い知識と見識を獲得するため、専門分野を研鑽する主科目（特
別演習Ⅰ、特別演習Ⅱ及び特別研究）に加え、主科目と同じ区分から選択する副科目１（特別演習
Ⅰ）、主科目と違う区分から選択する副科目２（特別演習Ⅰ）を複合的に履修することにより、学生
の知的好奇心を刺激し更なる研究意欲の活性化を図る場を提供する。（ディプロマ・ポリシー②③
④）

⑦成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価する。
⑧学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織した論文審査委員会に
おいて公正な審査を行い、続いて医学薬学総合研究科委員会にて判定を行う。

②医学・薬学の応用的知識や地域・世界の保健医療課題等を教授することにより、幅広い考察力、自
ら多様な課題を発見する能力、発展的な研究手法や英語論文による発信方法を修得するベーシック科
目（必修・選択）を設定する。（ディプロマ・ポリシー①②③）

⑥医学・薬学両分野の幅広い専門的知識と見識を獲得するため、両分野の教員がオムニバス形式で参
画する科目を共通科目及びベーシック科目等で開設するとともに両分野の専門科目を選択できるよう
にする。（ディプロマ・ポリシー②③）

分野横断的な深い考
察力と高い倫理観、

自立した高度な研究
能力を持ち、

国際的な研究や
高度先進医療・地域
保健医療を推進でき
る先端的医学・薬学
研究者、高度医療人
又は高度な教育者等
を養成する。

【資料１】

（旧）

－審査意見（６月）（資料）－4－



養成する人材像と３つのポリシーの相関図（生命医療学専攻博士前期課程）

【養成する人材像】

＜研究科の目的＞　和歌山県立医科大学の地域における役割と和歌山県の地域保健医療の状況を踏まえた上で、高度先進的かつ医学・薬学横断的な研究能力、その基礎となる学識と研究倫理を備え、かつ広く世界に
貢献する高度医療人及び生命医療科学・医学・薬学の研究者を育成する。

【アドミッション・ポリシー】 【カリキュラム・ポリシー】 【ディプロマ・ポリシー】 【修了後の進路】

①先端的な医科学･薬科学の優れた知識と
見識、高い倫理観、課題解決のための能
力を身に付けたい人

①本専攻課程の学生として備え
ておくべき研究・医療倫理、多
職種連携、英語論文による発信
方法等の基礎的知識を有してい
る。

健康・医療関連企業
の生命医療科学（医
科学･薬科学）研究
者、

地域医療機関の専門
職医療人、

行政の医療系職員、

博士後期課程進学者
等

②医科学･薬科学統合領域の専門知識や分
野横断的な考察力により、医療の多種多
様な課題を発見し、その解決に精力的に
取り組み、地域に軸足を置いて活動した
い人

②専門分野の優れた知識と見識
及び専門分野以外の幅広い知識
と見識を医科学･薬科学統合領
域において有している。③リサーチマインドを持った専門職医療

人、共同研究や医療チームを支える重要
な一員として、地域保健医療を積極的に
推進したい人

③分野横断的な考察力と高い倫
理観を持ち、地域の保健医療課
題等を発見する能力を有してい
る。

④医療分野において、医療機関、企業等
に勤める社会人としてキャリアアップを
図り、研究・臨床活動を適切に実践し、
社会貢献したい人

⑤本専攻課程での学修の基盤となる、医
科学・薬科学の基礎的知識や研究能力、
考察力、コミュニケーション力や英語力
を持ち、主体的・協働的に研究に打ち込
む態度を有する人

④積極的に課題解決に取り組
み、その成果を地域に発信し、
社会貢献できる研究能力を有し
ている。

専門分野の優れた知
識と見識、

①それぞれの専門分野で共通に必要となる研究･医療倫理、多職種連携、医療情報リテラシーを学ぶ共
通科目（必修）を設定する。（ディプロマ・ポリシー①に主に対応。以下同じ。）

②医科学・薬科学の基礎的知識や地域の保健医療課題等を教授することにより、分野にとらわれない
考察力、自ら課題を発見する能力、基礎的研究手法や英語力を修得するベーシック科目（必修・選
択）を設定する。（ディプロマ・ポリシー①②③）

③医科学・薬科学分野の優れた知識と見識、臨床医学・創薬科学・医薬品開発などの最新の知見を学
び、分野横断的に考察し研究する能力を修得する専門科目（選択・必修）を設定する。（ディプロ
マ・ポリシー②③）

④専門分野の優れた知識と見識、地域に立脚した幅広い観点から課題を発見し解決に向けて自ら考え
て取り組む意欲、高い倫理観、研究能力と成果を発信し地域保健医療を推進する能力を修得する特別
科目（選択必修）を設定する。本科目では併せて共同研究や医療チームを支える重要な一員として積
極的に活躍できる資質を涵養する。本科目は、講義科目としての特別演習及び研究指導科目としての
特別研究で構成する。（ディプロマ・ポリシー②③④）

⑤特別科目では、専門分野以外の知識と見識を獲得するため、専門分野を研鑽する主科目（特別演習
及び特別研究）に加え、主科目と違う区分から選択する副科目（特別演習）を複合的に履修すること
により、学生の知的好奇心を刺激し更なる研究意欲の活性化を図る場を提供する。（ディプロマ・ポ
リシー②③④）

⑥医科学・薬科学両分野の専門的知識と見識を獲得するため、両分野の教員がオムニバス形式で参画
する科目を共通科目及びベーシック科目で開設するとともに両分野の専門科目を選択できるようにす
る。（ディプロマ・ポリシー②③）

⑦成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価する。
⑧学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織した論文審査委員会に
おいて公正な審査を行い、続いて医学薬学総合研究科委員会にて判定を行う。

分野横断的な考察力
と高い倫理観、

自立した研究能力を
持ち、

地域の保健医療課題
等への対応において
重要な役割を果たす
ことができる優れた
生命医療科学（医科
学･薬科学）研究者又
は専門職医療人等を
養成する。

－審査意見（６月）（資料）－5－



養成する人材像と３つのポリシーの相関図（生命医療学専攻博士後期課程）

【養成する人材像】

＜研究科の目的＞　和歌山県立医科大学の地域における役割と和歌山県の地域保健医療の状況を踏まえた上で、高度先進的かつ医学・薬学横断的な研究能力、その基礎となる学識と研究倫理を備え、かつ広く世界に
貢献する高度医療人及び生命医療科学・医学・薬学の研究者を育成する。

【アドミッション・ポリシー】 【カリキュラム・ポリシー】 【ディプロマ・ポリシー】 【修了後の進路】

①先端的な医科学･薬科学の卓越した知識
と見識、高い倫理観、課題解決のための
高度な能力を身に付けたい人

①本専攻課程の学生として備え
ておくべき研究・医療倫理、多
職種連携、英語論文による発信
方法等の基礎的･応用的知識を
有している。

国の内外にわたる、

大学など高等教育機
関の教員、

研究機関や健康・医
療関連企業の高度生
命医療科学（医科
学･薬科学）研究
者、

医療機関の高度専門
職医療人等

②医科学･薬科学統合領域の専門知識や分
野横断的な考察力により、医療の多種多
様な課題を発見し、その解決に精力的に
取り組み、世界レベルで活動したい人

②専門分野の卓越した知識と見
識及び専門分野以外の幅広い知
識と見識を医科学･薬科学統合
領域において有している。③リサーチマインドを持った高度医療

人、共同研究や医療チームのリーダーや
主要メンバーとして、高度先進医療･地域
保健医療を積極的に推進したい人

③分野横断的な深い考察力と高
い倫理観を持ち、高度先進医
療・地域保健医療の課題を発見
する優れた能力を有している。

④医療分野において、大学、医療機関、
企業等に勤める社会人としてキャリア
アップを図り、教育・研究・臨床活動を
高いレベルで実践し、社会貢献したい人

⑤本専攻課程での学修の基盤となる、医
科学・薬科学の知識や研究能力、考察
力、コミュニケーション力や英語力を持
ち、主体的・協働的に研究に打ち込む態
度を有する人

④指導的立場から積極的に課題
解決に取り組み、その成果を世
界に発信し、社会貢献できる高
度な研究能力を有している。

専門分野の卓越した
知識と見識、

①それぞれの専門分野で共通に必要となる研究･医療倫理、多職種連携、医療情報リテラシーを学ぶ共
通科目（選択）を設定する。（ディプロマ・ポリシー①に主に対応。以下同じ。）

②医科学・薬科学の応用的知識や地域・世界の保健医療課題等を教授することにより、幅広い考察
力、自ら多様な課題を発見する能力、発展的な研究手法や英語論文による発信方法を修得するベー
シック科目（必修・選択）を設定する。（ディプロマ・ポリシー①②③）

③医科学･薬科学分野の卓越した知識と見識、臨床医学や創薬科学などの最新の知見を学び、分野横断
的に深く考察し高度な研究を行う能力を修得する専門科目（選択・必修）を設定する。（ディプロ
マ・ポリシー②③）

④専門分野の卓越した知識と見識、地域・国際・学際的視点から課題を発見する能力、課題解決に向
け主導的に取り組む意欲と高い倫理観、高度な研究能力、成果を世界に発信する能力を修得する特別
科目（選択必修）を設定する。本科目では併せて高度生命医療科学や高度先進医療・地域保健医療を
指導的立場から推進できる行動力や共同研究のリーダー・医療チームの主要メンバーとしての資質を
涵養する。本科目は、講義科目としての特別演習及び研究指導科目としての特別研究で構成する。
（ディプロマ・ポリシー②③④）

⑤特別科目では、専門分野以外の幅広い知識と見識を獲得するため、専門分野を研鑽する主科目（特
別演習及び特別研究）に加え、主科目と違う区分から選択する副科目（特別演習）を複合的に履修す
ることにより、学生の知的好奇心を刺激し更なる研究意欲の活性化を図る場を提供する。（ディプロ
マ・ポリシー②③④）

⑥医科学・薬科学両分野の幅広い専門的知識と見識を獲得するため、両分野の教員がオムニバス形式
で参画する科目を共通科目及びベーシック科目等で開設するとともに両分野の専門科目を選択できる
ようにする。（ディプロマ・ポリシー②③）

⑦成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価する。
⑧学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織した論文審査委員会に
おいて公正な審査を行い、続いて医学薬学総合研究科委員会にて判定を行う。

分野横断的な深い考
察力と高い倫理観、

自立した高度な研究
能力を持ち、

国際的な医科学･薬科
学研究や高度先進医
療・地域保健医療を
推進できる高度な生
命医療科学（医科学･
薬科学）研究者、高
度専門職医療人又は
高度な教育者等を養
成する。

－審査意見（６月）（資料）－6－



���������	
���������� ������������ !"#$%&'()*+,-./01203()456789:;<1=9>?@3AB-.=C7DEF<GHI3JK67DEL=CMNOPQRSTUOPGVNWX!MY6OZQ[ZDE\3=COP"]^=C7_`\aG�� !bcd&efg*Zh1-ijkilmnXDEQOP>?3opqrs3tuvwxy!z{|}a*~�6Q��6/0G�-i9!b
�����Q����
�&'()*+,-./0120��&'()��*��9/0120GOZQ[Z���Sxl9i�-i9!b�()456789:;<1=9>?@GHI3=CMNOPQRSTUOP*f�Gz2 !��.F<G�-i9!b���6B��� ¡6xf�¢£x¤¥¦§3¨*�©Gª«xz{-3¬®¯WX!=C7DEF<G�-i9!b

°�±²³´Q����¨�µ�*&'()W¶·x¸¹17!DEQOP>?3opqrs3OPº»�¼³��GZ½¶·¾¿À¸ÁÂGÃÄ !bOZQ[Z*��6/0LRSQª«*TUOPf�aG_Å !Æ1xy¥3��9:;<3A�oÇ7f�Gz2 !F<3zÈ67DEÉ}Ltuvwxy!z{|}GÁÊ !Ë��ÌÍ¾¿À¸ÁQÎÏÂGÃÄ !b DE>?QOP>?ZÐÑÒÓÔLÕÖ×¦ØkÓÔaxlÙ!DE>?��ÚÛÜ�W*OP>?xÝ9i:;-3=9>?@G�Þ¾¿opqrsÐopqrs*ÓßxÝ9iZ½¾¿OPº»�¼³��àOPáÌâ��ã3äå´º»¢æ3oçè�é¢æ7ê3OPº»*ë�|}L�éxÝ9iZ½¾¿OZQ[Z()*+,-./01203ìíLîïð3ñòEó7êôõ*/2GZ�3()456x8m:;-=C7DEGöÞF<GÁÊ !&'¾¿ÀÎÏQ¸ÁÂGÃÄ !b&'()*+,-./01203RSQJKQZK6÷ø��f�Gz2-¢£xùÙú�6x¤¥¦ûüý1=9>?@3=C7DEF<3�©Gª«xz{ !F<GÁÊ !þ�¾¿ÀÎÏ¸ÁÂGÃÄ !bd¾¿W^��iMY6OZQ[ZDEL=CMNOPQRSTUOPG��6B���VNWX!öÑ<L¶�DEQOP��´*����1-i*��G�� !bd¾¿^3�	¾¿1-i*þ�
����þ�
���xDE��¾¿1-i*þ�DEW�� !b
zÈ6DE|}vÓÔ|}L¬��}7ê*DEÉ}GzÈ67��WZ�3AB6xDEWX!F<G�Þ¾¿�Z|}þv�Z*�¹��LDEÉ}G��6xZ½¾¿��������  �����!"�  #�$%"&'tuvw*(§|3tuxy!z{|}aGZ½¾¿~�OZQ[Zþv�Q�)¼´*+h?Z3(×,F-.Z3[/0�Z7êOZQ[Z*~�67¾¿RSOPf�þv�QRS*TUOPf�xÝ9i?¢G81!¾¿�O�2%(×h3¾Zþv3îïðZþv34?4.Zþvà356Zþv�[�2%ôõÚÛ[?Zþv37�Qzìíþv3*+8hQzhQ9:Zþv3���2%ñòEóZþv3OP��ã;<=>)ZþvàìíLîïð3ñòEó7ê*ôõ*/2GÁÊ !¾¿()4567:;<Q=C7DEF<G�Þ¾¿ú¾¿?þ�
��Q@þ�DEÀDE��¾¿ÂA¾¿?þ�
��À�B(@C7!B(Âf�¢£xùÙú�6x¤¥¦ûüýG�Þ¾¿�©Gª«xz{ !F<GÁÊ !¾¿¶�DEQOP��´*����1-i*��G�� !¾¿D7!DEüý*ëEFGG!¾¿

þ�¾¿W^3&'()��*��9/0120GHÊ !.13&'()GDI !ú¾¿Àþ�
��3þ�
���þ�DEÂxJk3ú¾¿1�KB(��ÎÏ !A¾¿LÀþ�
��Â3ú¾¿1MÞB(��ÎÏ !A¾¿NÀþ�
��ÂGO�6xPÁ !Æ1xy¥3Zh*/6QRSGTU-D7!DEüý*ëEFGG!�GVW !bOZQ[ZX()*��9&'6/0120GHÊ !.13X()*_YìZ´[\)-]W^_ !¾¿G¶·¾¿��Ë��ÌÍ¾¿aW`Ã !11axX()*&'¾¿GÎÏWX!yÞx !b�bcd^3úe6Q ¡67ÅfQDEg*¤¦3h��i��DE�©xy¥cd !b

¾¿e�

Zjk�^3DE��_Ya*l��ÎÄm�.no�p*k�qYW¦r-.vwk�qYxl9ist7k�Gö93u9iOZ[Zv�DE¾qYxiwÄGöÞb

��xy%
（新）

－審査意見（６月）（資料）－7－



���������	
������������� ���������� !"#$%&'()*+,-./012314*+56789:;2<=>?@4ABC/DEF;GHI4JK,LMNOPQRS,TUVW=XYZ8[\G]/"^2_`a#-./bcNOdefNdeghdeiDEjkl()mNO$RG !"#nop(qPr,eb2CXstXWuvaDEgNO>?4wmxyz4{|}~V�#����R,��701G�CX=#n�()*+,-./01231��()*+��,��=01231GNdeghde���KVW=X�CX=#n�*+56789:;2<=>?@GHI4JK,LMNOPQRG�3"#F;G�CX=#n

