
審査意見への対応を記載した書類（１１月） 

 

 

（目次）人間社会科学研究科 広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専

攻（M） 

１．【第一次審査意見３の回答について】 

＜授業での使用言語が不明確＞ 

「授業では英語を使用する。（ただし，日本語による自由科目も一部開設する。）」として

いるが，シラバスに当該科目の使用言語が記載されておらず，学生が履修する際に誤っ

た選択をする恐れがあるため，シラバスに使用言語を明記するなど，学生への配慮を適

切に行うこと。（改善事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２．【第一次審査意見４の回答について】 

＜専攻名称と教育課程の関係が不明確＞ 

本専攻名称を，持続可能な開発学（サステイナビリティ学）」の教育研究を行うもので

あり，教育課程をより適切に表するため，「広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナ

ビリティ学専攻」とするとしているが，サステイナビリティ学の内容をどの様に身に付

けるのか不明確であり，教育課程を適切に表した専攻名称であるとは言えない。まず，

本学が定義するサスティナビリティ学とは何かを改めて明確にすること。その際，サス

ティナビリティ学が包含する学問分野と今回設置を構想する二つの研究科の関係性，二

つの専攻間で共通する内容と異なる内容が分かるように図示する等して分かりやすく説

明すること。その上で，サステイナビリティ学の科目との関連と，どの様に学生に身に

付けさせるのかを明確にすることで，専攻名称の妥当性を改めて説明すること。また，「Ｓ

ＤＧｓへの学問的アプローチＡ，Ｂ」の科目内容が「ＳＤＧｓの設置経緯」について説

明するなど，サステイナビリティ学の基礎となる科目であると考えられるため，必要に

応じて自由科目かつ日本語での開講ではなく，必修又は選択科目かつ英語で開講するこ

と。（是正事項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

 

３．【第一次審査意見４の回答について】 

＜英語の専攻名称の妥当性が不明確＞ 

当該専攻名称とする理由の一つである，「サステイナビリティ学」が世界的に広く通用

している根拠として「国際サステイナビリティ学会（International Society for 

Sustainability Science）」や国際学術誌「サステイナビリティ・サイエンス」を挙げて説

明しているが，これらについては，「Sustainability Science」であり，「Sustainable 

Development」とする説明にはなっていないため，本学が考える「サステイナビリティ

学」と英語名称について改めて説明すること。（改善事項）・・・・・・・・・１０２
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（改善事項）人間社会科学研究科 広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ

学専攻（M） 

１．【第一次審査意見３の回答について】 

＜授業での使用言語が不明確＞ 

「授業では英語を使用する。（ただし，日本語による自由科目も一部開設する。）」として

いるが，シラバスに当該科目の使用言語が記載されておらず，学生が履修する際に誤っ

た選択をする恐れがあるため，シラバスに使用言語を明記するなど，学生への配慮を適

切に行うこと。 

 

（対応） 

本専攻の学生が履修計画を立てる際に誤った選択をしないよう，使用言語をシラバスに

明記するとともに，指導教員（ホーム大学）及び副指導教員（相手大学）が適切な履修指

導を行います。 

 

（新旧対照表） シラバス 

新 旧 

人間社会科学研究科 広島大学・グラーツ大学国

際連携サステイナビリティ学専攻 

シラバス目次 

１．ベーシック科目 

（１）広島大学開設科目  

①大学院共通科目／持続可能な発展科目 

Hiroshima から世界平和を考える P1 

Japanese Experience of Social 

Development- Economy, Infrastructure, 

and Peace 

P2 

Japanese Experience of Human 

Development-Culture, Education, and 

Health 

P4 

  

  

ダイバーシティの理解 P6 

②大学院共通科目／キャリア開発・ 

データリテラシー科目 

データリテラシー P7 

医療情報リテラシー P8 

人間社会科学研究科 広島大学・グラーツ大学国

際連携サステイナビリティ学専攻 

シラバス目次 

１．ベーシック科目 

（１）広島大学開設科目 

①大学院共通科目／持続可能な発展科目 

Hiroshima から世界平和を考える P1 

Japanese Experience of Social 

Development- Economy, 

Infrastructure, and Peace 

P2 

Japanese Experience of Human 

Development-Culture, Education, and 

Health 

P4 

SDGs への学問的アプローチＡ P6 

SDGs への学問的アプローチＢ P8 

ダイバーシティの理解 P10 

②大学院共通科目／キャリア開発・ 

データリテラシー科目 

データリテラシー P11 

医療情報リテラシー P12 
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人文社会系キャリアマネジメント P9 

理工系キャリアマネジメント P10 

ストレスマネジメント P12 

MOT 入門 P14 

アントレプレナーシップ概論 P15 

③研究科共通科目 

データビジュアライゼーションＡ P16 

データビジュアライゼーションＢ P17 

環境原論Ａ P18 

環境原論Ｂ P19 

④基盤科目 

リサーチメソッド P20 

社会科学のための数理・計量分析 P21 

調査方法論基礎 P22 

持続可能な発展論基礎 P24 

（２）グラーツ大学開設科目 

The Sustainability Challenge P25 

Sustainable Development - Integrating 

Perspectives 

P26 

Social competences for working in 

inter- and transdisciplinary teams 

P27 

Methods for inter- and 

transdisciplinary problem-solving 

P28 

Data in System Sciences P29 

  

２．専門科目 

（１）広島大学開設科目 

①Specialization 科目 

開発ミクロ経済学 I P30 

開発ミクロ経済学 II P31 

開発マクロ経済学 I P32 

開発マクロ経済学 II P33 

開発計量経済学Ⅰ P34 

開発計量経済学Ⅱ P35 

Geographic Information System 

Technology 

P36 

人文社会系キャリアマネジメント P13 

理工系キャリアマネジメント P14 

ストレスマネジメント P16 

MOT 入門 P18 

アントレプレナーシップ概論 P19 

③研究科共通科目 

データビジュアライゼーションＡ P20 

データビジュアライゼーションＢ P21 

環境原論Ａ P22 

環境原論Ｂ P23 

④基盤科目 

リサーチメソッド P24 

社会科学のための数理・計量分析 P25 

調査方法論基礎 P26 

持続可能な発展論基礎 P28 

（２）グラーツ大学開設科目 

The Sustainability Challenge P29 

Sustainable Development - Integrating 

Perspectives 

P30 

Social competences for working in 

inter- and transdisciplinary teams 

P31 

Methods for inter- and 

transdisciplinary problem-solving 

P32 

Data in System Sciences P33 

  

２．専門科目 

（１）広島大学開設科目 

①Specialization 科目 

開発ミクロ経済学 I P34 

開発ミクロ経済学 II P35 

開発マクロ経済学 I P36 

開発マクロ経済学 II P37 

開発計量経済学Ⅰ P38 

開発計量経済学Ⅱ P39 

Geographic Information System 

Technology 

P40 
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経済統計分析論 P37 

グローバルガバナンス論 P38 

都市経済学 P40 

農村開発論 P41 

技術経営論 P42 

人的資源開発論 P43 

公共管理論 P44 

経営組織論 P45 

経営戦略論 P46 

環境政策論 P47 

都市政策論 P48 

国際協力論 P50 

労働政策論 P51 

国際金融論 P52 

演習Ａ P53 

演習Ｂ P54 

②Integration 科目 

フィールドワーク P55 

グローバルインターンシップ P56 

Developing Designing Ability P57 

国際協力プロジェクト演習 P59 

国際公務員実務演習Ａ P60 

国際公務員実務演習Ｂ P61 

International Environmental 

Cooperation Studies 

P62 

演習Ｃ P63 

（２）グラーツ大学開設科目 

①Specialization 科目 

Environmental and Technology 

Assessment 

P64 

Waste and Recycling P65 

Environmental Decision Making P66 

Seminar for Data in System Sciences P67 

Renewable Resources - Chemistry and 

TechnologyⅠ 

P68 

Renewable Resources - Chemistry and P69 

経済統計分析論 P41 

グローバルガバナンス論 P42 

都市経済学 P44 

農村開発論 P45 

技術経営論 P46 

人的資源開発論 P47 

公共管理論 P48 

経営組織論 P49 

経営戦略論 P50 

環境政策論 P51 

都市政策論 P52 

国際協力論 P54 

労働政策論 P55 

国際金融論 P56 

演習Ａ P57 

演習Ｂ P58 

②Integration 科目 

フィールドワーク P59 

グローバルインターンシップ P60 

Developing Designing Ability P61 

国際協力プロジェクト演習 P63 

国際公務員実務演習Ａ P64 

国際公務員実務演習Ｂ P65 

International Environmental 

Cooperation Studies 

P66 

演習Ｃ P67 

（２）グラーツ大学開設科目 

①Specialization 科目 

Environmental and Technology 

Assessment 

P68 

Waste and Recycling P69 

Environmental Decision Making P70 

Seminar for Data in System Sciences P71 

Renewable Resources - Chemistry and 

TechnologyⅠ 

P72 

Renewable Resources - Chemistry and P73 
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TechnologyⅡ 