�����g���� ������g���� d ¡¢

£¤¥7VPQ¦§V¨©ª«4¬,!]GJKV��C4®¯°`a#DEF;G�CX=#n

¬.±.,()*+`²³V´Z28#DEgNO>?4wmxyz4NOµ¶�·���Ge¸²³d f´¹iGº»"#nNdeghde,��701¼JK,LMNOPQRG½¾"#^2V�©4*+V2¿À.8=9:;4A¿PQG�3"#F;4��7DEÁ�¼{|;G¹Â"#Ã��ÄÅd f´¹gÆÇiGº»"#n DE>?gNO>?eÈÉÊËÌ¼ÍÎÏªÐtËÌRVWÑ#DE>?��ÒÓÔÕ`,NO>?VÖ=X��7801G¹ÂC4<=>?@G ×d wmxyzÈwmxyz,ËØVÖ=Xe¸d NOµ¶�·���ÈNOÙÄÚ��Û4ÜÝ�µ¶¦Þ4wßà�á¦Þ8â4NOµ¶,ãäVå#�p7Á�Ge¸d Ndeghde*+,-./012314ÒÓNegæhdegNhçè�8â,éê,03Ge�4*+567V9:CDE"#F;G¹Â"#()d fÆÇg´¹iGº»"#n()*+,-./012314JKVBëC/��=@ìí¿PQG�3C¦§VîÑXA¿9tX¨©ªïðñ4<=>?@4DEF;2!]G��CJKLMNOGòó"#F;G¹Â"#ôõd fÆÇ´¹iGº»"#npd `lö÷X²øDE¼NOù��Gút#YZ8ûü2CX¤¥7Vãý`a#þ�G� "#npd l4��d 2CX,ôõ����DE��d 2CX,ôõDE`�!"#n
��7DE��}ËÌ��¼®�	�8â,DEÁ�G��78
�`e�4AB7VDE`a#F;G ×d ®g�Ne�}�e*+VWÑ#��701gDEÁ�VÖ=Xe¸d È����������������{|}~,�«�g�a�4����RGe¸d JKNOPQ�}JK,LMNOV�CX?¦G !#/!,d ��b¡deô}4b¡*Ï¦Þeô}bcNOdeDE,�p28#bÊeg"eRVå#d ��Ndeghdeô}#g$��*Ïb?e4*ÏÍÎe4*ÏbÊhe4hç"e8âNdeghde,��78d �N¢%'$¡�&'Fdeô}4'F�(h?eô}4)bÊg*+,-g.�eô}4/?/0eô}È4ÒÓNeô}4M1deô}4NO��Û2+34-eô}È�h¢%'56deô}4Nhçè�ô}4é78æhdeô}4M1'F�(eô}ÒÓNegæhde8â,éê,03G¹Â"#d *+56789:;gDEF;G¹Â"#d 9d :ôõ��;ôõDEfDE��d i<d :ôõ��f=8#>*iPQ¦§VîÑXA¿9tX¨©ªïðñG ×d !]G��CJKLMNOGòó"#F;G¹Â"#d ²øDEgNOù��Gút#YZ8ûü2CX¤¥7Vãý`a#þ�G� "#d ?8#DEðñ,ã@"GA#d 

ôõd `l4()*+��,01231GBÂ"#/!4()*+GDC"#9d fôõ����ôõDEiVDt49d 2E×>*í¿ÆÇ"#<d fôõ��iGF�7VG¹"#^2V�©4eb,07HIJGKLC?8#DEðñ,ã@"GA#ÕGMN"#nNdeghdeO*+,()701231GBÂ"#/!4O*+,½ü_P�QR-ST`UV"#d G²³d ��Ã��ÄÅd `èº"#22WVO*+,()d GÆÇ`a#�×V"#n!XYZl49¡7g¤¥78¾[gDES,¨ª4\��]��DE!]V�©YZ"#ne^_	l4DE��½üR,`í¿Æ»a./bc�d,_	eü`ªfC/}~_	eü®VW=Xgh8_	Gi=4j=XNehek�DEdeü®VXl»Gi×n
－審査意見（６月）（資料）－8－



���������	
������������� ���������� !"#$%&'()*+,-./0123425*+6789:;<=>3?;@AB5CD/0?E9FGH>IJK5LM89NOPQROPFGS?ETUNVQWXYZNVI[U\]#?E9^_NVOP`NOPQROPaFGb5?E()cNV$de?E9fgbhI !"#ijk(lmn,P^3/opqorst]FGQNV@A5ucvwx5yz{|}~#����h,��8Q��812I�/o;#i
�����Q����

�()*+,-./012342��()*+��,��;12342INOPQROP���X}r;o�/o;#i�*+6789:;<=>3?;@ABIJK5?ETUNVQWXYZNV,m�I�4"#��0H>I�/o;#i

�� ¡¢£Q����¤�¥�,()*+\¦§}¨©39#FGQNV@A5ucvwx5NVª«�¬¢��IP¦§O®`¯°aI±²"#iNOPQROP,��812SWXQ³´,YZNVm�hIfµ"#¶3}~·5��;<=>5C¸u¹9m�I�4"#H>5�º89FG»�Syz{|}~#����I¼½"#¾��¿ÀO®`¨¼Q¯°aI±²"#i FG@AQNV@APÁÂÃÄÅSÆÇÈÉÊqÄÅh}rË#FG@A��ÌÍÎÏ\,NV@A}Ð;o<=/5?;@ABI ÑO®ucvwxÁucvwx,ÄÒ}Ð;oPO®NVª«�¬¢��ÓNVÔ¿Õ��Ö5×Ø£ª«ÙÚ5uÛÜ�ÝÙÚ9Þ5NVª«,ß���S�Ý}Ð;oPO®NOPQROP*+,-./0123425ÌÍNPSàROP9Þ,áâ,14IP�5*+678}:s<=/?E9FGIãÑH>I¼½"#()O®`¯°Q¨¼aI±²"#i()*+,-./0123425WXQLMQPM8äåæ¸m�I�4"#H>5m�Ùç}èËéê8}ë·Éìíî3?;@AB5?E9FGH>5!ïI³´}��"#H>I¼½"#ðñO®`¯°¨¼aI±²"#ikO®\eòóo?E^_NVOPS?ETUNVQWXYZNVIôê8DÏæ¸[U\]#ãÂ>S¦õFG,��ö�QNV÷�£,é©øùú�3/o,ûüIý "#ikO®e5þ�O®3/o,ðñ����FGôêO®3/o,ðñFG\�!"#i
�º8FG��{ÄÅ��S�����9Þ,FG»�I�º89��\P�5CD8}FG\]#H>I ÑO®	P��ð{	P,
©��SFG»�I�8}PO®���������������������������yz{|,���5yz}~#����hIPO®��NPQRPð{�Q �!¬£"#^AP5*È$H%&P5R'(�P9ÞNPQRP,��89O®WXNVm�ð{�Q WX,YZNVm�}Ð;oAÙI:)#O®�N*'ÌÍNPðþ5Z+OPðþ�R*'àR,8-.Pðþ5"#RAPðþ5��ROPðþ���*'/0}1"#NPQRP2���÷ÌÍNPQàROP9Þ,áâ,14I¼½"#O®*+6789<=>Q?E9FGH>I ÑO®éO®3ðñ��4ðñFG`FGôêO®a5O®3ðñ��`69#7*am�Ùç}èËéê8}ë·ÉìíîI ÑO®!ïI³´}��"#H>I¼½"#O®¦õFG,��ö�QNV÷�£,é©øùú�3/o,ûüIý "#O®89#FGíî,ß9:I;#O®<ôê8DÏæ¸=>8}m�Ùç}ë·É�5¤,!ïI³´}��/5��?@\]#?E9FGH>I�/o;#i

ðñO®\e5()*+��,��;12342IA½"#0)5()*+IFB"#éO®`ðñ����ðñFGa}Cq5éO®3DÑ7*æ¸¯°"#5O®`ðñ��aIE�8}F¼"#¶3}~·5P^,18GHIIJK/89#FGíî,ß9:I;#ÏILM"#iNOPQROPN*+,��;()812342IA½"#0)5N*+,fO/P£Qú!%R\ST"#O®I¦§O®��¾��¿ÀO®h\U±"#33V}N*+,()O®I¯°\]#~Ñ}"#i!W-.e5éX8Q=>89µYQFGZ,ëÉ5[��\��FG!ï}~·-."#i

O®X

P]^�e5FGôêfOh,_æ¸¯²`�0ab�c,^�dO\Ée/0{|^�dO�}r;ofg9^�Iã;5h;oNPRPi�FGOdO�}oj²IãÑi
－審査意見（６月）（資料）－9－



���������	
������������������� ������� �!"#$%&'()*+,*-./01234564789:;<=>?@AB5C?DEF7GH12CI=JKLBMNO7PQJK.RSTS5=UV%WX<*+JKY7*-ZS[.RSTS51\CIW]*-,^_`a*-Mb]cd%*e7fgh+icCI=jkJKMlVjkYiM"#$%mnopqrs[.+t51\uv\wxydJK,*-DE7z{|}~7������%����i.��<,��<34M�1\?%m
��pq�,�R�S
�*+,*-./01234564����89��.��?34564M*+,�+���_�w?\�1\?%m 89:;<=>?@AB5C?DEFMNO7CIW]*-,^_`a*-.¡¢M�6$%£¤2LBM�1\?%m¥¦§<H¨©ª«¬<�¡¢®�¯U°±7².#³M´µ���17¶·¸¹cd%CI=JKLBM�1\?%m

ºR»¼s[,�R�S²¤½¤.��89cP¾�¿À5=%JK,*-DE7z{|}~7*-ÁÂRÃs�SM+ÄP¾ÅÆÇ¿ÈÉMÊË$%m*+,�+.��<34Ì^_,´µ.`a*-¡¢iMjÍ$%Î5��U7��?@AB7GªzÏ=¡¢M�6$%LB7�Ð<=JKÑ�Ì������%����MÈÒ$%ÓS�ÔÕÅÆÇ¿È,Ö×ÉMÊË$%m JKDE,*-DE+Ø ¿Èz{|}~Ø ¿È*-ÁÂRÃs�SÙ ¿È*+,�+89./012345647ÚÛÌÜÝÞ7ßàKá=âãä.36M+�789:;<�>x@A1CI=JKMlVLBMÈÒ$%��ÅÆÇÖ×ÉMÊË$%m*+,*-�wå%/012345647^_,æç,+ç<èé©ª¡¢M�61®�êåë§<�¯U°ìíî5C?DEF7CI=JKLB7#³M´µ���$%LBMÈÒ$%ïðÅÆÇÖ×¿ÈÉMÊË$%moÅÆcgñò\WX<*+JKÌCIW]*-,^_`a*-M¦§<H¨©ªb]cd%lóBÌPQJK,*-ZS[.RSTS51\.ôõMö"$%moÅÆg7÷øÅÆ51\.ïðùúû��ïðùúüý��JK¦§ÅÆ51\.ïðJKcþ#$%m
�Ð<JK��� ¿È�+��ï� ¿È����������������	���
���	� ¿È��*+,�+ï�û ?�¤©Ö×��*+,�+ï�ü^_*-¡¢ï�û ?�¤©Ö×^_*-¡¢ï�ü8�t�Å+ï�ÜÝÞ+ï��E��+ï�� ���Ö×��+ï�ãä���E+ï���,�ÚÛï� ���Ö×�� t,�t,!"+ï�ßàKá+ï� ���Ö×*-�S#$%&'(+ï�Ù�)8¶·*+ïðùúû,ü7QïðJK*�+L*+ïðùúû,ü7QïðJK,-8�+L*+ïðùúû,ü7QïðJK�)8.�*-*+ïðùúû,ü7QïðJK/0��1Å+ïðùúû,ü7QïðJK/0���Å+ïðùúû,ü7QïðJK2ëÅÆ.374ÅÆ51\ïðùúûMQ)8��5=%)8Ç�678ìÉ©ª9�ÅÆÖ×

ïðÅÆcg7ëÅÆ5Q:)8©ªÖ×$%4ÅÆ�ÇïðùúûÉ7ëÅÆ5;V)8©ªÖ×$%4ÅÆ<ÇïðùúûÉM=È17��89�5ª>¤=?��?è95��<34.ÈÒM?L5$%m*+,�+@89.��?��<34564MAÒ$%2B7@89.jCÚD[EF(*GcHI$%ÅÆMP¾ÅÆ��ÓS�ÔÕÅÆicJÊ$%557�@89.��ÅÆMÖ×cd%�V�$%m#KLMg7ëN<,«¬<=ÍO,JKP.¯°7Q�SR��JK#³��ULM$%m

ÅÆN6

+�STg7JK¦§jCi.U©ªÖËV¤2�W�X.STYCc°Z12��STYC·�w?\[\=STMl?7]?\*+�+.�JKÅYC·�\^ËMlVm

P¾ÅÆÓS�ÔÕÅÆ
��ÅÆ
ïðÅÆ

－審査意見（６月）（資料）－10－



���������	
�������������	
�������� ������� �!"#$%&'()*+,-./01234256789:;<=>3?@ABC5DEF0GHI>JKL5MNO*PQRSTU-GHVWXYZ*P[Q\-]^_`UabGHX*PcdeJfg%hi;jk3FlmnUo%./0pq*P+,r*+,sGHtXuvw*P&\J"#$%xyz{|}~e-,p3Fl�gl���oGHO*PAB5�w�R�5������%W���\-��:12J�Fl@%x�*+,67-./012342��uv67��-12342J*+,O�+,���Z��@l�Fl@%x�6789:;<=>3?@ABCJKL5YZ-�M*P��\JW4$%I>J�Fl@%x

� {|¡O¢£¤d ¥£¦§~eO¢£¤d +¨©ª

«¬:���®¯�°±²³5´-#µJYZ�W�F5¶·¸¹Uo%GHI>J�Fl@%x

´/º/-uv67Ua»�¼i3;%GHO*PAB5�w�R�5*P½¾£¿~¤dJ,Àa»+¨r¼ÁsJÂÃ$%x6789:;ÄÅ@CÆÇÈ*+,-��:12JÉÊ$%Ë3��±567�3ÈÌ/;@<=>5DÈ��JW4$%I>5��:GHÍ�X��>JÁÎ$%Ïd¤ÐÑ+¨r¼ÁOÒÓsJÂÃ$%x*+,�Ô%ÄÅ@123425]^*,OÕ�+,O*�ÖVW;×-ØÙ-14J,�56789:�<=FGH$%I>JÁÎ$%uv+¨rÒÓsJÂÃ$%xuv67-./0123425YZ�EÚF0ÄÅ@CÆÇÈ��JW4F®¯�ÛÜlDÈ<gl°±²ÝÞß5?@ABC5GHI>3#µJW�FYZ�M*PJàá$%I>JÁÎ$%âã+¨rÒÓ¼ÁsJÂÃ$%xz+¨UäåælabGHX*PcdeJfg%hi;jk3Fl¬:�mnUo%çèJé"$%xz+¨ä5êë+¨3Fl-âãìí��GHîï+¨3Fl-âãGHUð#$%xâã+¨Uä5uv67JGñ$%ò+¨5ò+¨3óôõ6ÇÈÒÓ$%ö+¨J÷�:�øÁ$%Ë3��±5,p-1:ùúûJüýFþ;%GHÞß-m��J�%`J��$%x*+,O�+,�67-uv:12342J�Î$%0�5�67-Ék��e	
��U��$%+¨Ja»+¨��Ïd¤ÐÑ+¨UVÂ$%33���67-uv+¨JÒÓUo%�ô�$%x#���ä5ò©:O¬:;ÊTOGH�-°²5�¢d���GH#µ��±��$%x,���ä5GHîïÉk\-�ÇÈÒÃ�/0����-���kU² F0�����k·��@l!";��J#@5$@l*,�,%�GH+�k·�l&ÃJ#ôx

GHABO*PAB,' ¼Á�w�R�' ¼Á*P½¾£¿~¤d' ¼Á��:GH��� ¼Á¶·O()*,*� ¼Á+,-./01,223456178 ¼ÁYZ*P��*� ¼Á��p©+,â�p©69®:,â� ;<�ÒÓ��*+,O�+,â�=��*+,O�+,â�>&©ð?[I+,â�[I@A�B,â�BpCODEF�OGH,â�IBIJ,â�' K<�]^*,â� ÒÓMN+,â�*P�dLMENO�,â�'PQ+,â�*�ÖVWâ�ØRSÕ�+,â� ;<�ÒÓMN[I@A,â�+õ6¶·*,âãìí5bâãGH�J[I*,âãìí5bâãGHTU69[I*,âãìí5bâãGHVõ6%�*P*,âãìí5bâãGHWXIJY+,âãìí5bâãGHWXIJ�+,âãìí5bâãGHZò+¨-[5ö+¨3FlâãìíJ\;%õ6r�ª�]ÝsÇÈ^+¨ÒÓ

a»+¨Ïd¤ÐÑ+¨
uv+¨
âã+¨

－審査意見（６月）（資料）－11－



���������	
�������������	
�������� ������� �!"#$%&'()*+,-./01234536789:;<=>?@A4B>CDE6FG01BH<IJKALMN6IJOPQRST*UPVWXYZ[IJ-\]^]40_`aYb%BHcd*U+,e*+,fIJg6hi*UOPj-klY*Um]n-opqrs]40_tuYb%BHvwx*U&yz{,j-BH<|}IJL`~|}gjL"#$%�
������n-,c40_��_���bIJT*UCD6�x�V�6������%����-��;T��;23L�0_>%�
�����T \¡]
¢*+,78-./0123453£¤vw78¥¦-23453L*+,T§+,¨©ªi��>_�0_>%�«789:;<=>?@A4B>CDELMN6BH¬*UThi®R*U-¯°L�5$%±²1KAL�0_>%�

³\´µ�nT \¡]¶²·²-vw78YZ¸�¹p4<%IJT*UCD6�x�V�6*Uº»\¼�¡]L,½Z¸+¾e¿ÀfLÁÂ$%�*+,T§+,-��;23QhiTÃÄ-®R*U¯°jL|Å$%Æ4��Ç6ÈÉ>?@A6FÊ�Ë<¯°L�5$%KA6�Ì;<IJÍ�Q������%����LÎÏ$%Ð]¡ÑÒ+¾e¹ÎT¿ÀfLÁÂ$%�*+,78-./01234536ÓÔ*,QÕ§+,<Ö-×Ø-25L,¤6789:;�=�?@0BH<IJL`~KALÎÏ$%vw+¾e¿ÀT¹ÎfLÁÂ$%�vw78-./01234536hiTÙÚT,Ú;ÛÜÝÊ¯°L�5$%KA6¯°Þß�àáoâ;�ãÇäåæç4B>CDE6BH<IJKA6#èLÃÄ���$%KALÎÏ$%éê+¾e¿À¹ÎfLÁÂ$%��+¾Yzëì_BHcd*U+,QBH¬*UThi®R*ULíâ;GlÝÊîYb%`aAQZ[IJ-\]^]T*Um]n-opqrs]40_-ïðLñ"$%��+¾z6òó+¾40_-éêôõ£¤IJíâ+¾40_-éêIJYö#$%�
÷íâ;GlÝÊøù;�¯°Þß�ãÇäú6¶-#èLÃÄ���06ûüýþYb%BH<IJKAL�0_>%�

éê+¾Yz6F��¿À01o+¾4�<%*+,T§+,�-�7ÝÊ�+¾L�Î06vw78�4Ê�²<>ÈÉ>Û84789:;<vw;23-ÎÏL�K4$%�*+,T§+,�78-ÈÉ>vw;23453L	Ï$%1
6�78-|���ns���Y��$%+¾LZ¸+¾£¤Ð]¡ÑÒ+¾jY�Á$%44���78-vw+¾L¿ÀYb%�~�$%�#���z6o�;Tøù;<ÅXTIJ�-ãä6� ]�£¤IJ#è��Ç��$%�

+¾��

,���z6IJíâ|�j- ÝÊ¿Â!²1"#¥$-��%�Yä&01����%�ü��>_'(<��L`>6)>_*,§,*©IJ+%�ü�_+ÂL`~�

IJCDT*UCD,, ¿À�x�V�, ¿À*Uº»\¼�¡]- ¿À.�,/0¯1Î2g¥¦Y[Ë-+¾L3�Î-l©6¿À�Ì;IJ��� ¹Î4,��é� ¹Î56789:;6<<5:86;=>:<<?9@A>BC ¹Î��*,T§,é�D >E²Ý¿À��*,T§,é�Fhi*U¯°é�D >E²Ý¿Àhi*U¯°é�FÓÔ*,éò ¹ÎRS+,éò ¹ÎÕ§G;��,éòHI§D,éò JK�¿À��§+,éò�L�M$%*,T§,N��]m ¹Î

Z¸+¾
Ð]¡ÑÒ+¾
vw+¾

5�7ûü*,éêôõ6[éêIJ�OOK*,éêôõ6[éêIJPQ7ROK*,éêôõ6[éêIJS�7*©*U*,éêôõ6[éêIJTUVO�+,éêôõ6[éêIJTUVO¦+,éêôõ6[éêIJ.o+¾-W6�+¾40_éêôõL�<%�7e§��XåfÝÊJ+¾¿À
éê+¾

－審査意見（６月）（資料）－12－



���������	
������������������� ������� �!"#$%&'()*+,-$%./01234567869:;<=4>?@ABC7D@EFG9HI01DJ>KLMCNOP9QRSTUVWXVY%Z[4*+KL\]^_\`abc4Idef:;<=4,DJZghiSj*NklmnopqKLNrgVY%DJhi&N"#$%stuvwxyz{+|70}~�}���YKL]hiEF9�����9����,�%�����{��4]��456N�0}@%s
��vw�]����
�*+,-$%./0123456786� 23:;¡¢{£¤@56786Nh+]*+¥¦§R,�@}�0}@%s¨:;<=4>?@ABC7D@EFGNOP9Z[4>*+KLSDJZghi{©ªN�8$%«¬1MCN�0}@%s

�®¯yz]����°¬±¬{23:;V²³,´µ7>%KL]hiEF9�����9hi¶·�¸y��N+¹²³º»¼´½¾N¿À$%sh+]*+{��456SQR]TU{ÁÂhi©ª�N^Ã$%Ä7,�Å9£¤@ABC9Hf�Æ>©ªN�8$%MC9�Ç4>KLÈ�S����,�%����N½É$%Ê��ËÌº»¼´½]ÍÎ¾N¿À$%sh+]*+:;{./01567869ÏÐSÑÒÓ9ÔÕLÖ>×ØÙ{58N+ 9:;<=4,?�AB0DJ>KLNÚÛMCN½É$%23º»¼ÍÎ]´½¾N¿À$%s*+:;,�Ü%./01567869QR]ÝÞ]+Þ4ßàef©ªN�80áâ,ãÜäc4,åÅælçè7D@EFG9DJ>KLMC9#éNTU,��$%MCN½É$%êëº»¼ÍÎ´½¾N¿À$%suº»Vaìí}Z[4*+KLSDJZghi]QRÁÂhiNbc4IdefrgVY%ÚîCS²ïKL]hið�z{��ñ�70}{òóNô"$%suº»a9õöº»70}{êë÷øù� êë÷øúû ,KLbcº»70}{êëKLVü#$%sêëº»Va9äº»7ïýþ:efÍÎ$%�º»�¼êë÷øù¾9äº»7�Ûþ:efÍÎ$%�º»�¼êë÷øù¾N�½0923:;,7f�¬>@£¤@ß;723456{½ÉN�M7$%sh+]*+�:;{£¤@23456786N�É$%1�9�:;{^	Ï
z����V��$%º»N²³º»� Ê��ËÌº»�V�¿$%77�,�:;{23º»NÍÎVY%�Û,$%s#���a9ä�4]��4>Ã�]KL�{åæ9����� KL#é,�Å��$%s

º»��

+� !a9KLbc^	�{"efÍÀ#¬1$%¡&{ !'	Væ(01�� !'	),�@}*+> !NÚ@9,@}h+*+-¦KLº'	),}.ÀNÚÛs

KLEF]hiEF+/ ´½�����/ ´½hi¶·�¸y��0 ´½�Ç4KL��� ´½1+��ê� ´½234567839927538:;799<6=>;?@ ´½��h+]*+ê�ù @A¬eÍÎ��h+]*+ê�úQRhi©ªê�ù @A¬eÍÎQRhi©ªê�ú
Bþ:CF]D+*+êë÷øù]ú9ïêëKL|E*+êë÷øù]ú9ïêëKLFþ:hi*+êë÷øù]ú9ïêëKLmn]G)*+êë÷øù]ú9ïêëKLHäº»{I9�º»70}êë÷øùNïþ:� J>%þ:¼h��kl¾efK�º»ÍÎ

²³º»Ê��ËÌº»

êëº»
:L|Eº+ê�ÑÒÓ+ê�MFMN+ê�O �P�ÍÎQR+ê�ØÙmn*F+ê� ´½S1]�ÏÐê� ´½TUV|]�|]WX+ê� ´½ÔÕLÖ+ê�hi��YZ[\]+ê�0 �P�ÍÎ
23º»

^bc4Idef��4,©ªáâ,åÅæ_9°{#éNTU,��09G)`aVY%DJ>KLMCN�0}@%s
－審査意見（６月）（資料）－13－



���������	
�������������	
�������� ������� �!"#$%&'()*+,-.$%/01234567869:;<=4>?@A7B1CDE9FGHIJKLAMNO9PQRST.UVWXY*RSTRZ,R[\R]^RZ_\>`abcd*>`cJK9ef-gh%JKi9STj.kcSTlmn+,opqcrbst7>%uv>wxImnST+,X*+,aJKiyz23{ST&M"#$%|}~�����c,m7H��������JKRSTCD9�{�Ug9����-u%f���kc��456M�H�1%|�*+,:;-.$%/0156786��23:;��c56786MS+,R*+,��pq-�1��H�1%|�:;<=4>?@A7B1CDEMNO9�qc PST¡¢kMf8$%LAM�H�1%|

£¤��¥R¦§¨© ª§«¬��R¦§¨© +®o¯x°xc23:;b±²-³´7>%JKRSTCD9�{�Ug9STµ¶§·�¨©M,¸±²+X³¹aMº»$%|:;<=4>/01E¼½¾*+,c��456M¿À$%Á7-uÂ9:;-7¾hx>1?@A9F¾¡¢Mf8$%LA9��4JKÃ�l��AM¹Ä$%Å©¨ÆÇ+X³¹RÈÉa7H�º»$%|*+,-Ê%/01567869ËÌS,Rd*+,RS*\ef>`cÍÎc58M,�9:;<=4-?@HJK$%LAM¹Ä$%23+XÈÉR³¹aMº»$%|23:;cwxI567869B1CDE9/01Ï;9F¾?��JKH¡¢ÐÑ$%ÒÓ7LAM¹Ä$%ÔÕ+XÈÉ³¹aMº»$%|~+bzÖ×�PQ.UVW-�Ø%¡¢-ÙÚ4-ÛÂÜÝÞßA7àáMâ-ãØ%|~+z9äå+7H�cÔÕæç��JKèé+7H�cÔÕJKbê#$%|ÔÕ+bz923:;MJë$%ì+9ì+7ívî:½¾ÈÉ$%ï+Mð�4-ñ¹$%Á7-uÂ9,mc54òóôMõöH÷>%JKÒÓcøùZMú%ûMüý$%|S+,R*+,-�Ø%23456786MþÄ$%I�9�:;c¿���������b	
$%+M±²+��Å©¨ÆÇ+beº$%77�-9�:;c23+MÈÉb�%uv-$%|#��z9ì®4RÙÚ4>ÀWRJK�cÛÜ9�¦©���JK#�-uÂ�$%|,���z9JKèé¿�kcr½¾È»�xI����c����bÜ�HI�������-�1���>��MÞ19�1�S,*, �JK+���-�!»MÞv|"ÙÚ4-¡¢ÐÑ-ÛÂÜ#9¯c#�M�q-f�H9$�%&b�%JKLAM�H�1%|

JKCDRSTCD,' ³¹�{�Ug' ³¹STµ¶§·�¨©' ³¹��4JK��� ³¹$�R()S,*� ³¹+,-./01,223456178 ³¹�qST¡¢*� ³¹��m®+,Ô�m®:9Ð:,Ô� ;<�ÈÉ��S+,R*+,Ô�=��S+,R*+,Ô�>&®ê?jL+,Ô�jL@A*D,Ô�BmCRDEF�RGH,Ô�IDIJ,Ô�' ;<�ËÌS,Ô� ÈÉPQ+,Ô�ST£©KLEMN�,Ô�'OP+,Ô� ³¹S*\efÔ� ³¹ÍQRd*+,Ô� ³¹PQjL@A,Ô� ³¹

±²+Å©¨ÆÇ+
23+

Sî:CDRZ,*,ÔÕæç9TÔÕJKmn*,ÔÕæç9TÔÕJKUî:ST*,ÔÕæç9TÔÕJKËÌR$�*,ÔÕæç9TÔÕJKVì+cW9ï+7H�ÔÕæçMX>%î:XSo�YÝa½¾Z+ÈÉ
ÔÕ+

－審査意見（６月）（資料）－14－



���������	
�������������	
�������� ������� �!"#$%&'()*+,-./01234536789:;<=>?@A4B>CDE6FG;HIJ$%KL01BM<NOPAQRS6NOTUVWX-YZ[\]U^_`abc*[\][d,[ef[gh[dif<jklmnNO-opqp40rstlu%BMvw\]+,b*+,kNOxVy,alBM<z{NOQs|z{xaQ"#$%}~������-,v40r��r���uNO[\]CD6���^�6����H�%����a-��;[�J;23Q�0r>%}
�����[�o�p
 *+,78-./0123453¡¢£¤78¥¦-23453Q\+,[*+,§¨©XH�>r�0r>%}ª789:;<=>?@A4B>CDEQRS6BM«¬\][WXY\]-®¯Q�5$%°±1PAQ�0r>%}

²o³´��[�o�pµ±¶±-£¤78lmIH·¸4<%NO[\]CD6���^�6\]¹ºo»��pQ,¼mI+½b¾¿kQÀÁ$%}\+,[*+,-�J;23VWX[ÂÃ-Y\]®¯aQzÄ$%Å4H�Æ6ÇÈ>?@A6KÉ�Ê<®¯Q�5$%PA6�Ë;<NOÌ�V����H�%����QÍÎ$%Ïp�ÐÑ+½b·Í[¾¿kQÀÁ$%}*+,78-./01234536ÒÓ\,VÔ*+,<j-ÕÖ-25Q,¢6789:;H=�?@0BM<NOQs|PAQÍÎ$%£¤+½b¾¿[·ÍkQÀÁ$%}*+,78-./01234536789:;<=>?@A6WX[FG[,G;×ØÙÉ®¯Q�50ÚÛHÜÝrÞß;HàÆáâãä4B>CDE6BM<NOPA6#åQÂÃH��$%PAQÍÎ$%æç+½b¾¿·ÍkQÀÁ$%}�+½èéê+½40r-æçëì¡¢NOíß+½40r-æçNOlî#$%}
ïíß;LðÙÉñò;H®¯ÚÛHàÆáó6µ-#åQÂÃH��$%BM<NOPAQ�0r>%}