Earth's Climate System and Climate 

Change 

P70 

Strategic Sustainability Management P71 

Sustainability Entrepreneurship P72 

Eco-Controlling P73 

Sustainable Innovation P74 

Product and Service Development P75 

Value Chain Management P76 

Research Project Sustainability 

Management 

P77 

Sustainability and Environmental 

Management 

P78 

②Integration 科目 

Inter- and Transdisciplinary Case 

Study on Sustainable Development 

P79 

Social competences for managing 

sustainable development 

P80 

Master seminar P81 

  

３．修士論文に関する科目 

修士論文 P82 

Master Thesis P84 

 

Joint International Master's Programme in 

Sustainable Development (Hiroshima University 

and University of Graz), Graduate School of 

Humanities and Social Sciences 

Index of Syllabus 

1. Basic Course 

(1) Hiroshima University 

①Common Graduate Couse/ SDGs Course 

World Peace and HIROSHIMA P85 

Japanese Experience of Social 

Development- Economy, Infrastructure, 

and Peace 

P86 

TechnologyⅡ 

Earth's Climate System and Climate 

Change 

P74 

Strategic Sustainability Management P75 

Sustainability Entrepreneurship P76 

Eco-Controlling P77 

Sustainable Innovation P78 

Product and Service Development P79 

Value Chain Management P80 

Research Project Sustainability 

Management 

P81 

Sustainability and Environmental 

Management 

P82 

②Integration 科目 

Inter- and Transdisciplinary Case 

Study on Sustainable Development 

P83 

Social competences for managing 

sustainable development 

P84 

Master seminar P85 

  

３．修士論文に関する科目 

修士論文 P86 

Master Thesis P88 

 

Joint International Master's Programme in 

Sustainable Development (Hiroshima University 

and University of Graz), Graduate School of 

Humanities and Social Sciences 

Index of Syllabus 

1. Basic Course 

(1) Hiroshima University 

①Common Graduate Couse/ SDGs Course 

World Peace and HIROSHIMA P89 

Japanese Experience of Social 

Development- Economy, 

Infrastructure, and Peace 

P90 
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Japanese Experience of Human 

Development-Culture, Education, 

and Health 

P87 

  

  

Understanding Diversity and Inclusion P88 

②Common Graduate Course/  

  Career Development, Data Literacy 

Data Literacy P89 

Data Literacy in Medicine P90 

Career Management - Theory & Career 

Development 

P91 

Career Management for Engineer P92 

Stress Management P93 

Introduction to MOT P94 

Entrepreneurship P95 

③Common Graduate School Course 

Data Visualization A P96 

Data Visualization B P97 

Principles of Environment A P98 

Principles of Environment B P99 

④Foundation Course 

Research Method P100

Quantitative and Analytical Social 

Science 

P101

Fundamentals of Survey Methodology P102

Introduction to Sustainable 

Development 

P104

(2) University of Graz  

The Sustainability Challenge P105

Sustainable Development  

 - Integrating Perspectives 

P106

Social competences for working in 

inter- and transdisciplinary teams 

P107

Methods for inter- and 

transdisciplinary problem-solving 

P108

Japanese Experience of Human 

Development-Culture, Education, 

and Health 

P91 

Academic approach to SDGs - A P92 

Academic approach to SDGs - B P94 

Understanding Diversity and Inclusion P96 

②Common Graduate Course/  

  Career Development, Data Literacy 

Data Literacy P97 

Data Literacy in Medicine P98 

Career Management - Theory & Career 

Development 

P99 

Career Management for Engineer P100

Stress Management P101

Introduction to MOT P102

Entrepreneurship P103

③Common Graduate School Course 

Data Visualization A P104

Data Visualization B P105

Principles of Environment A P106

Principles of Environment B P107

④Foundation Course 

Research Method P108

Quantitative and Analytical Social 

Science 

P109

Fundamentals of Survey Methodology P110

Introduction to Sustainable 

Development 

P112

(2) University of Graz  

The Sustainability Challenge P113

Sustainable Development  

 - Integrating Perspectives 

P114

Social competences for working in 

inter- and transdisciplinary teams 

P115

Methods for inter- and 

transdisciplinary problem-solving 

P116
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Data in System Sciences P109

  

2. Specialized Course 

(1) Hiroshima University 

①Specialization Course 

Development MicroeconomicsⅠ P110

Development Microeconomics Ⅱ P111

Development MacroeconomicsⅠ P112

Development Macroeconomics Ⅱ P113

Applied EconometricsⅠ P114

Applied Econometrics Ⅱ P115

Geographic Information System 

Technology 

P116

Economic Statistical Analysis P117

Global Governance P118

Urban Economics P120

Rural Development P121

Management of Technology P122

Human Resource Development P123

Public Administration and Management P124

Organization Theory P125

Corporate Strategy P126

Environmental Policy P127

Urban Policy P128

International Cooperation P130

Labor Market and Employment Policy P131

International Finance P132

Seminar A P133

Seminar B P134

②Integration Course 

Fieldwork P135

Global Internship P136

Developing Designing Ability P137

Practical Seminar on International 

Cooperation Project 

P139

Seminar on Practices for International P140

Data in System Sciences P117

  

2. Specialized Course 

(1) Hiroshima University 

①Specialization Course 

Development MicroeconomicsⅠ P118

Development Microeconomics Ⅱ P119

Development MacroeconomicsⅠ P120

Development Macroeconomics Ⅱ P121

Applied EconometricsⅠ P122

Applied Econometrics Ⅱ P123

Geographic Information System 

Technology 

P124

Economic Statistical Analysis P125

Global Governance P126

Urban Economics P128

Rural Development P129

Management of Technology P130

Human Resource Development P131

Public Administration and Management P132

Organization Theory P133

Corporate Strategy P134

Environmental Policy P135

Urban Policy P136

International Cooperation P138

Labor Market and Employment Policy P139

International Finance P140

Seminar A P141

Seminar B P142

②Integration Course 

Fieldwork P143

Global Internship P144

Developing Designing Ability P145

Practical Seminar on International 

Cooperation Project 

P147

Seminar on Practices for P148
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Civil Servants A 

Seminar on Practices for International 

Civil Servants B 

P141

International Environmental 

Cooperation Studies 

P142

Seminar C P143

(2) University of Graz 

①Specialization Course 

Environmental and Technology 

Assessment 

P144

Waste and Recycling P145

Environmental Decision Making P146

Seminar for Data in System Sciences P147

Renewable Resources - Chemistry and 

TechnologyⅠ 

P148

Renewable Resources - Chemistry and 

TechnologyⅡ 

P149

Earth's Climate System and Climate 

Change 

P150

Strategic Sustainability Management P151

Sustainability Entrepreneurship P152

Eco-Controlling P153

Sustainable Innovation P154

Product and Service Development P155

Value Chain Management P156

Research Project Sustainability 

Management 

P157

Sustainability and Environmental 

Management 

P158

②Integration Course 

Inter- and Transdisciplinary Case 

Study on Sustainable Development 

P159

Social competences for managing 

sustainable development 

P160

Master seminar P161

  

International Civil Servants A 

Seminar on Practices for 

International Civil Servants B 

P149

International Environmental 

Cooperation Studies 

P150

Seminar C P151

(2) University of Graz 

①Specialization Course 

Environmental and Technology 

Assessment 

P152

Waste and Recycling P153

Environmental Decision Making P154

Seminar for Data in System Sciences P155

Renewable Resources - Chemistry and 

TechnologyⅠ 

P156

Renewable Resources - Chemistry and 

TechnologyⅡ 

P157

Earth's Climate System and Climate 

Change 

P158

Strategic Sustainability Management P159

Sustainability Entrepreneurship P160

Eco-Controlling P161

Sustainable Innovation P162

Product and Service Development P163

Value Chain Management P164

Research Project Sustainability 

Management 

P165

Sustainability and Environmental 

Management 

P166

②Integration Course 

Inter- and Transdisciplinary Case 

Study on Sustainable Development 

P167

Social competences for managing 

sustainable development 

P168

Master seminar P169
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3. Master Thesis 