æç+½lè6Kôõ¾¿01Þ+½4ö<%\+,[*+,÷-ø7ÙÉù+½QúÍ06£¤78H4Éû±<>ÇÈ>×84789:;<£¤;23-ÍÎQüP4$%}\+,[*+,ý78-ÇÈ>£¤;23453QþÎ$%1�6ý78-z�õ�������l��$%+½QmI+½¡¢Ïp�ÐÑ+½al	À$%44
Hý78-£¤+½Q¾¿lu%�|H$%}#��è6Þ�;[ñò;<Ä`[NO�-àá6��p�¡¢NO#åH�Æ�$%}

+½��

,���è6NOíßz�a-�ÙÉ¾Á�±1��¥�-����lá�01�������H�>r��<��Qs>6 >r\,*,!¨NO+���Hr"ÁQs|}

NOCD[\]CD,# ¾¿���^�# ¾¿\]¹ºo»��p$ ¾¿%�,&'®(Í)x¥¦lnÊ-+½Q*úÍ-ð¨6¾¿�Ë;NO��� ·Í+,��æ� ·Í,-./012-33,1/-245133607859: ·Í��\,[*,æ�; ><±Ù¾¿��\,[*,æ�=WX\]®¯æ�; ><±Ù¾¿WX\]®¯æ�=ÒÓ\,æé >?�¾¿YZ+,æéÔ*@;�,æéAB*D,æé C?�¾¿��*+,æéõDHE$%\,[*,F��pG ·Í

mI+½
Ïp�ÐÑ+½
£¤+½

Hø7ID[d,*,æçëì6næçNOvw*,æçëì6næçNOJø7\]*,æçëì6næçNOÒÓ[K�*,æçëì6næçNO%Þ+½-L6ù+½40ræçëìQö<%ø7b\�
MâkÙÉ>+½¾¿
æç+½

－審査意見（６月）（資料）－15－



医学薬学総合研究科⽣命医療学専攻（博⼠課程） カリキュラムマップ
【養成する⼈材像】
専⾨分野の卓越した知識と⾒識、分野横断的な深い考察⼒と⾼い倫理観、⾃⽴した⾼度な研究能⼒を持ち、国際的な研究や⾼度先進医療・地域保健医療を推進できる先端的医学・薬学

研究者、⾼度医療⼈⼜は⾼度な教育者等を養成する。

①本専攻課程の学⽣として備
えておくべき研究・医療倫
理、多職種連携、英語論⽂
による発信⽅法等の基礎
的・応⽤的知識を有してい
る。

ディプロマ・ポリシー

②専⾨分野の卓越した知識と
⾒識及び専⾨分野以外の幅
広い知識と⾒識を医学・薬
学統合領域において有して
いる。

③分野横断的な深い考察⼒と
⾼い倫理観を持ち、⾼度先
進医療・地域保健医療の課
題を発⾒する優れた能⼒を
有している。

④指導的⽴場から積極的に課
題解決に取り組み、その成
果を世界に発信し、社会貢
献できる⾼度な研究能⼒を
有している。

カリキュラム・ポリシー

それぞれの専⾨分野で共通に必要となる研究・医療倫理、多職種連携、医療情
報リテラシーを学ぶ共通科⽬（必修）を設定する。

医学・薬学の応⽤的知識や地域・世界の保健医療課題等を教授することにより、
幅広い考察⼒、⾃ら多様な課題を発⾒する能⼒、発展的な研究⼿法や英語論⽂
による発信⽅法を修得するベーシック科⽬（必修・選択）を設定する。

研究倫理・医療倫理学Ｂ
動物実験や遺伝⼦組換え実験等における研究倫理及び臨床
現場での医療倫理について考察し、⾼い倫理観を養う科⽬

多職種連携Ｂ
多職種連携の実践について学ぶ科⽬

医療情報リテラシーB
医療ビッグデータ、ゲノム情報解析、多変量統計解析など、
医療情報の活⽤⽅法や統計について学ぶ科⽬

医学・薬学分野の卓越した知識と⾒識、がんや感染症、死因究明など最新の知
⾒を学び、分野横断的に深く考察し⾼度な研究を⾏う能⼒を修得する専⾨科⽬
（選択・必修）を設定する。

専⾨分野の卓越した知識と⾒識、地域・国際・学際的視点から課題を発⾒し解
決に向け主導的に取り組む意欲と⾼い倫理観、⾼度な研究能⼒、成果を世界に
発信する能⼒を修得する特別科⽬（選択必修）を設定する。本科⽬では併せて
先端的医学・薬学研究や⾼度先進医療・地域保健医療を指導的⽴場から推進で
きる⾏動⼒や共同研究・医療チームのリーダーとしての資質を涵養する。本科
⽬は、講義科⽬としての特別演習Ⅰ及び特別演習Ⅱ並びに研究指導科⽬として
の特別研究で構成する。

発展的研究⽅法論
実験⽅法や社会調査法などの研究⼿法を発展的な内容で学
び、⾃⽴的に研究できる能⼒を養う科⽬

疫学⽅法特論
疫学の重要概念や研究⼿法を系統的に学ぶ科⽬

Advanced  Academic  English
英語論⽂の読み⽅、英語による発信⽅法等を学ぶ科⽬

基礎医学・薬学特論Ⅰ・Ⅱ
システム神経⽣理学、分⼦機能形態学、薬品作⽤学など医
学・薬学の基礎的な科⽬

地域医療課題特論Ⅰ・Ⅱ
地域の保健医療課題について理解を深める科⽬

【医系型】分⼦⽣命科学特論、感染症学特論、病理病態
学特論B、腫瘍学特論

【薬系型】最新臨床薬理学特論、免疫・発がん特論、神
経再⽣・発⽣・疾患学特論、

【統合型】死因究明学特論、医療データサイエンス学特
論B

がんや感染症、死因究明などの最新の知⾒を修得する科⽬
分野横断的な考察⼒・⾼度な研究能⼒を養う科⽬

主科⽬：特別演習Ⅰ・Ⅱ＋特別研究（研究指導科⽬）
副科⽬：特別演習Ⅰ（同区分＋異なる区分）

課題解決に向け主導的に取り組む意欲を養う科⽬
成果を世界に発信する能⼒を修得する科⽬
共同研究・医療チームのリーダーとしての資質を涵養する科⽬
更なる研究意欲の活性化を図る科⽬

特別科⽬では、専⾨分野以外の幅広い知識と⾒識を獲得するため、専⾨分野
を研鑽する主科⽬（特別演習Ⅰ、特別演習Ⅱ及び特別研究）に加え、主科⽬
と同じ区分から選択する副科⽬１（特別演習Ⅰ）、主科⽬と違う区分から選
択する副科⽬２（特別演習Ⅰ）を複合的に履修することにより、学⽣の知的
好奇⼼を刺激し更なる研究意欲の活性化を図る場を提供する。

医学・薬学両分野の幅広い専⾨的知識と⾒識を獲得するため、両分野の教員が
オムニバス形式で参画する科⽬を共通科⽬及びベーシック科⽬等で開設すると
ともに両分野の専⾨科⽬を選択できるようにする。

成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価す
る。

科⽬体系

学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織し
た論⽂審査委員会において公正な審査を⾏い、続いて医学薬学総合研究科委員
会にて判定を⾏う。

【資料2】
（旧）

－審査意見（６月）（資料）－16－



医学薬学総合研究科⽣命医療科学専攻（博⼠前期課程） カリキュラムマップ
【養成する⼈材像】
専⾨分野の優れた知識と⾒識、分野横断的な考察⼒と⾼い倫理観、⾃⽴した研究能⼒を持ち、地域の保健医療課題等への対応において重要な役割を果たすことができる優れた⽣命医療

科学（医科学・薬科学）研究者⼜は専⾨職医療⼈等を養成する。

①本専攻課程の学⽣として
備えておくべき研究・医
療倫理、多職種連携、英
語論⽂による発信⽅法等
の基礎的知識を有してい
る。

②専⾨分野の優れた知識と
⾒識及び専⾨分野以外の
幅広い知識と⾒識を医科
学・薬科学統合領域にお
いて有している。

③分野横断的な考察⼒と⾼
い倫理観を持ち、地域の
保健医療課題等を発⾒す
る能⼒を有している。

ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー 科⽬体系

④積極的に課題解決に取り組
み、その成果を地域に発信
し、社会貢献できる研究能
⼒を有している。

それぞれの専⾨分野で共通に必要となる研究・医療倫理、多職種連携、医療情
報リテラシーを学ぶ共通科⽬（必修）を設定する。

医科学・薬科学の基礎的知識や地域の保健医療課題等を教授することにより、
分野にとらわれない考察⼒、⾃ら課題を発⾒する能⼒、基礎的研究⼿法や英語
⼒を修得するベーシック科⽬（必修・選択）を設定する。

研究倫理・医療倫理学A
動物実験や遺伝⼦組換え実験等における研究倫理及び臨床
現場での医療倫理について基礎的な知識を修得し、⾼い倫
理観を養う科⽬

多職種連携A
多職種連携の実践について学ぶ科⽬

医療情報リテラシーA
医療ビッグデータ、ゲノム情報解析、多変量統計解析など、
医療情報の活⽤に係る基本的⼿法を学ぶ科⽬

医科学・薬科学分野の優れた知識と⾒識、臨床医学・創薬科学・医薬品開発な
どの最新の知⾒を学び、分野横断的に考察し研究する能⼒を修得する専⾨科⽬
（選択・必修）を設定する。

専⾨分野の優れた知識と⾒識、地域に⽴脚した幅広い観点から課題を発⾒し
解決に向けて⾃ら考えて取り組む意欲、⾼い倫理観、研究能⼒と成果を発信
し地域保健医療を推進する能⼒を修得する特別科⽬（選択必修）を設定する。
本科⽬では併せて共同研究や医療チームを⽀える重要な⼀員として積極的に
活躍できる資質を涵養する。本科⽬は、講義科⽬としての特別演習及び研究
指導科⽬としての特別研究で構成する。

基礎的研究⽅法論
実験⽅法や社会調査法などの研究⼿法を基礎的な内容で学
び、⾃⽴的に研究できる能⼒を養う科⽬

社会・予防医学概論
疫学分野における基礎的知識・研究⼿法について学ぶ科⽬

Academic  English
英語論⽂の読み⽅・書き⽅、発信⽅法等を学ぶ科⽬

基礎⽣体科学特論、⽣体分⼦解析学特論
⽣命医療科学研究の基本となる⽣物学・化学等に係る科⽬

基礎医科学・薬科学特論Ⅰ・Ⅱ
統合分⼦⽣理学、分⼦遺伝学、分⼦⽣物薬学、薬品化学な
ど医科学・薬科学の基礎的な科⽬

【医系型】⼈体構造機能科学特論、機能調節薬理学特
論、微⽣物・ウイルス・免疫学特論、病理
病態学特論A、臨床医学特論、健康科学特論、
医療データサイエンス学特論A

【薬系型】安全科学特論、医薬品開発特論、最先端創
薬科学特論、健康機能調節学特論

臨床医学・創薬科学などの最新の知⾒を修得する科⽬
分野横断的な考察⼒・研究能⼒を修得する科⽬

主科⽬：特別演習＋特別研究（研究指導科⽬）
副科⽬：特別演習（異なる区分）

課題解決に向けて⾃ら考えて取り組む意欲を養う科⽬
成果を発信し地域保健医療を推進する能⼒を修得する科⽬
共同研究・医療チームを⽀える重要な⼀員として積極的に活
躍できる資質を涵養する科⽬
更なる研究意欲の活性化を図る科⽬

特別科⽬では、専⾨分野以外の知識と⾒識を獲得するため、専⾨分野を研鑽す
る主科⽬（特別演習及び特別研究）に加え、主科⽬と違う区分から選択する副
科⽬（特別演習）を複合的に履修することにより、学⽣の知的好奇⼼を刺激し
更なる研究意欲の活性化を図る場を提供する。

医科学・薬科学両分野の専⾨的知識と⾒識を獲得するため、両分野の教員がオ
ムニバス形式で参画する科⽬を共通科⽬及びベーシック科⽬で開設するととも
に両分野の専⾨科⽬を選択できるようにする。

成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価す
る。

学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織し
た論⽂審査委員会において公正な審査を⾏い、続いて医学薬学総合研究科委員
会にて判定を⾏う。

－審査意見（６月）（資料）－17－



医学薬学総合研究科⽣命医療科学専攻（博⼠後期課程） カリキュラムマップ
【養成する⼈材像】
専⾨分野の卓越した知識と⾒識、分野横断的な深い考察⼒と⾼い倫理観、⾃⽴した⾼度な研究能⼒を持ち、国際的な医科学・薬科学研究や⾼度先進医療・地域保健医療を推進できる⾼

度な⽣命医療科学（医科学・薬科学）研究者、⾼度専⾨職医療⼈⼜は⾼度な教育者等を養成する。

①本専攻課程の学⽣として備
えておくべき研究・医療倫
理、多職種連携、英語論⽂
による発信⽅法等の基礎
的・応⽤的知識を有してい
る。

ディプロマ・ポリシー

②専⾨分野の卓越した知識と
⾒識及び専⾨分野以外の幅
広い知識と⾒識を医科学・
薬科学統合領域において有
している。

③分野横断的な深い考察⼒と
⾼い倫理観を持ち、⾼度先
進医療・地域保健医療の課
題を発⾒する優れた能⼒を
有している。

カリキュラム・ポリシー

それぞれの専⾨分野で共通に必要となる研究・医療倫理、多職種連携、医療情
報リテラシーを学ぶ共通科⽬（選択）を設定する。

医科学・薬科学の応⽤的知識や地域・世界の保健医療課題等を教授することに
より、幅広い考察⼒、⾃ら多様な課題を発⾒する能⼒、発展的な研究⼿法や英
語論⽂による発信⽅法を修得するベーシック科⽬（必修・選択）を設定する。

研究倫理・医療倫理学Ｂ
動物実験や遺伝⼦組換え実験等における研究倫理及び臨床
現場での医療倫理について考察し、⾼い倫理観を養う科⽬

多職種連携Ｂ
多職種連携の実践について学ぶ科⽬

医療情報リテラシーB
医療ビッグデータ、ゲノム情報解析、多変量統計解析など、
医療情報の活⽤⽅法や統計について学ぶ科⽬

医科学・薬科学分野の卓越した知識と⾒識、臨床医学や創薬科学などの最新の
知⾒を学び、分野横断的に深く考察し⾼度な研究を⾏う能⼒を修得する専⾨科
⽬（選択・必修）を設定する。

専⾨分野の卓越した知識と⾒識、地域・国際・学際的視点から課題を発⾒す
る能⼒、課題解決に向け主導的に取り組む意欲と⾼い倫理観、⾼度な研究能
⼒、成果を世界に発信する能⼒を修得する特別科⽬（選択必修）を設定する。
本科⽬では併せて⾼度⽣命医療科学や⾼度先進医療・地域保健医療を指導的
⽴場から推進できる⾏動⼒や共同研究のリーダー・医療チームの主要メン
バーとしての資質を涵養する。本科⽬は、講義科⽬としての特別演習及び研
究指導科⽬としての特別研究で構成する。

発展的研究⽅法論
実験⽅法や社会調査法などの研究⼿法を発展的な内容で学
び、⾃⽴的に研究できる能⼒を養う科⽬

疫学⽅法特論
疫学の重要概念や研究⼿法を系統的に学ぶ科⽬

Advanced  Academic  English
英語論⽂の読み⽅、英語による発信⽅法等を学ぶ科⽬

基礎医学・薬学特論Ⅰ・Ⅱ
システム神経⽣理学、分⼦機能形態学、薬品作⽤学など医
学・薬学の基礎的な科⽬

地域医療課題特論Ⅰ・Ⅱ
地域の保健医療課題について理解を深める科⽬

【医系型】臨床医学特講、健康科学特講
【薬系型】創薬標的評価学特講、神経薬理学特講、基礎

薬科学特講
【統合型】がんに対する医学・薬学アプローチ

臨床医学・創薬科学などの最新の知⾒を修得する科⽬
分野横断的な考察⼒・⾼度な研究能⼒を養う科⽬

主科⽬：特別演習＋特別研究（研究指導科⽬）
副科⽬：特別演習（異なる区分）

課題解決に向け主導的に取り組む意欲を養う科⽬
成果を世界に発信する能⼒を修得する科⽬
共同研究のリーダー・医療チームの主要メンバーとしての資
質を涵養する科⽬
更なる研究意欲の活性化を図る科⽬

④指導的⽴場から積極的に課
題解決に取り組み、その成
果を世界に発信し、社会貢
献できる⾼度な研究能⼒を
有している。

特別科⽬では、専⾨分野以外の幅広い知識と⾒識を獲得するため、専⾨分野を
研鑽する主科⽬（特別演習及び特別研究）に加え、主科⽬と違う区分から選択
する副科⽬（特別演習）を複合的に履修することにより、学⽣の知的好奇⼼を
刺激し更なる研究意欲の活性化を図る場を提供する。

医科学・薬科学両分野の幅広い専⾨的知識と⾒識を獲得するため、両分野の教
員がオムニバス形式で参画する科⽬を共通科⽬及びベーシック科⽬等で開設す
るとともに両分野の専⾨科⽬を選択できるようにする。

成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価す
る。

科⽬体系

学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織し
た論⽂審査委員会において公正な審査を⾏い、続いて医学薬学総合研究科委員
会にて判定を⾏う。

－審査意見（６月）（資料）－18－



医学薬学総合研究科⽣命医療学専攻（博⼠課程）先進医学プログラム カリキュラムマップ
【養成する⼈材像】
医学・医療の卓越した知識と⾒識、分野横断的な深い考察⼒と⾼い倫理観、⾃⽴した⾼度な研究能⼒を持ち、共同研究のリーダーとなりうる先端的医学研究者、医療チームのリーダー

として⾼度先進医療・地域保健医療を推進できる医師、⼜は⼤学等で⾼度な教育研究を⾏う教育者等を養成する。

①本プログラムの学⽣として
備えておくべき研究・医療
倫理、多職種連携、英語論
⽂による発信⽅法等の基礎
的・応⽤的知識を有してい
る。

ディプロマ・ポリシー

②医学・医療の卓越した知識
と⾒識及び専⾨分野以外の
幅広い知識と⾒識を医学・
薬学統合領域において有し
ている。

③分野横断的な深い考察⼒と
⾼い倫理観を持ち、⾼度先
進医療・地域保健医療の課
題を発⾒する優れた能⼒を
有している。

④指導的⽴場から積極的に課
題解決に取り組み、その成
果を世界に発信し、社会貢
献できる⾼度な研究能⼒を
有している。

カリキュラム・ポリシー

それぞれの専⾨分野で共通に必要となる研究・医療倫理、多職種連携、医療情
報リテラシーを学ぶ共通科⽬（必修）を設定する。

医学・薬学の応⽤的知識や地域・世界の保健医療課題等を教授することにより、
幅広い考察⼒、⾃ら多様な課題を発⾒する能⼒、発展的な研究⼿法や英語論⽂
による発信⽅法を修得するベーシック科⽬（必修・選択）を設定する。

研究倫理・医療倫理学Ｂ 必修
多職種連携Ｂ 必修
医療情報リテラシーB 必修

医学・薬学分野の卓越した知識と⾒識、がんや感染症、死因究明など最新の知
⾒を学び、分野横断的に深く考察し⾼度な研究を⾏う能⼒を修得する専⾨科⽬
（選択）を設定する。

医学・医療における卓越した知識と⾒識、地域・国際・学際的視点から課題
を発⾒し解決に向け主導的に取り組む意欲と⾼い倫理観、⾼度な研究能⼒、
成果を世界に発信する能⼒を修得する特別科⽬（選択必修）を設定する。本
科⽬では併せて先端的医学研究や⾼度先進医療・地域保健医療を指導的⽴場
から推進できる⾏動⼒や共同研究・医療チームのリーダーとしての資質を涵
養する。本科⽬は、講義科⽬としての特別演習Ⅰ及び特別演習Ⅱ並びに研究
指導科⽬としての特別研究で構成する。

発展的研究⽅法論 必修
疫学⽅法特論 必修
Advanced  Academic  English 必修
基礎医学・薬学特論Ⅰ いずれか選択
基礎医学・薬学特論Ⅱ
地域医療課題特論Ⅰ いずれか選択
地域医療課題特論Ⅱ

分⼦⽣命科学特論
感染症学特論
病理病態学特論B ３単位選択
腫瘍学特論
最新臨床薬理学特論
免疫・発がん特論 １単位選択
神経再⽣・発⽣・疾患学特論
死因究明学特論 １単位選択
医療データサイエンス学特論B

A区分
社会医学特別演習Ⅰ・Ⅱ、同特別研究
形態機能医学特別演習Ⅰ・Ⅱ、同特別研究
細胞分⼦機能医学特別演習Ⅰ・Ⅱ、同特別研究
B区分
総合医療医学特別演習Ⅰ・Ⅱ、同特別研究
器官病態内科学特別演習Ⅰ・Ⅱ、同特別研究
器官病態外科学特別演習Ⅰ・Ⅱ、同特別研究
※主科⽬の他、副科⽬として特別演習Ⅰを同区分及び
異なる区分（薬系も含む）から各１科⽬選択

特別科⽬では、主科⽬と同じ区分から選択する副科⽬１（特別演習Ⅰ）、主科
⽬と違う区分から選択する副科⽬２（特別演習Ⅰ）を履修し、専⾨分野にとら
われない幅広い視野と専⾨的知識の修得を可能とする。

医学・薬学両分野の幅広い専⾨的知識と⾒識を獲得するため、両分野の教員が
オムニバス形式で参画する科⽬を共通科⽬及びベーシック科⽬等で開設すると
ともに両分野の専⾨科⽬を選択できるようにする。

成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価す
る。

科⽬体系

学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織し
た論⽂審査委員会において公正な審査を⾏い、続いて医学薬学総合研究科委員
会にて判定を⾏う。

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

特別科⽬

－審査意見（６月）（資料）－19－



医学薬学総合研究科⽣命医療科学専攻（博⼠前期課程）⽣命医科学プログラム カリキュラムマップ
【養成する⼈材像】
医科学の優れた知識と⾒識、分野横断的な考察⼒と⾼い倫理観、⾃⽴した研究能⼒を持ち、健康・医療関連企業での研究開発や地域医療機関等の臨床現場で共同研究や医療チームを⽀

える重要な⼀員として活躍できる優れた⽣命医療科学（医科学）研究者や専⾨職医療⼈等を養成する。

①本プログラムの学⽣とし
て備えておくべき研究・
医療倫理、多職種連携、
英語論⽂による発信⽅法
等の基礎的知識を有して
いる。

②医科学分野の優れた知識
と⾒識及び専⾨分野以外
の知識と⾒識を医科学・
薬科学統合領域において
有している。

③分野横断的な考察⼒と⾼
い倫理観を持ち、地域の
保健医療課題等を発⾒す
る能⼒を有している。

ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー 科⽬体系

④積極的に課題解決に取り
組み、その成果を地域に
発信し、社会貢献できる
研究能⼒を有している。

それぞれの専⾨分野で共通に必要となる研究・医療倫理、多職種連携、医療情
報リテラシーを学ぶ共通科⽬（必修）を設定する。

分野横断的な幅広い観点から医科学の基礎的知識を教授することにより、分野
にとらわれない考察⼒、⾃ら課題を発⾒する能⼒、基礎的研究⼿法や英語⼒を
修得するベーシック科⽬（必修・選択）を設定する。

医科学に係る幅広い知識と⾒識、臨床医学・創薬科学・医薬品開発などの最新
の知⾒を学び、分野横断的に考察し研究する能⼒を修得する専⾨科⽬（選択）
を設定する。

専⾨分野の優れた知識と⾒識、地域に⽴脚した幅広い観点から課題を発⾒し
解決に向けて⾃ら考えて取り組む意欲、⾼い倫理観、研究能⼒と成果を発信
し地域保健医療を推進する能⼒を修得する特別科⽬（選択必修）を設定する。
本科⽬では併せて共同研究や医療チームを⽀える重要な⼀員として積極的に
活躍できる資質を涵養する。本科⽬は、講義科⽬としての特別演習及び研究
指導科⽬としての特別研究で構成する。

特別科⽬では、専⾨分野を研鑽する主科⽬、主科⽬と違う区分から選択する副
科⽬を複合的に履修することにより、学⽣の知的好奇⼼を刺激し更なる研究意
欲の活性化を図る場を提供する。

医科学・薬科学両分野の専⾨的知識と⾒識を獲得するため、両分野の教員がオ
ムニバス形式で参画する科⽬を共通科⽬及びベーシック科⽬で開設するととも
に両分野の専⾨科⽬を選択できるようにする。

成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価す
る。

学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織し
た論⽂審査委員会において公正な審査を⾏い、続いて医学薬学総合研究科委員
会にて判定を⾏う。

研究倫理・医療倫理学A 必修
多職種連携A 必修
医療情報リテラシーA 必修

基礎的研究⽅法論 必修
社会・予防医学概論 必修
Academic  English 必修
基礎⽣体科学特論
⽣体分⼦解析学特論 ２単位選択
基礎医科学・薬科学特論Ⅰ
基礎医科学・薬科学特論Ⅱ

⼈体構造機能科学特論
機能調節薬理学特論
微⽣物・ウイルス・免疫学特論
病理病態学特論A ４単位
臨床医学特論 選択
健康科学特論
医療データサイエンス学特論A
安全科学特論
医薬品開発特論
最先端創薬科学特論 ２単位選択
健康機能調節学特論

A区分
社会医学特別演習、同特別研究
形態機能医学特別演習、同特別研究
細胞分⼦機能医学特別演習、同特別研究
B区分
総合医療医学特別演習、同特別研究
器官病態内科学特別演習、同特別研究
器官病態外科学特別演習、同特別研究
※主科⽬の他、副科⽬として特別演習を異なる区分
（薬系も含む）から１科⽬選択

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

特別科⽬
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医学薬学総合研究科⽣命医療科学専攻（博⼠後期課程）⽣命医科学プログラム カリキュラムマップ
【養成する⼈材像】
医科学の卓越した知識と⾒識、分野横断的な深い考察⼒と⾼い倫理観、⾃⽴した⾼度な研究能⼒を持ち、研究機関や健康・医療関連企業で共同研究のリーダーとして⾏動できる⾼度⽣

命医療科学（医科学）研究者、地域医療機関等の現場で医療チームの主要メンバーとして活躍できる⾼度専⾨職医療⼈⼜は⼤学等の⾼度な教育研究を⾏う教育者等を養成する。

①本プログラムの学⽣として
備えておくべき研究・医療
倫理、多職種連携、英語論
⽂による発信⽅法の基礎
的・応⽤的知識を有してい
る。

ディプロマ・ポリシー

②医科学分野の卓越した知識
と⾒識及び専⾨分野以外の
知識と⾒識を医科学・薬科
学統合領域において有して
いる。

③分野横断的な深い考察⼒と
⾼い倫理観を持ち、⾼度先
進医療・地域保健医療の課
題を発⾒する優れた能⼒を
有している。

カリキュラム・ポリシー

それぞれの専⾨分野で共通に必要となる研究・医療倫理、多職種連携、医療情
報リテラシーを学ぶ共通科⽬（選択）を設定する。

医科学・薬科学の応⽤的知識や地域・世界の保健医療課題等を教授することに
より、幅広い考察⼒、⾃ら多様な課題を発⾒する能⼒、発展的な研究⼿法や英
語論⽂による発信⽅法を修得するベーシック科⽬（必修・選択）を設定する。

医科学分野の卓越した知識と⾒識、臨床医学や創薬科学などの最新の知⾒を学
び、分野横断的に深く考察し⾼度な研究を⾏う能⼒を修得する専⾨科⽬（選
択・必修）を設定する。

専⾨分野の卓越した知識と⾒識、地域・国際・学際的視点から課題を発⾒す
る能⼒、課題解決に向け主導的に取り組む意欲と⾼い倫理観、⾼度な研究能
⼒、成果を世界に発信する能⼒を修得する特別科⽬（選択必修）を設定する。
本科⽬では併せて⾼度⽣命医療科学や⾼度先進医療・地域保健医療を指導的
⽴場から推進できる⾏動⼒や共同研究のリーダー・医療チームの主要メン
バーとしての資質を涵養する。本科⽬は、講義科⽬としての特別演習及び研
究指導科⽬としての特別研究で構成する。

④指導的⽴場から積極的に課
題解決に取り組み、その成
果を世界に発信し、社会貢
献できる⾼度な研究能⼒を
有している。

特別科⽬では、⾃⾝が選択した主科⽬と異なる医科学・薬科学内の区分から副
科⽬を履修し、専⾨分野にとらわれない幅広い視野と分野横断的な専⾨的知識
の修得を可能とする。

医科学・薬科学両分野の幅広い専⾨的知識と⾒識を獲得するため、両分野の教
員がオムニバス形式で参画する科⽬を共通科⽬及びベーシック科⽬等で開設す
るとともに両分野の専⾨科⽬を選択できるようにする。

成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価す
る。

科⽬体系

学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織し
た論⽂審査委員会において公正な審査を⾏い、続いて医学薬学総合研究科委員
会にて判定を⾏う。

研究倫理・医療倫理学Ｂ 選択
多職種連携Ｂ 選択
医療情報リテラシーB 選択
※本学前期課程修了者以外で同様の科⽬を未履修
の場合、選択

発展的研究⽅法論 必修
疫学⽅法特論 必修
Advanced  Academic  English 必修
基礎医学・薬学特論Ⅰ いずれか選択
基礎医学・薬学特論Ⅱ
地域医療課題特論Ⅰ いずれか選択
地域医療課題特論Ⅱ

臨床医学特講 必修
健康科学特講 必修
創薬標的評価学特講
神経薬理学特講 １単位選択
基礎薬科学特講
がんに対する医学・薬学アプローチ 必修

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

A区分
社会医学特別演習、同特別研究
形態機能医学特別演習、同特別研究
細胞分⼦機能医学特別演習、同特別研究
B区分
総合医療医学特別演習、同特別研究
器官病態内科学特別演習、同特別研究
器官病態外科学特別演習、同特別研究
※主科⽬の他、副科⽬として特別演習を異なる区分
（薬系も含む）から１科⽬選択

特別科⽬
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医学薬学総合研究科⽣命医療学専攻（博⼠課程）先進薬学プログラム カリキュラムマップ
【養成する⼈材像】
薬学に関する卓越した専⾨的知識と⾒識、分野横断的な深い考察⼒と⾼い倫理観、⾃⽴した⾼度な研究能⼒を持ち、地域や世界で活躍できる先端的薬学研究者・教育者⼜は指導的⽴場

から分野横断的に⾼度先進医療や創薬を含む臨床直結型研究を推進できる⾼度医療⼈を養成する。

①本プログラムの学⽣として
備えておくべき研究・医療
倫理、多職種連携、英語論
⽂による発信⽅法等の基礎
的・応⽤的知識を有してい
る。

ディプロマ・ポリシー

②薬学に関する卓越した専⾨
的知識と⾒識及び専⾨分野
以外の幅広い知識と⾒識を
医学・薬学統合領域におい
て有している。

③分野横断的な深い考察⼒と
⾼い倫理観を持ち、先端的
な薬学研究や⾼度先進医療
の課題を発⾒する優れた能
⼒を有している。

カリキュラム・ポリシー

それぞれの専⾨分野で共通に必要となる研究・医療倫理、多職種連携、医療情
報リテラシーを学ぶ共通科⽬（必修）を設定する。

医学・薬学の応⽤的知識や地域・世界の保健医療課題等を教授することにより、
幅広い考察⼒、⾃ら多様な課題を発⾒する能⼒、発展的な研究⼿法や英語論⽂
による発信⽅法を修得するベーシック科⽬（必修・選択）を設定する。