Master Thesis (Hiroshima University) P162

Master Thesis (University of Graz) P164
 

3. Master Thesis 

Master Thesis (Hiroshima University) P170

Master Thesis (University of Graz) P172
 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １頁 

新 旧 

授業科目名： 

Hiroshima から世界平和を考える 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Hiroshima から世界平和を考える 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ２頁 

新 旧 

授業科目名： 

Japanese Experience of Social 

Development- Economy, Infrastructure, 

and Peace 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Japanese Experience of Social 

Development- Economy, Infrastructure, 

and Peace 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ４頁 

新 旧 

授業科目名： 

Japanese Experience of Human 

Development-Culture, Education, and 

Health 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Japanese Experience of Human 

Development-Culture, Education, and 

Health 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ６頁 
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新 旧 

授業科目名： 

ダイバーシティの理解 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

ダイバーシティの理解 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ７頁 

新 旧 

授業科目名： 

データリテラシー 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

データリテラシー 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ８頁 

新 旧 

授業科目名： 

医療情報リテラシー 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

医療情報リテラシー 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ９頁 

新 旧 

授業科目名： 

人文社会系キャリアマネジメント 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

人文社会系キャリアマネジメント 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １０頁 

新 旧 

授業科目名： 

理工系キャリアマネジメント 

 

授業科目名： 

理工系キャリアマネジメント 
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授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １２頁 

新 旧 

授業科目名： 

ストレスマネジメント 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

ストレスマネジメント 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １４頁 

新 旧 

授業科目名： 

MOT 入門 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

MOT 入門 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １５頁 

新 旧 

授業科目名： 

アントレプレナーシップ概論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

アントレプレナーシップ概論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １６頁 

新 旧 

授業科目名： 

データビジュアライゼーション A 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

データビジュアライゼーション A 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １７頁 
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新 旧 

授業科目名： 

データビジュアライゼーション B 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

データビジュアライゼーション B 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １８頁 

新 旧 

授業科目名： 

環境原論 A 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

環境原論 A 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １９頁 

新 旧 

授業科目名： 

環境原論 B 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

環境原論 B 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ２０頁 

新 旧 

授業科目名： 

リサーチメソッド 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

リサーチメソッド 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ２１頁 

新 旧 

授業科目名： 

社会科学のための数理・計量分析 

 

授業科目名： 

社会科学のための数理・計量分析 
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授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ２２頁 

新 旧 

授業科目名： 

調査方法論基礎 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

調査方法論基礎 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ２４頁 

新 旧 

授業科目名： 

持続可能な発展論基礎 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

持続可能な発展論基礎 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ２５頁 

新 旧 

授業科目名： 

The Sustainability Challenge 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

The Sustainability Challenge 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ２６頁 

新 旧 

授業科目名： 

Sustainable Development - Integrating 

Perspectives 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Sustainable Development - Integrating 

Perspectives 

 

授業の方法： 

講義 
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（新旧対照表）シラバス（授業計画） ２７頁 

新 旧 

授業科目名： 

Social Competences for Working in Inter- 

and Transdisciplinary Teams 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

Social Competences for Working in Inter- 

and Transdisciplinary Teams 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ２８頁 

新 旧 

授業科目名： 

Methods for Inter- and Transdisciplinary 

Problem-solving 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Methods for Inter- and Transdisciplinary 

Problem-solving 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ２９頁 

新 旧 

授業科目名： 

Data in System Sciences 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Data in System Sciences 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ３０頁 

新 旧 

授業科目名： 

開発ミクロ経済学 I 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

開発ミクロ経済学 I 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ３１頁 

新 旧 
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授業科目名： 

開発ミクロ経済学 II 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

開発ミクロ経済学 II 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ３２頁 

新 旧 

授業科目名： 

開発マクロ経済学 I 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

開発マクロ経済学 I 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ３３頁 

新 旧 

授業科目名： 

開発マクロ経済学 II 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

開発マクロ経済学 II 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ３４頁 

新 旧 

授業科目名： 

開発計量経済学 I 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

開発計量経済学 I 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ３５頁 

新 旧 

授業科目名： 

開発計量経済学 II 

 

授業の方法（使用言語）： 

授業科目名： 

開発計量経済学 II 

 

授業の方法： 
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講義（英語） 講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ３６頁 

新 旧 

授業科目名： 

Geographic Information System 

Technology 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Geographic Information System 

Technology 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ３７頁 

新 旧 

授業科目名： 

経済統計分析論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

経済統計分析論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ３８頁 

新 旧 

授業科目名： 

グローバルガバナンス論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

グローバルガバナンス論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ４０頁 

新 旧 

授業科目名： 

都市経済学 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

都市経済学 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ４１頁 
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新 旧 

授業科目名： 

農村開発論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

農村開発論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ４２頁 

新 旧 

授業科目名： 

技術経営論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

技術経営論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ４３頁 

新 旧 

授業科目名： 

人的資源開発論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

人的資源開発論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ４４頁 

新 旧 

授業科目名： 

公共管理論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

公共管理論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ４５頁 

新 旧 

授業科目名： 

経営組織論 

 

授業科目名： 

経営組織論 
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授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ４６頁 

新 旧 

授業科目名： 

経営戦略論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

経営戦略論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ４７頁 

新 旧 

授業科目名： 

環境政策論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

環境政策論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ４８頁 

新 旧 

授業科目名： 

都市政策論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

都市政策論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ５０頁 

新 旧 

授業科目名： 

国際協力論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

国際協力論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ５１頁 
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新 旧 

授業科目名： 

労働政策論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

労働政策論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ５２頁 

新 旧 

授業科目名： 

国際金融論 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

国際金融論 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ５３頁 

新 旧 

授業科目名： 

演習 A 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

演習 A 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ５４頁 

新 旧 

授業科目名： 

演習 B 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

演習 B 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ５５頁 

新 旧 

授業科目名： 

フィールドワーク 

 

授業科目名： 

フィールドワーク 
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授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ５６頁 

新 旧 

授業科目名： 

グローバルインターンシップ 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

グローバルインターンシップ 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ５７頁 

新 旧 

授業科目名： 

Developing Designing Ability 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習及び講義（英語） 

授業科目名： 

Developing Designing Ability 

 

授業の方法： 

演習及び講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ５９頁 

新 旧 

授業科目名： 

国際協力プロジェクト演習 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

国際協力プロジェクト演習 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ６０頁 

新 旧 

授業科目名： 

国際公務員実務演習 A 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

国際公務員実務演習 A 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ６１頁 
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新 旧 

授業科目名： 

国際公務員実務演習 B 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

国際公務員実務演習 B 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ６２頁 

新 旧 

授業科目名： 

International Environmental Cooperation 

Studies 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

International Environmental Cooperation 

Studies 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ６３頁 

新 旧 

授業科目名： 

演習 C 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

演習 C 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ６４頁 

新 旧 

授業科目名： 

Environmental and Technology  

Assessment 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Environmental and Technology  

Assessment 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ６５頁 

新 旧 

授業科目名： 授業科目名： 
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Waste and Recycling 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

Waste and Recycling 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ６６頁 

新 旧 

授業科目名： 

Environmental Decision Making 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Environmental Decision Making 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ６７頁 

新 旧 

授業科目名： 

Seminar for Data in System Sciences 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

Seminar for Data in System Sciences 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ６８頁 

新 旧 

授業科目名： 

Renewable Resources - Chemistry and 

Technology I 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Renewable Resources - Chemistry and 

Technology I 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ６９頁 

新 旧 

授業科目名： 

Renewable Resources - Chemistry and 

Technology II 

 

授業科目名： 

Renewable Resources - Chemistry and 

Technology II 

 



- 22 - 
 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ７０頁 

新 旧 

授業科目名： 

Earth’s Climate System and Climate 

Change 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Earth’s Climate System and Climate 

Change 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ７１頁 

新 旧 

授業科目名： 

Strategic Sustainability Management 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Strategic Sustainability Management 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ７２頁 

新 旧 

授業科目名： 

Sustainability Entrepreneurship 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Sustainability Entrepreneurship 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ７３頁 

新 旧 

授業科目名： 

Eco-Controlling 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Eco-Controlling 

 

授業の方法： 

講義 
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（新旧対照表）シラバス（授業計画） ７４頁 

新 旧 

授業科目名： 

Sustainable Innovation 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Sustainable Innovation 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ７５頁 

新 旧 

授業科目名： 

Product and Service Development 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Product and Service Development 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ７６頁 

新 旧 

授業科目名： 

Value Chain Management 

 

授業の方法（使用言語）： 

講義（英語） 

授業科目名： 

Value Chain Management 

 

授業の方法： 

講義 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ７７頁 

新 旧 

授業科目名： 

Research Project Sustainability 

Management 

 