医学・薬学分野の卓越した知識と⾒識、がんや感染症、死因究明など最新の知
⾒を学び、分野横断的に深く考察し⾼度な研究を⾏う能⼒を修得する専⾨科⽬
（選択・必修）を設定する。

薬学分野における卓越した知識と⾒識、地域・国際・学際的視点から課題を
発⾒し解決に向け主導的に取り組む意欲と⾼い倫理観、⾼度な研究能⼒、成
果を世界に発信する能⼒を修得する特別科⽬（選択必修）を設定する。本科
⽬では併せて先端的薬学研究や⾼度先進医療・地域保健医療を指導的⽴場か
ら推進できる⾏動⼒や共同研究・医療チームのリーダーとしての資質を涵養
する。本科⽬は、講義科⽬としての特別演習Ⅰ及び特別演習Ⅱ並びに研究指
導科⽬としての特別研究で構成する。

特別科⽬では、主科⽬と同じ区分から選択する副科⽬１（特別演習Ⅰ）、主科
⽬と違う区分から選択する副科⽬２（特別演習Ⅰ）を履修し、専⾨分野にとら
われない幅広い視野と専⾨的知識の修得を可能とする。

医学・薬学両分野の幅広い専⾨的知識と⾒識を獲得するため、両分野の教員が
オムニバス形式で参画する科⽬を共通科⽬及びベーシック科⽬等で開設すると
ともに両分野の専⾨科⽬を選択できるようにする。

成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価す
る。

科⽬体系

学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織し
た論⽂審査委員会において公正な審査を⾏い、続いて医学薬学総合研究科委員
会にて判定を⾏う。

研究倫理・医療倫理学Ｂ 必修
多職種連携Ｂ 必修
医療情報リテラシーB 必修

発展的研究⽅法論 必修
疫学⽅法特論 必修
Advanced  Academic  English 必修
基礎医学・薬学特論Ⅰ いずれか選択
基礎医学・薬学特論Ⅱ
地域医療課題特論Ⅰ いずれか選択
地域医療課題特論Ⅱ

C区分
物理・化学薬学特別演習Ⅰ・Ⅱ、同特別研究
⽣命薬学特別演習Ⅰ・Ⅱ、同特別研究
D区分
医療薬学特別演習Ⅰ・Ⅱ、同特別研究
臨床・社会薬学特別演習Ⅰ・Ⅱ、同特別研究
※主科⽬の他、副科⽬として特別演習Ⅰを同区分及び
異なる区分（医系も含む）から各１科⽬選択

共通科⽬

ベーシック科⽬

特別科⽬

分⼦⽣命科学特論
感染症学特論
病理病態学特論B １単位選択
腫瘍学特論
最新臨床薬理学特論 必修
免疫・発がん特論 必修
神経再⽣・発⽣・疾患学特論 必修
死因究明学特論
医療データサイエンス学特論B １単位選択

専⾨科⽬

④指導的⽴場から積極的に課
題解決に取り組み、その成
果を世界に発信し、社会貢
献できる⾼度な研究能⼒を
有している。
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医学薬学総合研究科⽣命医療科学専攻（博⼠前期課程）⽣命薬科学プログラム カリキュラムマップ
【養成する⼈材像】
薬科学に関する幅広い専⾨的知識と⾒識、分野横断的な考察⼒と⾼い倫理観、⾃⽴した研究能⼒を持ち、健康・医療関連企業（製薬・医療・化学・⾷品・⾹料・化粧品など）での創薬

などの研究、開発に携わる研究者、医療機関等の医療や⽣命科学系領域の中でハブとなるような優れた⽣命医療科学（薬科学）研究者⼜は専⾨職医療⼈を養成する。

①本プログラムの学⽣とし
て備えておくべき研究・
医療倫理、多職種連携、
英語論⽂による発信⽅法
等の基礎的知識を有して
いる。

②薬科学分野に関する幅広
い知識と⾒識及び専⾨分
野以外の知識と⾒識を医
科学・薬科学統合領域に
おいて有している。

③分野横断的な考察⼒と⾼
い倫理観を持ち、地域の
保健医療課題等を発⾒す
る能⼒を有している。

ディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー 科⽬体系

それぞれの専⾨分野で共通に必要となる研究・医療倫理、多職種連携、医療情
報リテラシーを学ぶ共通科⽬（必修）を設定する。

分野横断的な幅広い観点から薬科学の基礎的知識を教授することにより、分野
にとらわれない考察⼒、⾃ら課題を発⾒する能⼒、基礎的研究⼿法や英語⼒を
修得するベーシック科⽬（必修・選択）として設定する。

薬科学に係る幅広い知識と⾒識、臨床医学・創薬科学・医薬品開発などの最新
の知⾒を学び、分野横断的に考察し研究する能⼒を修得する専⾨科⽬（選択・
必修）を設定する。

専⾨分野の優れた知識と⾒識、⾼い倫理観、幅広い視野、⾃ら考えて研究し
課題解決する意欲と能⼒を修得する特別科⽬（選択必修）を設定する。本科
⽬では併せて健康関連企業における課題に積極的に取り組む⾏動⼒と資質を
⾝に付ける。本科⽬は、講義科⽬としての特別演習及び研究指導科⽬として
の特別研究で構成する。

特別科⽬では、専⾨分野を研鑽する主科⽬、主科⽬と違う区分から選択する副
科⽬を複合的に履修することにより、学⽣の知的好奇⼼を刺激し更なる研究意
欲の活性化を図る場を提供する。

医科学・薬科学における専⾨的知識と⾒識を獲得するため、両分野の教員がオ
ムニバス形式で参画する科⽬を共通科⽬及びベーシック科⽬で開設するととも
に、両分野の専⾨科⽬を選択できるようにする。

成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価す
る。

学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織し
た論⽂審査委員会において公正な審査を⾏い、続いて医学薬学総合研究科委員
会にて判定を⾏う。

④積極的に課題解決に取り
組み、その成果を地域に
発信し、社会貢献できる
研究能⼒を有している。

研究倫理・医療倫理学A 必修
多職種連携A 必修
医療情報リテラシーA 必修

基礎的研究⽅法論 必修
社会・予防医学概論 必修
Academic  English 必修
基礎⽣体科学特論
⽣体分⼦解析学特論 ２単位選択
基礎医科学・薬科学特論Ⅰ
基礎医科学・薬科学特論Ⅱ

⼈体構造機能科学特論
機能調節薬理学特論
微⽣物・ウイルス・免疫学特論
病理病態学特論A ２単位
臨床医学特論 選択
健康科学特論
医療データサイエンス学特論A
安全科学特論 必修
医薬品開発特論 必修
最先端創薬科学特論 必修
健康機能調節学特論 必修

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

C区分
物理・化学薬学特別演習、同特別研究
⽣命薬学特別演習、同特別研究
D区分
医療薬学特別演習、同特別研究
臨床・社会薬学特別演習、同特別研究
※主科⽬の他、副科⽬として特別演習を異なる区分
（医系も含む）から１科⽬選択

特別科⽬
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医学薬学総合研究科⽣命医療科学専攻（博⼠後期課程）⽣命薬科学プログラム カリキュラムマップ
【養成する⼈材像】
薬科学の卓越した知識と⾒識、分野横断的な深い考察⼒と⾼い倫理観、国際的に通⽤する⾃⽴した⾼度な研究能⼒を持ち、研究機関や地域の健康・医療関連企業等（製薬・医療・化

学・⾷品・⾹料・化粧品など）で共同研究のリーダーとして⾏動できる⾼度⽣命医療科学（薬科学）研究者や⼤学等で⾼度な教育研究を⾏う教育者等を養成する。

①本プログラムの学⽣として
備えておくべき研究・医療
倫理、多職種連携、英語論
⽂による発信⽅法等の基礎
的・応⽤的知識を有してい
る。

ディプロマ・ポリシー

②薬科学分野の卓越した知識
と⾒識及び専⾨分野以外の
知識と⾒識を医科学・薬科
学統合領域において有して
いる。

③分野横断的な深い考察⼒と
⾼い倫理観を持ち、⾼度先
進医療・地域保健医療の課
題を発⾒する優れた能⼒を
有している。

カリキュラム・ポリシー

それぞれの専⾨分野で共通に必要となる研究・医療倫理、多職種連携、医療情
報リテラシーを学ぶ共通科⽬（選択）を設定する。

医科学・薬科学の応⽤的知識や地域・世界の保健医療課題等を教授することに
より、幅広い考察⼒、⾃ら多様な課題を発⾒する能⼒、発展的な研究⼿法や英
語論⽂による発信⽅法を修得するベーシック科⽬（必修・選択）を設定する。

薬科学分野の卓越した知識と⾒識、臨床医学や創薬科学などの最新の知⾒を学
び、分野横断的に深く考察し⾼度な研究を⾏う能⼒を修得する専⾨科⽬（選
択・必修）を設定する。

薬科学分野の卓越した知識と⾒識、分野横断的な深い考察⼒、地域・国際・
学際的視点から課題を発⾒し解決に向けて主導的に取り組む意欲と⾼い倫理
観、⾼度な研究能⼒、成果を世界に発信する能⼒を修得する特別科⽬（選択
必修）を設定する。本科⽬は講義科⽬としての特別演習及び研究指導科⽬と
しての特別研究で構成する。

④指導的⽴場から積極的に課
題解決に取り組み、その成
果を世界に発信する⾼度な
研究能⼒を有している。

特別科⽬では、⾃⾝が選択した主科⽬と異なる医科学・薬科学内の区分から副
科⽬を履修し、専⾨分野にとらわれない幅広い視野と分野横断的な専⾨的知識
の修得を可能とする。

医科学・薬科学両分野の幅広い専⾨的知識と⾒識を獲得するため、両分野の教
員がオムニバス形式で参画する科⽬を共通科⽬及びベーシック科⽬等で開設す
るとともに両分野の専⾨科⽬を選択できるようにする。

成績評価は、主体的・積極的な授業・研究への取組及びレポートにより評価す
る。

科⽬体系

学位審査は、研究指導教員等の中から選定された３名以上の審査委員で組織し
た論⽂審査委員会において公正な審査を⾏い、続いて医学薬学総合研究科委員
会にて判定を⾏う。

研究倫理・医療倫理学Ｂ 選択
多職種連携Ｂ 選択
医療情報リテラシーB 選択
※本学前期課程修了者以外で同様の科⽬を未履修
の場合、選択

発展的研究⽅法論 必修
疫学⽅法特論 必修
Advanced  Academic  English 必修
基礎医学・薬学特論Ⅰ いずれか選択
基礎医学・薬学特論Ⅱ
地域医療課題特論Ⅰ いずれか選択
地域医療課題特論Ⅱ

臨床医学特講 １単位選択
健康科学特講
創薬標的評価学特講
神経薬理学特講 ２単位選択
基礎薬科学特講
がんに対する医学・薬学アプローチ 必修

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

C区分
物理・化学薬学特別演習、同特別研究
⽣命薬学特別演習、同特別研究
D区分
医療薬学特別演習、同特別研究
臨床・社会薬学特別演習、同特別研究
※主科⽬の他、副科⽬として特別演習を異なる区分
（医系も含む）から１科⽬選択

特別科⽬

－審査意見（６月）（資料）－24－



医学薬学総合研究科　時間割（令和６年度） 【資料3】

日付 日付 日付 日付 日付

4/1 4/2 4/3 4/4 4/5

4/8 4/9 4/10 4/11 4/12

4/15 4/16 4/17 4/18 4/19

4/22 4/23 4/24 4/25 4/26

4/29 4/30 5/1 5/2 5/3

5/6 5/7 5/8 5/9 5/10

5/13 5/14 5/15 5/16 5/17

5/20 5/21 5/22 5/23 5/24

5/27 5/28 5/29 5/30 5/31

6/3 6/4 6/5 6/6 6/7

6/10 6/11 6/12 6/13 6/14

6/17 6/18 6/19 6/20 6/21

6/24 6/25 6/26 6/27 6/28

7/1 7/2 7/3 7/4 7/5

7/8 7/9 7/10 7/11 7/12

7/15 7/16 7/17 7/18 7/19

7/22 7/23 7/24 7/25 7/26

7/29 7/30 7/31 8/1 8/2

8/5 8/6 8/7 8/8 8/9

8/12 8/13 8/14 8/15 8/16

8/19 8/20 8/21 8/22 8/23

8/26 8/27 8/28 8/29 8/30

9/2 9/3 9/4 9/5 9/6

9/9 9/10 9/11 9/12 9/13

9/16 9/17 9/18 9/19 9/20

9/23 9/24 9/25 9/26 9/27

9/30 10/1 10/2 10/3 10/4

10/7 10/8 10/9 10/10 10/11

10/14 10/15 10/16 10/17 10/18

10/21 10/22 10/23 10/24 10/25

10/28 10/29 10/30 10/31 11/1

11/4 11/5 11/6 11/7 11/8

11/11 11/12 11/13 11/14 11/15

11/18 11/19 11/20 11/21 11/22

11/25 11/26 11/27 11/28 11/29

12/2 12/3 12/4 12/5 12/6

12/9 12/10 12/11 12/12 12/13

12/16 12/17 12/18 12/19 12/20

12/23 12/24 12/25 12/26 12/27

12/30 12/31 1/1 1/2 1/3

1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

1/13 1/14 1/15 1/16 1/17

1/20 1/21 1/22 1/23 1/24

1/27 1/28 1/29 1/30 1/31

2/3 2/4 2/5 2/6 2/7

2/10 2/11 2/12 2/13 2/14

2/17 2/18 2/19 2/20 2/21

2/24 2/25 2/26 2/27 2/28

3/3 3/4 3/5 3/6 3/7

3/10 3/11 3/12 3/13 3/14

3/17 3/18 3/19 3/20 3/21

3/24 3/25 3/26 3/27 3/28

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

６限（18:00～19:30) ７限(19:40～21:10) ６限（18:00～19:30) ７限(19:40～21:10) ６限（18:00～19:30)

博士後期課程博士課程博士後期課程 博士前期課程 博士課程 博士後期課程 博士前期課程 博士課程

７限(19:40～21:10) ６限（18:00～19:30) ７限(19:40～21:10) ６限（18:00～19:30) ７限(19:40～21:10)

博士前期課程 博士課程 博士後期課程 博士前期課程 博士課程 博士後期課程 博士前期課程 博士課程 博士後期課程 博士前期課程 博士課程博士後期課程 博士前期課程 博士課程 博士後期課程 博士前期課程 博士課程博士後期課程 博士前期課程 博士課程 博士後期課程 博士前期課程

疫学方法特論
微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

疫学方法特論 多職種連携A振替休日
基礎薬科学特
講

研究倫理・医療倫理学B
研究倫理・医
療倫理学A

研究倫理・医療倫理学B

昭和の日 憲法記念日

疫学方法特論 多職種連携A 多職種連携B 多職種連携A 多職種連携B
研究倫理・医
療倫理学A

基礎薬科学特
講

微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

疫学方法特論
微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

多職種連携B
研究倫理・医
療倫理学A

研究倫理・医療倫理学B

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

基礎薬科学特
講

多職種連携B 多職種連携A 多職種連携B
研究倫理・医
療倫理学A

研究倫理・医療倫理学B
研究倫理・医
療倫理学A

基礎薬科学特
講

微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

研究倫理・医療倫理学B
研究倫理・医
療倫理学A

研究倫理・医療倫理学B

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

疫学方法特論
微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

疫学方法特論 多職種連携A 多職種連携B 多職種連携A
基礎薬科学特
講

基礎薬科学特
講

微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

研究倫理・医療倫理学B

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

多職種連携B 多職種連携A 多職種連携B
研究倫理・医
療倫理学A

研究倫理・医療倫理学B
研究倫理・医
療倫理学A

基礎薬科学特
講

微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

疫学方法特論
微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

疫学方法特論 多職種連携A
基礎薬科学特
講

医療情報リテラシーB
医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB
医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB
医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB
医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB
医療情報リテラ
シーA

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

発展的研究方法論

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

基礎的研究方
法論

発展的研究方法論
基礎的研究方
法論

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

発展的研究方法論

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

基礎的研究方
法論

発展的研究方法論
基礎的研究方
法論

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

発展的研究方法論

健康科学特講 健康科学特講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

基礎的研究方
法論

発展的研究方法論
神経薬理学特
講

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

海の日
医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

健康機能調節
学特論

基礎的研究方
法論

基礎的研究方
法論

発展的研究方法論

健康科学特講 健康科学特講

基礎的研究方
法論

発展的研究方法論

山の日

病理病態学特
論B

健康科学特論
病理病態学特
論B

健康科学特講

生体分子解析
学特論

病理病態学特
論B

健康科学特論
病理病態学特
論B

社会・予防医
学概論

基礎医学・薬学特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

基礎医学・薬学特論Ⅰ

健康科学特講 健康科学特講 健康科学特論

生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ
生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

社会・予防医
学概論

感染症学特論
社会・予防医
学概論

感染症学特論健康科学特講 健康科学特論

生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

基礎医学・薬学特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

基礎医学・薬学特論Ⅰ
社会・予防医
学概論

感染症学特論
生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ

基礎医学・薬学特論Ⅰ

敬老の日 健康科学特論
病理病態学特
論B

健康科学特論
病理病態学特
論B

社会・予防医
学概論

感染症学特論

地域医療課題特論Ⅰ
生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

基礎医学・薬学特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

感染症学特論
社会・予防医
学概論

感染症学特論

基礎医学・薬学特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

基礎医学・薬学特論Ⅰ
生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ
生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

社会・予防医
学概論

感染症学特論
社会・予防医
学概論

感染症学特論振替休日 健康科学特論
病理病態学特
論B

健康科学特論
病理病態学特
論B

Advanced Academic English
Academic
English

Advanced Academic English

医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論
医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論

Academic
English

Advanced Academic English
Academic
English

Advanced Academic English

スポーツの日 臨床医学特講 臨床医学特講

免疫・発がん
特論

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

Academic
English

病理病態学特
論A

人体構造機能
科学特論

臨床医学特講 臨床医学特講
病理病態学特
論A

Academic
English

Advanced Academic English
Academic
English

Advanced Academic English

基礎医学・薬学特論Ⅱ

医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論
医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

病理病態学特
論A

病理病態学特
論A

Academic
English

Advanced Academic English
Academic
English

Advanced Academic English

医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論
医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

病理病態学特
論A

病理病態学特
論A

臨床医学特講 臨床医学特講

基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

基礎医学・薬学特論Ⅱ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

病理病態学特
論A

病理病態学特
論A

臨床医学特講 臨床医学特講

基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

基礎医学・薬学特論Ⅱ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

基礎医学・薬学特論Ⅱ

医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論
医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論
基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

基礎医学・薬学特論Ⅱ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

基礎医学・薬学特論Ⅱ

振替休日

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

医療データサ
イエンス学特
論A

基礎医学・薬学特論Ⅱ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

基礎医学・薬学特論Ⅱ

医療データサ
イエンス学特
論A

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

医療データサ
イエンス学特
論A

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

先端創薬科
学特論

神経再生・発
生・疾患学特
論

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

死因究明学特
論

地域医療課題
概論

死因究明学特
論

安全科学特論
がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

先端創薬科
学特論

地域医療課題特論Ⅱ
先端創薬科

学特論
地域医療課題特論Ⅱ

地域医療課題
概論

医療データサ
イエンス学特
論A

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

医療データサ
イエンス学特
論A

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

先端創薬科
学特論

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

地域医療課題
概論

死因究明学特
論

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

地域医療課題特論Ⅱ
先端創薬科

学特論
地域医療課題特論Ⅱ

地域医療課題
概論

死因究明学特
論

地域医療課題
概論

死因究明学特
論

医療データサ
イエンス学特
論A

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

医療データサ
イエンス学特
論A

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

先端創薬科
学特論

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

地域医療課題
概論

死因究明学特
論

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

地域医療課題特論Ⅱ
先端創薬科

学特論
地域医療課題特論Ⅱ

地域医療課題
概論

死因究明学特
論

医療データサ
イエンス学特
論A

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

地域医療課題
概論

死因究明学特
論

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

地域医療課題特論Ⅱ
先端創薬科

学特論
地域医療課題特論Ⅱ

成人の日

建国記念の日

振替休日

春分の日

履修登録期間

4月

（新）

－審査意見（６月）（資料）－25－



医学薬学総合研究科　時間割（令和６年度） 【資料3】

日付 日付 日付 日付 日付

4/1 4/2 4/3 4/4 4/5

4/8 4/9 4/10 4/11 4/12

4/15 4/16 4/17 4/18 4/19

4/22 4/23 4/24 4/25 4/26

4/29 4/30 5/1 5/2 5/3

5/6 5/7 5/8 5/9 5/10

5/13 5/14 5/15 5/16 5/17

5/20 5/21 5/22 5/23 5/24

5/27 5/28 5/29 5/30 5/31

6/3 6/4 6/5 6/6 6/7

6/10 6/11 6/12 6/13 6/14

6/17 6/18 6/19 6/20 6/21

6/24 6/25 6/26 6/27 6/28

7/1 7/2 7/3 7/4 7/5

7/8 7/9 7/10 7/11 7/12

7/15 7/16 7/17 7/18 7/19

7/22 7/23 7/24 7/25 7/26

7/29 7/30 7/31 8/1 8/2

8/5 8/6 8/7 8/8 8/9

8/12 8/13 8/14 8/15 8/16

8/19 8/20 8/21 8/22 8/23

8/26 8/27 8/28 8/29 8/30

9/2 9/3 9/4 9/5 9/6

9/9 9/10 9/11 9/12 9/13

9/16 9/17 9/18 9/19 9/20

9/23 9/24 9/25 9/26 9/27

9/30 10/1 10/2 10/3 10/4

10/7 10/8 10/9 10/10 10/11

10/14 10/15 10/16 10/17 10/18

10/21 10/22 10/23 10/24 10/25

10/28 10/29 10/30 10/31 11/1

11/4 11/5 11/6 11/7 11/8

11/11 11/12 11/13 11/14 11/15

11/18 11/19 11/20 11/21 11/22

11/25 11/26 11/27 11/28 11/29

12/2 12/3 12/4 12/5 12/6

12/9 12/10 12/11 12/12 12/13

12/16 12/17 12/18 12/19 12/20

12/23 12/24 12/25 12/26 12/27

12/30 12/31 1/1 1/2 1/3

1/6 1/7 1/8 1/9 1/10

1/13 1/14 1/15 1/16 1/17

1/20 1/21 1/22 1/23 1/24

1/27 1/28 1/29 1/30 1/31

2/3 2/4 2/5 2/6 2/7

2/10 2/11 2/12 2/13 2/14

2/17 2/18 2/19 2/20 2/21

2/24 2/25 2/26 2/27 2/28

3/3 3/4 3/5 3/6 3/7

3/10 3/11 3/12 3/13 3/14

3/17 3/18 3/19 3/20 3/21

3/24 3/25 3/26 3/27 3/28

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

６限（18:00～19:30) ７限(19:40～21:10) ６限（18:00～19:30) ７限(19:40～21:10) ６限（18:00～19:30)

博士後期課程博士課程博士後期課程 博士前期課程 博士課程 博士後期課程 博士前期課程 博士課程

７限(19:40～21:10) ６限（18:00～19:30) ７限(19:40～21:10) ６限（18:00～19:30) ７限(19:40～21:10)

博士前期課程 博士課程 博士後期課程 博士前期課程 博士課程 博士後期課程 博士前期課程 博士課程 博士後期課程 博士前期課程 博士課程博士後期課程 博士前期課程 博士課程 博士後期課程 博士前期課程 博士課程博士後期課程 博士前期課程 博士課程 博士後期課程 博士前期課程

疫学方法特論
微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

疫学方法特論 多職種連携A振替休日
基礎薬科学特
講

研究倫理・医療倫理学B
研究倫理・医
療倫理学A

研究倫理・医療倫理学B

昭和の日 憲法記念日

疫学方法特論 多職種連携A 多職種連携B 多職種連携A 多職種連携B
研究倫理・医
療倫理学A

基礎薬科学特
講

微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

疫学方法特論
微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

多職種連携B
研究倫理・医
療倫理学A

研究倫理・医療倫理学B

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

基礎薬科学特
講

多職種連携B 多職種連携A 多職種連携B
研究倫理・医
療倫理学A

研究倫理・医療倫理学B
研究倫理・医
療倫理学A

基礎薬科学特
講

微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

研究倫理・医療倫理学B
研究倫理・医
療倫理学A

研究倫理・医療倫理学B

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

疫学方法特論
微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

疫学方法特論 多職種連携A 多職種連携B 多職種連携A
基礎薬科学特
講

基礎薬科学特
講

微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

研究倫理・医療倫理学B

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

多職種連携B 多職種連携A 多職種連携B
研究倫理・医
療倫理学A

研究倫理・医療倫理学B
研究倫理・医
療倫理学A

基礎薬科学特
講

微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

疫学方法特論
微生物・ウイル
ス・免疫学特
論

疫学方法特論 多職種連携A
基礎薬科学特
講

医療情報リテラシーB
医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB
医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB

基礎生体科学
特論

新臨床薬理
学特論

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB
医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB
医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

医療情報リテラ
シーA

医療情報リテラシーB
医療情報リテラ
シーA

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

発展的研究方法論

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

基礎的研究方
法論

発展的研究方法論
基礎的研究方
法論

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

発展的研究方法論

臨床医学特論
医療データサ
イエンス学特
論B

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

基礎的研究方
法論

発展的研究方法論
基礎的研究方
法論

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

発展的研究方法論

健康科学特講 健康科学特講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

基礎的研究方
法論

発展的研究方法論
神経薬理学特
講

健康機能調節
学特論

神経薬理学特
講

機能調節薬理
学特論

分子生命科学
特論

海の日
医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

医薬品開発特
論

創薬標的評価
学特講

健康機能調節
学特論

基礎的研究方
法論

基礎的研究方
法論

発展的研究方法論

健康科学特講 健康科学特講

基礎的研究方
法論

発展的研究方法論

山の日

病理病態学特
論B

健康科学特論
病理病態学特
論B

健康科学特講

生体分子解析
学特論

病理病態学特
論B

健康科学特論
病理病態学特
論B

社会・予防医
学概論

基礎医学・薬学特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

基礎医学・薬学特論Ⅰ

健康科学特講 健康科学特講 健康科学特論

生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ
生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

社会・予防医
学概論

感染症学特論
社会・予防医
学概論

感染症学特論健康科学特講 健康科学特論

生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

基礎医学・薬学特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

基礎医学・薬学特論Ⅰ
社会・予防医
学概論

感染症学特論
生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ

基礎医学・薬学特論Ⅰ

敬老の日 健康科学特論
病理病態学特
論B

健康科学特論
病理病態学特
論B

社会・予防医
学概論

感染症学特論

地域医療課題特論Ⅰ
生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

基礎医学・薬学特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

感染症学特論
社会・予防医
学概論

感染症学特論

基礎医学・薬学特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

基礎医学・薬学特論Ⅰ
生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ
生体分子解析
学特論

地域医療課題特論Ⅰ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅰ

社会・予防医
学概論

感染症学特論
社会・予防医
学概論

感染症学特論振替休日 健康科学特論
病理病態学特
論B

健康科学特論
病理病態学特
論B

Advanced Academic English
Academic
English

Advanced Academic English

医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論
医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論

Academic
English

Advanced Academic English
Academic
English

Advanced Academic English

スポーツの日 臨床医学特講 臨床医学特講

免疫・発がん
特論

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

Academic
English

病理病態学特
論A

人体構造機能
科学特論

臨床医学特講 臨床医学特講
病理病態学特
論A

Academic
English

Advanced Academic English
Academic
English

Advanced Academic English

基礎医学・薬学特論Ⅱ

医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論
医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

病理病態学特
論A

病理病態学特
論A

Academic
English

Advanced Academic English
Academic
English

Advanced Academic English

医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論
医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

病理病態学特
論A

病理病態学特
論A

臨床医学特講 臨床医学特講

基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

基礎医学・薬学特論Ⅱ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

人体構造機能
科学特論

免疫・発がん
特論

病理病態学特
論A

病理病態学特
論A

臨床医学特講 臨床医学特講

基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

基礎医学・薬学特論Ⅱ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

基礎医学・薬学特論Ⅱ

医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論
医療データサ
イエンス学特
論A

腫瘍学特論
基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

基礎医学・薬学特論Ⅱ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

基礎医学・薬学特論Ⅱ

振替休日

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

医療データサ
イエンス学特
論A

基礎医学・薬学特論Ⅱ
基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

基礎医学・薬学特論Ⅱ

医療データサ
イエンス学特
論A

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

医療データサ
イエンス学特
論A

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

先端創薬科
学特論

神経再生・発
生・疾患学特
論

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

基礎医科学・
薬科学特論Ⅱ

死因究明学特
論

死因究明学特
論

安全科学特論
がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

先端創薬科
学特論

地域医療課題特論Ⅱ
先端創薬科

学特論
地域医療課題特論Ⅱ

医療データサ
イエンス学特
論A

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

医療データサ
イエンス学特
論A

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

先端創薬科
学特論

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

死因究明学特
論

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

地域医療課題特論Ⅱ
先端創薬科

学特論
地域医療課題特論Ⅱ

死因究明学特
論

死因究明学特
論

医療データサ
イエンス学特
論A

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

医療データサ
イエンス学特
論A

がんに対する医
学・薬学アプ
ローチ

先端創薬科
学特論

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

死因究明学特
論

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

地域医療課題特論Ⅱ
先端創薬科

学特論
地域医療課題特論Ⅱ

死因究明学特
論

医療データサ
イエンス学特
論A

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

死因究明学特
論

安全科学特論
神経再生・発
生・疾患学特
論

地域医療課題特論Ⅱ
先端創薬科

学特論
地域医療課題特論Ⅱ

成人の日

建国記念の日

振替休日

春分の日

履修登録期間

4月

（旧）
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医学薬学総合研究科 ⽣命医療科学専攻（前期課程） ⽣命医科学プログラム 履修モデル
○養成する⼈材：健康・医療関連企業での研究開発や共同研究を⽀える重要な⼀員として活躍できる

優れた⽣命医療科学研究者
○履修科⽬

区分 授業科⽬ １年次 ２年次 1〜2年次
研究倫理・医療倫理学A 1
多職種連携A 1
医療情報リテラシーA 1

⼩計 3
基礎的研究⽅法論 1
社会・予防医学概論 1
Academic English 1
地域医療課題概論 1
基礎⽣体科学特論
⽣体分⼦解析学特論
基礎医科学・薬科学特論Ⅰ 1
基礎医科学・薬科学特論Ⅱ 1

⼩計 6
⼈体構造機能科学特論 1
機能調節薬理学特論 1
微⽣物・ウイルス・免疫学特論 1
病理病態学特論A 1
臨床医学特論
健康科学特論
医療データサイエンス学特論A
安全科学特論 1
医薬品開発特論 1
最先端創薬科学特論
健康機能調節学特論

⼩計 6
社会医学特別演習
形態機能医学特別演習 2
細胞分⼦機能医学特別演習
総合医療医学特別演習
器官病態内科学特別演習
器官病態外科学特別演習
物理・化学薬学特別演習
⽣命薬学特別演習 2
医療薬学特別演習
臨床・社会薬学特別演習
社会医学特別研究
形態機能医学特別研究 12
細胞分⼦機能医学特別研究
総合医療医学特別研究
器官病態内科学特別研究
器官病態外科学特別研究
物理・化学薬学特別研究
⽣命薬学特別研究
医療薬学特別研究
臨床・社会薬学特別研究