授業の方法（使用言語）： 

実習（英語） 

授業科目名： 

Research Project Sustainability 

Management 

 

授業の方法： 

実習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ７８頁 

新 旧 

授業科目名： 授業科目名： 
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Sustainability and Environmental 

Management 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

Sustainability and Environmental 

Management 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ７９頁 

新 旧 

授業科目名： 

Inter- and Transdisciplinary Case Study 

on Sustainable Development 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

Inter- and Transdisciplinary Case Study 

on Sustainable Development 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ８０頁 

新 旧 

授業科目名： 

Social Competences for Managing 

Sustainable Development 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

Social Competences for Managing 

Sustainable Development 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ８１頁 

新 旧 

授業科目名： 

Master Seminar 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

Master Seminar 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ８２頁 

新 旧 

授業科目名： 

修士論文 

授業科目名： 

修士論文 
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授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ８４頁 

新 旧 

授業科目名： 

Master Thesis 

 

授業の方法（使用言語）： 

演習（英語） 

授業科目名： 

Master Thesis 

 

授業の方法： 

演習 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ８５頁 

新 旧 

Subject Name: 

Hiroshima から世界平和を考える 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Hiroshima から世界平和を考える 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ８６頁 

新 旧 

Subject Name: 

Japanese Experience of Social 

Development-Economy, Infrastructure, 

and Peace 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Japanese Experience of Social 

Development-Economy, Infrastructure, 

and Peace 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ８７頁 

新 旧 

Subject Name: 

Japanese Experience of Human 

Development-Culture, Education, and 

Health 

Subject Name: 

Japanese Experience of Human 

Development-Culture, Education, and 

Health 
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Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ８８頁 

新 旧 

Subject Name: 

ダイバーシティの理解 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

ダイバーシティの理解 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ８９頁 

新 旧 

Subject Name: 

データリテラシー 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

データリテラシー 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ９０頁 

新 旧 

Subject Name: 

医療情報リテラシー 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

医療情報リテラシー 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ９１頁 

新 旧 

Subject Name: 

人文社会系キャリアマネジメント 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

人文社会系キャリアマネジメント 

 

Lesson Style: 

Lecture 
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（新旧対照表）シラバス（授業計画） ９２頁 

新 旧 

Subject Name: 

理工系キャリアマネジメント 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

理工系キャリアマネジメント 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ９３頁 

新 旧 

Subject Name: 

ストレスマネジメント 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

ストレスマネジメント 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ９４頁 

新 旧 

Subject Name: 

MOT 入門 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

MOT 入門 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ９５頁 

新 旧 

Subject Name: 

アントレプレナーシップ概論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

アントレプレナーシップ概論 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ９６頁 

新 旧 

Subject Name: 

データビジュアライゼーション A 

Subject Name: 

データビジュアライゼーション A 
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Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ９７頁 

新 旧 

Subject Name: 

データビジュアライゼーション B 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

データビジュアライゼーション B 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ９８頁 

新 旧 

Subject Name: 

環境原論 A 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

環境原論 A 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） ９９頁 

新 旧 

Subject Name: 

環境原論 B 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

環境原論 B 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １００頁 

新 旧 

Subject Name: 

リサーチメソッド 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

リサーチメソッド 

 

Lesson Style: 

Lecture 
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（新旧対照表）シラバス（授業計画） １０１頁 

新 旧 

Subject Name: 

社会科学のための数理・計量分析 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

社会科学のための数理・計量分析 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １０２頁 

新 旧 

Subject Name: 

Fundamentals of Survey Methodology 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Fundamentals of Survey Methodology 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １０４頁 

新 旧 

Subject Name: 

持続可能な発展論基礎 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

持続可能な発展論基礎 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １０５頁 

新 旧 

Subject Name: 

The Sustainability Challenge 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

The Sustainability Challenge 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画）  １０６頁 

新 旧 

Subject Name: 

Sustainable Development - Integrating 

Subject Name: 

Sustainable Development - Integrating 
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Perspectives 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Perspectives 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １０７頁 

新 旧 

Subject Name: 

Social Competences for Working in Inter- 

and Transdisciplinary Teams 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

Social Competences for Working in Inter- 

and Transdisciplinary Teams 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １０８頁 

新 旧 

Subject Name: 

Methods for Inter- and Transdisciplinary 

Problem-solving 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Methods for Inter- and Transdisciplinary 

Problem-solving 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １０９頁 

新 旧 

Subject Name: 

Data in System Sciences 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Data in System Sciences 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １１０頁 

新 旧 

Subject Name: 

開発ミクロ経済学 I 

 

Subject Name: 

開発ミクロ経済学 I 
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Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １１１頁 

新 旧 

Subject Name: 

開発ミクロ経済学 II 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

開発ミクロ経済学 II 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １１２頁 

新 旧 

Subject Name: 

開発マクロ経済学 I 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

開発マクロ経済学 I 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １１３頁 

新 旧 

Subject Name: 

開発マクロ経済学 II 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

開発マクロ経済学 II 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １１４頁 

新 旧 

Subject Name: 

開発計量経済学 I 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

開発計量経済学 I 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １１５頁 
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新 旧 

Subject Name: 

開発計量経済学 II 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

開発計量経済学 II 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １１６頁 

新 旧 

Subject Name: 

Geographic Information System 

Technology 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Geographic Information System 

Technology 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １１７頁 

新 旧 

Subject Name: 

経済統計分析論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

経済統計分析論 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １１８頁 

新 旧 

Subject Name: 

グローバルガバナンス論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

グローバルガバナンス論 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １２０頁 

新 旧 

Subject Name: 

都市経済学 

Subject Name: 

都市経済学 
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Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １２１頁 

新 旧 

Subject Name: 

農村開発論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

農村開発論 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １２２頁 

新 旧 

Subject Name: 

技術経営論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

技術経営論 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １２３頁 

新 旧 

Subject Name: 

人的資源開発論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

人的資源開発論 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １２４頁 

新 旧 

Subject Name: 

公共管理論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

公共管理論 

 

Lesson Style: 

Lecture 
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（新旧対照表）シラバス（授業計画） １２５頁 

新 旧 

Subject Name: 

経営組織論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

経営組織論 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １２６頁 

新 旧 

Subject Name: 

経営戦略論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

経営戦略論 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １２７頁 

新 旧 

Subject Name: 

環境政策論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

環境政策論 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １２８頁 

新 旧 

Subject Name: 

都市政策論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

都市政策論 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １３０頁 

新 旧 

Subject Name: 

国際協力論 

Subject Name: 

国際協力論 
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Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １３１頁 

新 旧 

Subject Name: 

労働政策論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

労働政策論 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １３２頁 

新 旧 

Subject Name: 

国際金融論 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

国際金融論 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １３３頁 

新 旧 

Subject Name: 

演習 A 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

演習 A 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １３４頁 

新 旧 

Subject Name: 

演習 B 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

演習 B 

 

Lesson Style: 

Seminar 
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（新旧対照表）シラバス（授業計画） １３５頁 

新 旧 

Subject Name: 

フィールドワーク 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

フィールドワーク 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １３６頁 

新 旧 

Subject Name: 

グローバルインターンシップ 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

グローバルインターンシップ 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １３７頁 

新 旧 

Subject Name: 

Developing Designing Ability 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar, Lecture (English) 

Subject Name: 

Developing Designing Ability 

 

Lesson Style: 

Seminar, Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １３９頁 

新 旧 

Subject Name: 

国際協力プロジェクト演習 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

国際協力プロジェクト演習 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １４０頁 

新 旧 

Subject Name: 

国際公務員実務演習 A 

Subject Name: 

国際公務員実務演習 A 
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Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １４１頁 

新 旧 

Subject Name: 

国際公務員実務演習 B 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

国際公務員実務演習 B 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １４２頁 

新 旧 

Subject Name: 

International Environmental Cooperation

Studies  

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

International Environmental Cooperation

Studies  

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １４３頁 

新 旧 

Subject Name: 

演習 C 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

演習 C 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １４４頁 

新 旧 

Subject Name: 

Environmental and Technology 

Assessment 

 

Lesson Style (Language): 

Subject Name: 

Environmental and Technology 

Assessment 

 

Lesson Style: 
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Lecture (English) Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １４５頁 

新 旧 

Subject Name: 

Waste and Recycling 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Waste and Recycling 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １４６頁 

新 旧 

Subject Name: 

Environmental Decision Making 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Environmental Decision Making 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １４７頁 

新 旧 

Subject Name: 

Seminar for Data in System Sciences 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

Seminar for Data in System Sciences 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １４８頁 

新 旧 

Subject Name: 

Renewable Resources - Chemistry and 

Technology I 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Renewable Resources - Chemistry and 

Technology I 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １４９頁 
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新 旧 

Subject Name: 

Renewable Resources - Chemistry and 

Technology II 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Renewable Resources - Chemistry and 

Technology II 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １５０頁 

新 旧 

Subject Name: 

Earth’s Climate System and Climate 

Change 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Earth’s Climate System and Climate 

Change 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １５１頁 

新 旧 

Subject Name: 

Strategic Sustainability Management 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Strategic Sustainability Management 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １５２頁 

新 旧 

Subject Name: 

Sustainability Entrepreneurship 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Sustainability Entrepreneurship 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １５３頁 

新 旧 

Subject Name: Subject Name: 
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Eco-Controlling 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Eco-Controlling 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １５４頁 

新 旧 

Subject Name: 

Sustainable Innovation 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Sustainable Innovation 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １５５頁 

新 旧 

Subject Name: 

Product and Service Development 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Product and Service Development 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １５６頁 

新 旧 

Subject Name: 

Value Chain Management 

 

Lesson Style (Language): 

Lecture (English) 

Subject Name: 

Value Chain Management 

 

Lesson Style: 

Lecture 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １５７頁 

新 旧 

Subject Name: 

Research Project Sustainability 

Management 

 

Lesson Style (Language): 

Subject Name: 

Research Project Sustainability 

Management 

 

Lesson Style: 
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Field work (English) Field work 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １５８頁 

新 旧 

Subject Name: 

Sustainability and Environmental 

Management 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

Sustainability and Environmental 

Management 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １５９頁 

新 旧 

Subject Name: 

Inter- and Transdisciplinary Case Study 

on Sustainable Development 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

Inter- and Transdisciplinary Case Study 

on Sustainable Development 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １６０頁 

新 旧 

Subject Name: 

Social Competences for Managing 

Sustainable Development 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

Social Competences for Managing 

Sustainable Development 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １６１頁 

新 旧 

Subject Name: 

Master Seminar 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

Master Seminar 

 

Lesson Style: 

Seminar 
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（新旧対照表）シラバス（授業計画） １６２頁 

新 旧 

Subject Name: 

修士論文 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

修士論文 

 

Lesson Style: 

Seminar 

 

（新旧対照表）シラバス（授業計画） １６４頁 

新 旧 

Subject Name: 

Master Thesis 

 

Lesson Style (Language): 

Seminar (English) 

Subject Name: 

Master Thesis 

 

Lesson Style: 

Seminar 
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（是正事項）人間社会科学研究科 広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ

学専攻（M） 

２．【第一次審査意見４の回答について】 

＜専攻名称と教育課程の関係が不明確＞ 

本専攻名称を，持続可能な開発学（サステイナビリティ学）」の教育研究を行うもので

あり，教育課程をより適切に表するため，「広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナ

ビリティ学専攻」とするとしているが，サステイナビリティ学の内容をどの様に身に付

けるのか不明確であり，教育課程を適切に表した専攻名称であるとは言えない。まず，

本学が定義するサスティナビリティ学とは何かを改めて明確にすること。その際，サス

ティナビリティ学が包含する学問分野と今回設置を構想する二つの研究科の関係性，二

つの専攻間で共通する内容と異なる内容が分かるように図示する等して分かりやすく説

明すること。その上で，サステイナビリティ学の科目との関連と，どの様に学生に身に

付けさせるのかを明確にすることで，専攻名称の妥当性を改めて説明すること。また，「Ｓ

ＤＧｓへの学問的アプローチＡ，Ｂ」の科目内容が「ＳＤＧｓの設置経緯」について説

明するなど，サステイナビリティ学の基礎となる科目であると考えられるため，必要に

応じて自由科目かつ日本語での開講ではなく，必修又は選択科目かつ英語で開講するこ

と。 

 

（対応） 

SDGs の達成に重要な役割を担う国連の専門機関である UNESCO が発出した「研究と教

育におけるサステイナビリティ学のガイドライン」の中で，サステイナビリティ学は以下

のとおり記載されています。 

（前略）サステイナビリティ学には，専門分野の科学，学際的科学，超学際的科学が

含まれます。サステイナビリティ学は基本的知識の形成，応用技術や，社会文化的イノ

ベーション，新たな統治や社会・経済モデルを対象とする場合もあります。（中略）サ

ステイナビリティ学は国連の2030アジェンダに定められた持続可能な開発の目標を推

進し実施するための手段となり得ます。（後略） 

上記のとおり，サステイナビリティ学は，持続可能な開発の目標を推進し実施するための

手段となり得るものであり，専門科学から超学際的科学を含みます。今回，本学が二つの

専攻の申請で提案する学問分野「サステイナビリティ学」では，①貧困削減のための公共

政策，経済分析，社会科学分析等の社会科学的アプローチによる「開発学における国際協

力論」と，②環境的に持続可能な開発（環境持続可能性）にかかる課題解決のための技術

や自然科学を扱う理工学的アプローチによる「環境学における持続可能な開発論」のそれ

ぞれの専門分野の科学を基盤とした専攻を設置して，持続可能な開発目標（SDGs）の実現

への課題解決を目指すものです。学生は，各専攻でそれぞれの専門及び関係領域を学び，

その上で，社会科学系の学生と理工学系の学生が同じ教室で学び，相互に異なった視野や
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考え方に接することを通して，社会科学系や理工学系といった枠を超えた他分野への理解

を促します。こういった学びを通して，自身の専門性に軸足を置きつつ，他分野を専門と

する他者と協働できる高いコミュニケーション能力を持つ人材を育成します。 

SDGs の実現には，それを担う以下のような高度人材が必要と考えます。 

・大学院での自身の経験や獲得した能力を，実社会における問題解決や，SDGs などの世界

的目標の達成にどのように活かすかという視点を持つ人材 

・異なる国や文化，宗教を尊重しつつ，学問分野の枠を越えて様々な課題解決に取り組む

ことのできる人材 

・専門分野における深い専門的知識や技能とともに，幅広い教養，狭い専門分野にとらわ

れない広い視野，複眼的思考等の素養を持つ人材 

・特定の職業のための知識・技能，限定された課題の解決能力だけでなく，既存の知識等

が役に立たない未体験の事態にも対応できる高度な思考力・論理力に裏打ちされた課題

発見能力と，必要に応じて他の専門家とチームを組み，その一員として，あるいはリー

ダーとして課題解決に取り組む行動力を持つ人材 

SDGs は，開発学における国際協力論と環境学の研究領域であった持続可能な開発論とを

統合するものであり，途上国における開発研究のみならず先進国における持続可能な開発

のあり方も整合的な同じ枠組みの中で考えなければなりません。こうした教育研究領域の

飛躍的な拡大に対して，総合研究大学は，高度な人材育成の分野で貢献することが求めら

れます。このような人材を育成するに当たっては，社会科学的アプローチと理工学的アプ

ローチがあり，本学では両アプローチをそれぞれカバーする二つの研究科で取り組む必要

があります。本申請は，人間社会科学研究科と先進理工系研究科の二つの研究科にそれぞ

れサステイナビリティ学専攻を設置し，前者はグラーツ大学，後者はライプツィヒ大学と

連携して，各々の強みを組み合わせて，それぞれの専門分野の中でより幅広い研究領域に

対応しようとするものです。人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステ

イナビリティ学専攻の学問分野は，経済学関係を基盤としつつ「環境学における持続可能

な開発論」への理解も促進します。一方，先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ

大学国際連携サステイナビリティ学専攻の学問分野は，工学関係を基盤としつつ「開発学

における国際協力論」への理解も促進します。 

具体的には，人間社会科学研究科と先進理工系科学研究科に，重心の異なる二つの国際

連携専攻をそれぞれの研究科に設置し，以下の教育を提供します。 

① 人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻 

貧困削減のための公共政策，経済分析，社会科学分析等の社会科学的アプローチによ

る「開発学における国際協力論」を基盤としつつ「環境学における持続可能な開発論」

への理解も促進します。 

② 先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専

攻 
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環境的に持続可能な開発（環境持続可能性）にかかる課題解決のための技術や自然科

学を扱う理工学的アプローチによる「環境学における持続可能な開発論」を基盤とし

つつ「開発学における国際協力論」への理解も促進します。 

 