⼩計 2 2 12
17 2 12

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

特別科⽬

合計

（新）
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医学薬学総合研究科 ⽣命医療科学専攻（前期課程） ⽣命医科学プログラム 履修モデル
○養成する⼈材：地域医療機関等の臨床現場で医療チームを⽀える重要な⼀員として活躍できる優れた

専⾨職医療⼈
○履修科⽬

区分 授業科⽬ １年次 ２年次 1〜2年次
研究倫理・医療倫理学A 1
多職種連携A 1
医療情報リテラシーA 1

⼩計 3
基礎的研究⽅法論 1
社会・予防医学概論 1
Academic English 1
地域医療課題概論 1
基礎⽣体科学特論 1
⽣体分⼦解析学特論
基礎医科学・薬科学特論Ⅰ 1
基礎医科学・薬科学特論Ⅱ

⼩計 6
⼈体構造機能科学特論
機能調節薬理学特論
微⽣物・ウイルス・免疫学特論 1
病理病態学特論A 1
臨床医学特論 1
健康科学特論 1
医療データサイエンス学特論A
安全科学特論
医薬品開発特論 1
最先端創薬科学特論 1
健康機能調節学特論

⼩計 6
社会医学特別演習
形態機能医学特別演習 2
細胞分⼦機能医学特別演習
総合医療医学特別演習 2
器官病態内科学特別演習
器官病態外科学特別演習
物理・化学薬学特別演習
⽣命薬学特別演習
医療薬学特別演習
臨床・社会薬学特別演習
社会医学特別研究
形態機能医学特別研究
細胞分⼦機能医学特別研究
総合医療医学特別研究 12
器官病態内科学特別研究
器官病態外科学特別研究
物理・化学薬学特別研究
⽣命薬学特別研究
医療薬学特別研究
臨床・社会薬学特別研究

⼩計 2 2 12
17 2 12

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

特別科⽬

合計
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医学薬学総合研究科 ⽣命医療科学専攻（前期課程）⽣命医科学プログラム(医療データサイエンスコース) 履修モデル
○養成する⼈材：リアルワールドデータなどの医療データを応⽤した基礎研究を遂⾏できる医療データ

サイエンスに強い⼈材
○履修科⽬

区分 授業科⽬ １年次 ２年次 1〜2年次
研究倫理・医療倫理学A 1
多職種連携A 1
医療情報リテラシーA 1

⼩計 3
基礎的研究⽅法論 1
社会・予防医学概論 1
Academic English 1
地域医療課題概論 1
基礎⽣体科学特論
⽣体分⼦解析学特論
基礎医科学・薬科学特論Ⅰ 1
基礎医科学・薬科学特論Ⅱ 1

⼩計 6
⼈体構造機能科学特論
機能調節薬理学特論
微⽣物・ウイルス・免疫学特論 1
病理病態学特論A
臨床医学特論 1
健康科学特論
医療データサイエンス学特論A 2
安全科学特論
医薬品開発特論 1
最先端創薬科学特論 1
健康機能調節学特論

⼩計 6
社会医学特別演習 2
形態機能医学特別演習
細胞分⼦機能医学特別演習
総合医療医学特別演習
器官病態内科学特別演習
器官病態外科学特別演習
物理・化学薬学特別演習
⽣命薬学特別演習
医療薬学特別演習
臨床・社会薬学特別演習 2
社会医学特別研究 12
形態機能医学特別研究
細胞分⼦機能医学特別研究
総合医療医学特別研究
器官病態内科学特別研究
器官病態外科学特別研究
物理・化学薬学特別研究
⽣命薬学特別研究
医療薬学特別研究
臨床・社会薬学特別研究

⼩計 2 2 12
17 2 12

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

特別科⽬

合計
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医学薬学総合研究科 ⽣命医療科学専攻（前期課程） ⽣命薬科学プログラム 履修モデル
○養成する⼈材：健康・医療関連企業での創薬などの研究、開発に携わる研究者及び⽣命科学系領域の中で

ハブとなるような優れた⽣命医療科学研究者
○履修科⽬

区分 授業科⽬ １年次 ２年次 1〜2年次
研究倫理・医療倫理学A 1
多職種連携A 1
医療情報リテラシーA 1

⼩計 3
基礎的研究⽅法論 1
社会・予防医学概論 1
Academic English 1
地域医療課題概論 1
基礎⽣体科学特論
⽣体分⼦解析学特論
基礎医科学・薬科学特論Ⅰ 1
基礎医科学・薬科学特論Ⅱ 1

⼩計 6
⼈体構造機能科学特論
機能調節薬理学特論 1
微⽣物・ウイルス・免疫学特論 1
病理病態学特論A
臨床医学特論
健康科学特論
医療データサイエンス学特論A
安全科学特論 1
医薬品開発特論 1
最先端創薬科学特論 1
健康機能調節学特論 1

⼩計 6
社会医学特別演習
形態機能医学特別演習
細胞分⼦機能医学特別演習 2
総合医療医学特別演習
器官病態内科学特別演習
器官病態外科学特別演習
物理・化学薬学特別演習 2
⽣命薬学特別演習
医療薬学特別演習
臨床・社会薬学特別演習
社会医学特別研究
形態機能医学特別研究
細胞分⼦機能医学特別研究
総合医療医学特別研究
器官病態内科学特別研究
器官病態外科学特別研究
物理・化学薬学特別研究 12
⽣命薬学特別研究
医療薬学特別研究
臨床・社会薬学特別研究

⼩計 2 2 12
17 2 12

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

特別科⽬

合計
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医学薬学総合研究科 ⽣命医療科学専攻（前期課程） ⽣命薬科学プログラム 履修モデル
○養成する⼈材：医療機関等の医療や⽣命科学系領域の中でハブとなるような優れた専⾨職医療⼈
○履修科⽬

区分 授業科⽬ １年次 ２年次 1〜2年次
研究倫理・医療倫理学A 1
多職種連携A 1
医療情報リテラシーA 1

⼩計 3
基礎的研究⽅法論 1
社会・予防医学概論 1
Academic English 1
地域医療課題概論 1
基礎⽣体科学特論
⽣体分⼦解析学特論 1
基礎医科学・薬科学特論Ⅰ
基礎医科学・薬科学特論Ⅱ 1

⼩計 6
⼈体構造機能科学特論
機能調節薬理学特論
微⽣物・ウイルス・免疫学特論
病理病態学特論A
臨床医学特論 1
健康科学特論 1
医療データサイエンス学特論A
安全科学特論 1
医薬品開発特論 1
最先端創薬科学特論 1
健康機能調節学特論 1

⼩計 6
社会医学特別演習
形態機能医学特別演習
細胞分⼦機能医学特別演習
総合医療医学特別演習
器官病態内科学特別演習
器官病態外科学特別演習
物理・化学薬学特別演習
⽣命薬学特別演習 2
医療薬学特別演習
臨床・社会薬学特別演習 2
社会医学特別研究
形態機能医学特別研究
細胞分⼦機能医学特別研究
総合医療医学特別研究
器官病態内科学特別研究
器官病態外科学特別研究
物理・化学薬学特別研究
⽣命薬学特別研究
医療薬学特別研究
臨床・社会薬学特別研究 12

⼩計 2 2 12
17 2 12

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

特別科⽬

合計
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医学薬学総合研究科 ⽣命医療科学専攻（前期課程） ⽣命医科学プログラム 履修モデル
○養成する⼈材：健康・医療関連企業での研究開発や共同研究を⽀える重要な⼀員として活躍できる

優れた⽣命医療科学研究者
○履修科⽬

区分 授業科⽬ １年次 ２年次 1〜2年次
研究倫理・医療倫理学A 1
多職種連携A 1
医療情報リテラシーA 1

⼩計 3
基礎的研究⽅法論 1
社会・予防医学概論 1
Academic English 1
基礎⽣体科学特論
⽣体分⼦解析学特論
基礎医科学・薬科学特論Ⅰ 1
基礎医科学・薬科学特論Ⅱ 1

⼩計 5
⼈体構造機能科学特論 1
機能調節薬理学特論 1
微⽣物・ウイルス・免疫学特論 1
病理病態学特論A 1
臨床医学特論
健康科学特論
医療データサイエンス学特論A
安全科学特論 1
医薬品開発特論 1
最先端創薬科学特論
健康機能調節学特論

⼩計 6
社会医学特別演習
形態機能医学特別演習 2
細胞分⼦機能医学特別演習
総合医療医学特別演習
器官病態内科学特別演習
器官病態外科学特別演習
物理・化学薬学特別演習
⽣命薬学特別演習 2
医療薬学特別演習
臨床・社会薬学特別演習
社会医学特別研究
形態機能医学特別研究 12
細胞分⼦機能医学特別研究
総合医療医学特別研究
器官病態内科学特別研究
器官病態外科学特別研究
物理・化学薬学特別研究
⽣命薬学特別研究
医療薬学特別研究
臨床・社会薬学特別研究

⼩計 2 2 12
16 2 12

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

特別科⽬

合計

（旧）
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医学薬学総合研究科 ⽣命医療科学専攻（前期課程） ⽣命医科学プログラム 履修モデル
○養成する⼈材：地域医療機関等の臨床現場で医療チームを⽀える重要な⼀員として活躍できる優れた

専⾨職医療⼈
○履修科⽬

区分 授業科⽬ １年次 ２年次 1〜2年次
研究倫理・医療倫理学A 1
多職種連携A 1
医療情報リテラシーA 1

⼩計 3
基礎的研究⽅法論 1
社会・予防医学概論 1
Academic English 1
基礎⽣体科学特論 1
⽣体分⼦解析学特論
基礎医科学・薬科学特論Ⅰ 1
基礎医科学・薬科学特論Ⅱ

⼩計 5
⼈体構造機能科学特論
機能調節薬理学特論
微⽣物・ウイルス・免疫学特論 1
病理病態学特論A 1
臨床医学特論 1
健康科学特論 1
医療データサイエンス学特論A
安全科学特論
医薬品開発特論 1
最先端創薬科学特論 1
健康機能調節学特論

⼩計 6
社会医学特別演習
形態機能医学特別演習 2
細胞分⼦機能医学特別演習
総合医療医学特別演習 2
器官病態内科学特別演習
器官病態外科学特別演習
物理・化学薬学特別演習
⽣命薬学特別演習
医療薬学特別演習
臨床・社会薬学特別演習
社会医学特別研究
形態機能医学特別研究
細胞分⼦機能医学特別研究
総合医療医学特別研究 12
器官病態内科学特別研究
器官病態外科学特別研究
物理・化学薬学特別研究
⽣命薬学特別研究
医療薬学特別研究
臨床・社会薬学特別研究

⼩計 2 2 12
16 2 12

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

特別科⽬

合計
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医学薬学総合研究科 ⽣命医療科学専攻（前期課程）⽣命医科学プログラム(医療データサイエンスコース) 履修モデル
○養成する⼈材：リアルワールドデータなどの医療データを応⽤した基礎研究を遂⾏できる医療データ

サイエンスに強い⼈材
○履修科⽬

区分 授業科⽬ １年次 ２年次 1〜2年次
研究倫理・医療倫理学A 1
多職種連携A 1
医療情報リテラシーA 1

⼩計 3
基礎的研究⽅法論 1
社会・予防医学概論 1
Academic English 1
基礎⽣体科学特論
⽣体分⼦解析学特論
基礎医科学・薬科学特論Ⅰ 1
基礎医科学・薬科学特論Ⅱ 1

⼩計 5
⼈体構造機能科学特論
機能調節薬理学特論
微⽣物・ウイルス・免疫学特論 1
病理病態学特論A
臨床医学特論 1
健康科学特論
医療データサイエンス学特論A 2
安全科学特論
医薬品開発特論 1
最先端創薬科学特論 1
健康機能調節学特論

⼩計 6
社会医学特別演習 2
形態機能医学特別演習
細胞分⼦機能医学特別演習
総合医療医学特別演習
器官病態内科学特別演習
器官病態外科学特別演習
物理・化学薬学特別演習
⽣命薬学特別演習
医療薬学特別演習
臨床・社会薬学特別演習 2
社会医学特別研究 12
形態機能医学特別研究
細胞分⼦機能医学特別研究
総合医療医学特別研究
器官病態内科学特別研究
器官病態外科学特別研究
物理・化学薬学特別研究
⽣命薬学特別研究
医療薬学特別研究
臨床・社会薬学特別研究

⼩計 2 2 12
16 2 12

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

特別科⽬

合計
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医学薬学総合研究科 ⽣命医療科学専攻（前期課程） ⽣命薬科学プログラム 履修モデル
○養成する⼈材：健康・医療関連企業での創薬などの研究、開発に携わる研究者及び⽣命科学系領域の中で

ハブとなるような優れた⽣命医療科学研究者
○履修科⽬

区分 授業科⽬ １年次 ２年次 1〜2年次
研究倫理・医療倫理学A 1
多職種連携A 1
医療情報リテラシーA 1

⼩計 3
基礎的研究⽅法論 1
社会・予防医学概論 1
Academic English 1
基礎⽣体科学特論
⽣体分⼦解析学特論
基礎医科学・薬科学特論Ⅰ 1
基礎医科学・薬科学特論Ⅱ 1

⼩計 5
⼈体構造機能科学特論
機能調節薬理学特論 1
微⽣物・ウイルス・免疫学特論 1
病理病態学特論A
臨床医学特論
健康科学特論
医療データサイエンス学特論A
安全科学特論 1
医薬品開発特論 1
最先端創薬科学特論 1
健康機能調節学特論 1

⼩計 6
社会医学特別演習
形態機能医学特別演習
細胞分⼦機能医学特別演習 2
総合医療医学特別演習
器官病態内科学特別演習
器官病態外科学特別演習
物理・化学薬学特別演習 2
⽣命薬学特別演習
医療薬学特別演習
臨床・社会薬学特別演習
社会医学特別研究
形態機能医学特別研究
細胞分⼦機能医学特別研究
総合医療医学特別研究
器官病態内科学特別研究
器官病態外科学特別研究
物理・化学薬学特別研究 12
⽣命薬学特別研究
医療薬学特別研究
臨床・社会薬学特別研究

⼩計 2 2 12
16 2 12

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

特別科⽬

合計
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医学薬学総合研究科 ⽣命医療科学専攻（前期課程） ⽣命薬科学プログラム 履修モデル
○養成する⼈材：医療機関等の医療や⽣命科学系領域の中でハブとなるような優れた専⾨職医療⼈
○履修科⽬

区分 授業科⽬ １年次 ２年次 1〜2年次
研究倫理・医療倫理学A 1
多職種連携A 1
医療情報リテラシーA 1

⼩計 3
基礎的研究⽅法論 1
社会・予防医学概論 1
Academic English 1
基礎⽣体科学特論
⽣体分⼦解析学特論 1
基礎医科学・薬科学特論Ⅰ
基礎医科学・薬科学特論Ⅱ 1

⼩計 5
⼈体構造機能科学特論
機能調節薬理学特論
微⽣物・ウイルス・免疫学特論
病理病態学特論A
臨床医学特論 1
健康科学特論 1
医療データサイエンス学特論A
安全科学特論 1
医薬品開発特論 1
最先端創薬科学特論 1
健康機能調節学特論 1

⼩計 6
社会医学特別演習
形態機能医学特別演習
細胞分⼦機能医学特別演習
総合医療医学特別演習
器官病態内科学特別演習
器官病態外科学特別演習
物理・化学薬学特別演習
⽣命薬学特別演習 2
医療薬学特別演習
臨床・社会薬学特別演習 2
社会医学特別研究
形態機能医学特別研究
細胞分⼦機能医学特別研究
総合医療医学特別研究
器官病態内科学特別研究
器官病態外科学特別研究
物理・化学薬学特別研究
⽣命薬学特別研究
医療薬学特別研究
臨床・社会薬学特別研究 12

⼩計 2 2 12
16 2 12

共通科⽬

ベーシック科⽬

専⾨科⽬

特別科⽬

合計
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