人間社会科学研究科は，人間や社会に関する深い見識と専門分野以外への強い関心を持

ち他分野の専門家と協働して将来の人類社会を創造する人材を育成することを目的として

います。また，先進理工系科学研究科は，幅広く深い教養とともに，理学，工学又は情報

科学及びこれらに関連する研究領域において，高度な専門性を核としながら，他分野への

理解力を身に付け，社会の課題解決に取り組むことのできる人材を養成することを目的と

しています。 

そして，今回申請する二つの専攻は，一方は社会科学的アプローチに重点を置くもので

あり，他方は理工学的アプローチに重点を置くものです。従って，学生に身に付けさせる

基盤的な素養も異なったものになります。このことから，これらの異なったアプローチを

身に付けた両方の人材を，両研究科のいずれか一方の中で育成することは不可能であり，

二つの異なった研究科にそれぞれの専攻を設置します。 

SDGs の達成には，極めて複雑な事象への対応が必要であることから，いずれかの研究科

のみの理念に基づいて育成された人材では SDGs の達成は不可能であります。それぞれの

研究科の理念に基づいて育成された専門家が協働する，すなわち，文系を基盤にした人材

と理系を基盤にした人材が連携して初めて達成できるものであります。そのため，両専攻

では，あくまでそれぞれのアプローチに重点を置きつつ，他分野への理解力を身に付けら

れるような学びを提供します。 

 前述のとおり，人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリテ

ィ学専攻はグラーツ大学と連携し，先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国

際連携サステイナビリティ学専攻は，ライプツィヒ大学と連携します。これは，アジアと

欧州という異なった文化的背景の大学が協力することによる多様性の涵養が可能となるこ

とに加え，それぞれの専攻の内容と，それぞれの相手大学の強みが一致するからでありま

す。すなわち，人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ

学専攻は，持続可能な開発におけるビジネスや経営分野に強みを有するグラーツ大学と連

携し，先進理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学

専攻は，持続可能な開発におけるエネルギー工学や自然管理分野で強みを有するライプツ

ィヒ大学と連携します。また，グラーツ大学，ライプツィヒ大学は，１０年以上にわたる

日本以外の国々とのジョイントディグリープログラム実施の経験を有しており，これらの

大学を相手大学とすることにより，学生に対する国際性の涵養という意味でも極めて高い

効果が期待できます。 
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【図１】二つの研究科及び専攻の関係性 

 

上記①②のいずれも，学生には，自らの専門分野における知識や能力を深めるだけでなく，

他分野への理解や，地域社会・国際社会に貢献するための基盤となる能力を身に付けさせ

ます。 

学生は入学後，第１セメスターにおいて，専門的な研究遂行のために必要な基盤となる

ベーシック科目を中心に学びます。第 2 セメスターでは，専門科目（Specialization）で各

専攻の専門的な内容（本専攻の学生は「開発学における国際協力論」）を学びます。本専攻

では，経済学を中心としながら経営学，政治学，国際関係論，社会学，行政学などの関係

分野についても学びます。第 3 セメスターでは，専門科目（Integration）で応用と実践を

学びます。特に，広島大学開講の専門科目（Integration）は両専攻で共通に開講するため，

社会科学系の学生と理工学系の学生が同じ教室で学ぶことにより，相互に異なった視野や

考え方に接し，社会科学系や理工学系といった枠を超えた他分野への理解を促すようにし

ています。具体的には，研究発表を通して，自らの研究を他分野の研究者に伝えるスキル

を習得するとともに，他の分野の研究についても概略を把握できるよう，「開発学における

国際協力論」を基盤に学んできた本専攻の学生には，「環境学における持続可能な開発論」

への理解を促します。また，ディベート演習を通じて，課題の本質を理解した上で複数の

解決策を模索し，関連する知識や能力を動員して解決する課題解決能力を身に付けます。

さらに，国際協力プロジェクトの事例研究を通じて実践力を高めるとともに修了後のキャ

リア形成等を促し，社会に貢献する基盤となる能力を育成します。二つの研究科で別々に

学んできた学生が，他分野を学んできた他研究科の学生と学び合うことにより，それぞれ

のバックグラウンドを活かしつつ，それぞれのアプローチで研究・実務を遂行する能力や，

他者と協働できる高いコミュニケーション能力を育成します。第 4 セメスターでは，学生
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は，主指導教員の直接指導で修士論文作成に取り組みます。 

 

【図２】各セメスターで育成する能力 

 

 

【図３】履修系統 

 

 人間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻の広島

大学をホームとする学生の履修モデルでは，第１セメスターではベーシック科目として大

学院生の共通的な知識や研究を行う上で基盤的能力を修得することとしています。例えば，
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「人文社会系キャリアマネジメント」で大学院での学びとキャリアを結びつけるためのキ

ャリアマネジメント力を育成し，本学の大学院生の共通的な知識を修得します。「環境原論

A」や「環境原論 B」では，現代の環境問題に対処できるように，知的基盤と俯瞰的活用力

や問題の解決のために求められる目標の設定と達成のための個人・政策・経済・社会・技

術に関わる手法を全球に適用可能なものとする方法論の基礎を習得することにより，「環境

学における持続可能な開発論」の基盤となる知識を修得します。「持続可能な発展論基礎」

では, 持続可能な発展論に関する主要な議論とその背景となる考え方を包括的に学習し，

「リサーチメソッド」では，研究活動の展開方法を学習することにより研究を行う上での

基盤的能力を修得します。第２セメスターでは，専門科目（Specialization）として，各専

攻の専門的な内容を学びます。例えば，「Sustainability Entrepreneurship」では環境，経

済，社会の多様な視点から持続可能な起業家の活動や起業家精神と革新的な製品・サービ

スの創出について学びます。「Sustainable Innovation」では個別の製品のイノベーション

を超える持続可能なイノベーションのプロセスについて，社会，文化，制度のイノベーシ

ョンも含めて体系的に理解します。また，「Eco-Controlling」では，エコ・コントロールの

諸基準，ツール，手法，様々な環境志向評価のアプローチを概観します。第 3 セメスター

では，専門科目（Integration）として，応用と実践を学びます。例えば，「Inter- and 

Transdisciplinary Case Study on Sustainable Development」でグローバルな論点に関す

るテーマと問題の他分野との関連性を考察して多様な視点から見る力を養い，持続可能な

発展を実現するための課題設定から研究成果の社会実装まで多様なステークホルダーと協

働で実施するアプローチを修得します。また，「Master Seminar」で，学生は執筆中の論

文について発表し，専門の異なる他の学生と議論を行い，４人の教員の様々な視点から助

言とフィードバックを受けます。第４セメスターは，こうした成果としてサステイナビリ

ティ学における学術研究を修士論文としてまとめることにより，「SDGs 達成に向けた地域

と世界の喫緊の課題，とりわけ，貧困の削減に対して，開発学における国際協力論を基盤

にし，社会科学的アプローチで研究や実務を遂行できる能力を有するとともに，大学・研

究機関，政府・国際機関，民間企業，NGO 等において，他者と協働できる高いコミュニケ

ーション能力を有し，国際的な労働市場で高い就職力(Employability)を発揮できる人材」

を育成します。 

 

「SDGs への学問的アプローチＡ，Ｂ」とは別に，「持続可能な発展論基礎」というベー

シック科目を英語で開講する予定です。本科目では，Jeffrey D. Sachs による著書，The Age 

of Sustainable Development を教科書とし，持続可能な発展論に関する主要な議論とその

背景となる考え方を包括的に学ぶことを通し，多様な観点から持続可能な発展を論じる基

盤を習得することを目的としています。授業計画は，「第 1 回 持続可能な発展：序論，第 2

回 不平等な世界，第 3 回 経済発展に関する歴史，第 4 回 なぜある国は発展し，別の国は

貧しいままなのか？，第 5 回 極度の貧困の終焉，第 6 回 プラネタリー・バウンダリー，
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第 7 回 社会的な包摂性，第 8 回 万人のための教育，第 9 回 万人のための健康，第 10 回 食

料安全保障，第 11 回 レジリエントな都市，第 12 回 気候変動，第 13 回 生物多様性の保

全と生態系サービスの保護，第 14 回 持続可能な開発目標，第 15 回 持続可能な発展：ま

とめ」を予定しており，「SDGs の設置経緯」も含まれます。本科目は，今後，専門的な研

究を遂行し，実社会における問題解決や，SDGs などの世界的目標の達成にどのように活か

すかという視点を持つ上で基盤となるものです。 

なお，相手大学においても，Jeffrey D. Sachs の同じ著書を教科書とする同様のベーシッ

ク科目を開講します。相手大学をホームとする学生は，ホーム大学において同科目を履修

することとしており，広島大学では履修しません。そのため，広島大学で開講する科目を

修了要件とはせず選択科目としていますが，本学をホーム大学とする学生には同科目を必

修とします。 

一方，「SDGs への学問的アプローチＡ，Ｂ」は，大学院共通科目として本専攻の学生に

限らず，他の研究科も含めた大学院学生（博士課程前期及び修士課程）を受講対象者とす

る入門的な授業科目です。本専攻の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）で

は，「持続可能な開発の問題，特に，国際的な広がりがある持続可能性の問題に関心がある

人」「開発学における国際協力論を基盤に，学際的な視点から複雑プロセスを分析，評価す

る意欲を持つ人」とし，それに必要な基礎学力を持つ学生の入学を求めています。SDGs

に関する基礎的知識を身に付けている学生を入学試験の段階で書類選考により選別してい

るため，「SDGs への学問的アプローチＡ，Ｂ」の履修は必ずしも必要ではありません。そ

のため，同科目を本専攻の教育課程には含めないこととしますが，大学院共通科目として

開講するため，学生が希望する場合は，履修が可能です。 
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（新旧対照表） 基本計画書 １頁 

新 旧 

 

新 設 学

部 等 の

目的 

 2030 年の SDGs 達成に向

けて，先進国・途上国を問わ

ずあらゆる組織において専門

知識の獲得が緊急課題であ

り，高度専門職業人材の確保

が必要となっている。 

 本専攻では，SDGs 達成に

向けた地域と世界の喫緊の課

題，とりわけ，貧困の削減に

対して，開発学における国際

協力論を基盤にし，社会科学

的アプローチで研究や実務を

遂行できる能力を有するとと

もに，大学・研究機関，政府・

国際機関，民間企業，NGO 等

において，他者と協働できる

高いコミュニケーション能力

を有し，国際的な労働市場で

高い就職力 (Employability)

を発揮できる人材を養成する

ことを目的とする。 
 

 

新設学

部等の

目的 

 2030 年の SDGs 達成に向

けて，先進国・途上国を問わ

ずあらゆる組織において専門

知識の獲得が緊急課題であ

り，高度専門職業人材の確保

が必要となっている。 

 本専攻では，SDGs 達成に

向けた地域と世界の喫緊の課

題，とりわけ，貧困の削減に

対して，持続可能な開発学を

基盤にし，学際的な視点や多

元的なアプローチで研究や実

務を遂行できる能力を有し，

大学・研究機関，政府・国際

機関，民間企業，NGO 等に

おいて，他者と協働できる高

いコミュニケーション能力を

有し，国際的な労働市場で高

い就職力（Employability）を

発揮できる人材を養成するこ

とを目的とする。 
 

 

 

（新旧対照表） 基本計画書 ２頁 

新 旧 

 

教

育

課

程 

新設学部等の名

称 

講

義 

演

習 

実

験

・

実

習

計

 

教

育

課

程

新設学部等の名

称 

講

義 

演

習 

実

験 

・ 

実 

習 

計
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人間社会科学研

究科広島大学・グ

ラーツ大学国際

連携サステイナ

ビリティ学専攻 

55 

科

目 

19

科

目 

1

科

目

75

科

目

 

 

人間社会科学研

究科広島大学・グ

ラーツ大学国際

連携サステイナ

ビリティ学専攻 

57 

科

目 

19

科

目 

1

科

目 

77

科

目

 

 

 

（新旧対照表） 基本計画書 ２頁 

新 旧 

 

教

員

組

織

の

概

要 

学部等の名称 （略） 兼任教

員等 

新
設
分 

 

人間社会科

学研究科広

島大学・グラ

ーツ大学国

際連携サス

テイナビリ

ティ学専攻

（修士課程） 

 

（略）  

46 人

 

(46) 

 

計 （略）  

既
設
分 

（略） （略）  

先進理工系科

学研究科広島

大学・ライプ

ツィヒ大学国

際連携サステ

イナビリティ

学専攻（修士

課程） 

（略）  

43 

 

(43) 

 

（略） （略） （略）

計 （略） （略）

合計 （略） （略）

 

 

 

教

員

組

織

の

概

要

学部等の名称 （略） 兼任教

員等 

新
設
分 

 

人間社会科

学研究科広

島大学・グラ

ーツ大学国

際連携サス

テイナビリ

ティ学専攻

（修士課程）

 

（略）  

57 人 

 

(57) 

 

計 （略）  

既
設
分 

（略） （略）  

先進理工系科

学研究科広島

大学・ライプ

ツィヒ大学国

際連携サステ

イナビリティ

学専攻（修士

課程） 

（略）  

54 

 

(54) 

 

（略） （略） （略） 

計 （略） （略） 

合計 （略） （略）  
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（新旧対照表） 教育課程等の概要 １－２頁 
新 旧

 

科目区分 授業科目の名称 

単位数 

 

備考 必

修 
選

択 
自

由 

 

 

 

 

(略) (略) (略) 

Japanese Experience of
Human Development
‐Culture, Education,
and Health 
 
 
 
 
 
 

 1 

 

兼 4 オムニバス 
・メディア 

ダイバーシティの理解  1  
兼 4 オムニバス・

共同（一部）・集中

(略) (略) (略) 

 小計（11 科目） 0 14 0 兼 32 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

合計（75 科目） 0 164 0 兼 48 
 

 

科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必

修 
選

択 
自

由 

 

 

 

 

(略) (略) (略) 

Japanese Experience of
Human Development
‐Culture, Education,
and Health 

 1  
兼 4 オムニバス 
・メディア 

SDGs への学問的 
アプローチＡ 

  1 
兼 8 オムニバス・

共同（一部） 
メディア 

SDGs への学問的 
アプローチＢ 

  1 
兼 6 オムニバス 
・メディア 

ダイバーシティの理解  1  
兼 4 オムニバス・

共同（一部）・集中

(略) (略) (略) 

 小計（13 科目） 0 14 2 兼 43 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

合計（77 科目） 0 164 2 兼 59 

 
 

 

（新旧対照表） 教育課程等の概要 ３頁 

新 旧 

 

卒業要件及び履修方法 開

設

大

学

等 

開 設

単 位

数

（ 必

修）

(国際連携専攻／連携外国大学の

修了要件) 

 

(略) 

 

 －研究科共通科目：2単位以上 

 －基盤科目：6 単位以上（「持

続可能な発展論基礎」は必修） 

・専門科目：4 単位以上 （「演

習Ａ」は必修） 

 

(略) 

 

広

島

大

学 

103 

(0) 

 

 

卒業要件及び履修方法 開

設

大

学

等 

開 設

単 位

数

（ 必

修） 

(国際連携専攻／連携外国大学の

修了要件) 

 

(略) 

 

 －研究科共通科目：2単位以上 

 －基盤科目：6単位以上 

 

・専門科目：4 単位以上 （「演

習Ａ」は必修） 

 

(略) 

 

広

島

大

学 

105 

(0) 

 

ベ
ー
シ
ッ
ク
科
目 

広
島
大
学
開
設
科
目 

大
学
院
共
通
科
目 

持
続
可
能
な
発
展
科
目 

ベ
ー
シ
ッ
ク
科
目 

広
島
大
学
開
設
科
目 

大
学
院
共
通
科
目 

持
続
可
能
な
発
展
科
目 

(

略) (

略) (

略) 

(

略) 
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（新旧対照表） 教育課程等の概要 ４－５頁 
新 旧

 

科目区分 授業科目の名称 

単位数 

 

備考 必

修 
選

択 
自

由 

 

 

 

 

(略) (略) (略) 

Japanese Experience of
Human Development
‐Culture, Education,
and Health 
 
 
 
 
 
 

 1 

 

兼 4 オムニバス 
・メディア 

ダイバーシティの理解  1  
兼 4 オムニバス・

共同（一部）・集中

(略) (略) (略) 

 小計（11 科目） 0 14 0 兼 32 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

合計（75 科目） 0 164 0 兼 48 
 

 

科目区分 授業科目の名称 

単位数 

備考 必

修 
選

択 
自

由 

 

 

 

 

(略) (略) (略) 

Japanese Experience of
Human Development
‐Culture, Education,
and Health 

 1  
兼 4 オムニバス 
・メディア 

SDGs への学問的 
アプローチＡ 

  1 
兼 8 オムニバス・

共同（一部） 
メディア 

SDGs への学問的 
アプローチＢ 

  1 
兼 6 オムニバス 
・メディア 

ダイバーシティの理解  1  
兼 4 オムニバス・

共同（一部）・集中

(略) (略) (略) 

 小計（13 科目） 0 14 2 兼 43 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

(略) (略) (略) 

合計（77 科目） 0 164 2 兼 59 

 
 

 

（新旧対照表） 教育課程等の概要 ６頁 

新 旧 

 

卒業要件及び履修方法 開

設

大

学

等 

開 設

単 位

数

（ 必

修）

(国際連携専攻／連携外国大学の

修了要件) 

 

(略) 

 

 －研究科共通科目：2単位以上 

 －基盤科目：6 単位以上（「持

続可能な発展論基礎」は必修） 

・専門科目：4 単位以上 （「演

習Ａ」は必修） 

 

（略） 

 

広

島

大

学 

103 

(0) 

 

 

卒業要件及び履修方法 開

設

大

学

等 

開 設

単 位

数

（ 必

修） 

(国際連携専攻／連携外国大学の

修了要件) 

 

(略) 

 

 －研究科共通科目：2単位以上 

 －基盤科目：6単位以上 

 

・専門科目：4 単位以上 （「演

習Ａ」は必修） 

 

（略） 

 

広

島

大

学 

105 

(0) 

 

ベ
ー
シ
ッ
ク
科
目 

広
島
大
学
開
設
科
目 

大
学
院
共
通
科
目 

持
続
可
能
な
発
展
科
目 

ベ
ー
シ
ッ
ク
科
目 

広
島
大
学
開
設
科
目 

大
学
院
共
通
科
目 

持
続
可
能
な
発
展
科
目 

(

略) (

略) (

略) 

(

略) 
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（新旧対照表） 授業科目の概要 ３－４頁 

新 旧 

 

科目区分 

開

設

大

学 
授業科目の名称 

講

義

等

の

内

容

ベ
ー
シ
ッ
ク
科
目 

大
学
院
共
通
科
目
／ 

持
続
可
能
な
発
展
科
目 

(略) 

(略)

広
島
大
学 

Japanese Experience 
of Human 
Development-Culture, 
Education, and 
Health 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
大
学 

医療情報リテラシー 

(略)  

 

 

 

科目区分 

開

設

大

学
授業科目の名称 

講

義

等

の

内

容

ベ
ー
シ
ッ
ク
科
目 

大
学
院
共
通
科
目
／ 

持
続
可
能
な
発
展
科
目 

(略) 

(略)

広
島
大
学 

Japanese Experience 
of Human 
Development-Culture, 
Education, and 
Health 

広
島
大
学 

SDGs への学問的アプ

ローチ A 

広
島
大
学 

SDGs への学問的アプ

ローチ B 

広
島
大
学 

医療情報リテラシー 

(略)  
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（新旧対照表） 授業科目の概要 ２１－２２頁 

新 旧 

 

科目区分 

開

設

大

学 

授業科目の名称 講

義

等

の

内

容

ベ
ー
シ
ッ
ク
科
目 

大
学
院
共
通
科
目
／ 

持
続
可
能
な
発
展
科
目 

(略) 

(略)

広
島
大
学 

Japanese Experience 
of Human 
Development-Culture, 
Education, and 
Health 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
大
学 

医療情報リテラシー 

(略)  

 

 

 

科目区分 

開

設

大

学

授業科目の名称 講

義

等

の

内

容

ベ
ー
シ
ッ
ク
科
目 

大
学
院
共
通
科
目
／ 

持
続
可
能
な
発
展
科
目 

(略) 

(略)

広
島
大
学 

Japanese Experience 
of Human 
Development-Culture, 
Education, and 
Health 

広
島
大
学 

SDGs への学問的アプ

ローチ A 

広
島
大
学 

SDGs への学問的アプ

ローチ B 

広
島
大
学 

医療情報リテラシー 

(略)  

 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 １頁 

新 旧 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

１．背景・社会的要請 

(2) 持続可能な開発の学問分野 

 

（略） 

 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

１．背景・社会的要請 

(2) 持続可能な開発の学問分野 

 

（略） 
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これに対して開発学は，経済や社会の開発

を中心的な課題とする学際研究領域であ

り，経済学，政治学，法学，社会学，教育

学，文化人類学，医学・保健学，土木・建

築工学，農学などの関連学問分野を含む。

開発学の対象とする国や地域は，もっぱら

最貧国や開発途上国であるが，先進国が途

上国の開発を支援するという援助からパー

トナーシップによる相互協力・協働を原則

とする国際協力へとアプローチが変遷して

きた。  

SDGs の達成に重要な役割を担う国連の専

門機関である UNESCO が発出した「研究と教

育におけるサステイナビリティ学のガイド

ライン」の中で，サステイナビリティ学は

以下のとおり記載されている。 

（前略）サステイナビリティ学には，

専門分野の科学，学際的科学，超学際的

科学が含まれます。サステイナビリティ

学は基本的知識の形成，応用技術や，社

会文化的イノベーション，新たな統治や

社会・経済モデルを対象とする場合もあ

ります。（中略）サステイナビリティ学

は国連の 2030 アジェンダに定められた

持続可能な開発の目標を推進し実施す

るための手段となり得ます。（後略） 

上記のとおり，サステイナビリティ学は，

持続可能な開発の目標を推進し実施するた

めの手段となり得るものであり，専門科学

から超学際的科学を含むものである。 

今回，本学は本申請とともに，別途「先進

理工系科学研究科広島大学・ライプツィヒ

大学国際連携サステイナビリティ学専攻」

を申請中である。二つの専攻の申請で提案

する学問分野「サステイナビリティ学」で

は，①貧困削減のための公共政策，経済分

これに対して開発学は，経済や社会の開発

を中心的な課題とする学際研究領域であり，

経済学，政治学，法学，社会学，教育学，文

化人類学，医学・保健学，土木・建築工学，

農学などの関連学問分野を含む。開発学の対

象とする国や地域は，もっぱら最貧国や開発

途上国であるが，先進国が途上国の開発を支

援するという援助からパートナーシップに

よる相互協力・協働を原則とする国際協力へ

とアプローチが変遷してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本申請で提案する学問分野「持続可能な開

発学（サステイナビリティ学）」は，上記の

環境学における従来の持続可能な開発論に，

開発学における国際協力論を統合し，持続可

能な開発目標 SDGs の実現を目指す応用学

際領域であると定義する。 
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析，社会科学分析等の社会科学的アプロー

チによる「開発学における国際協力論」と，

②環境的に持続可能な開発（環境持続可能

性）にかかる課題解決のための技術や自然

科学を扱う理工学的アプローチによる「環

境学における持続可能な開発論」のそれぞ

れの専門分野の科学を基盤とした専攻を設

置して，持続可能な開発目標 SDGs の実現へ

の課題解決を目指す。学生は，各専攻でそ

れぞれの専門及び関係領域を学び，その上

で，社会科学系の学生と理工学系の学生が

同じ教室で学び，相互に異なった視野や考

え方に接することを通して，社会科学系や

理工学系といった枠を超えた他分野への理

解を促す。こういった学びを通して，自身

の専門性に軸足を置きつつ，他分野を専門

とする他者と協働できる高いコミュニケー

ション能力を持つ人材を育成する。 

本専攻では，上述の「サステイナビリテ

ィ学」の中でも特に，貧困削減のための公

共政策，経済分析，社会科学分析等の社会

科学的アプローチについて学ぶことを特徴

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本専攻では，上述の「持続可能な開発学」

の中でも特に，貧困削減のための公共政策，

経済分析，社会科学分析等の社会科学的アプ

ローチについて学際的・国際的な視点で学ぶ

ことを特徴としている。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 ３－４頁 

新 旧 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

２．設置の必要性 

(1) SDGs 達成を担う人材育成の必要性 

 

（略） 

 

さらに，SDGs は前述の通り，環境学の研

究領域であった持続可能な開発論と開発学

における国際協力論を統合するものであり，

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

２．設置の必要性 

(1) SDGs 達成を担う人材育成の必要性 

 

（略） 

 

さらに，SDGs は前述の通り，環境学の

研究領域であった「持続可能な開発」と開

発学の融合である。そして，途上国におけ
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途上国における開発研究のみならず先進国

における持続可能な開発のあり方も整合的

な同じ枠組みの中で考えなければならない。

こうした教育研究領域の飛躍的な拡大に対

して，総合研究大学は，高度な人材育成の分

野で貢献することが求められる。とりわけ，

新たな社会的動向やニーズの変化を感知し，

柔軟に提供すべきプログラムを開発するこ

とが期待される大学院において，SDGs 目標

達成のために即戦力となる人材育成のため

の新たな学位プログラムの設置が急務とな

っている。 

そこで，本学では，SDGs 達成に向けた地

域と世界の喫緊の課題に対して，研究や実務

を遂行できる能力を有し，大学・研究機関，

政府・国際機関，民間企業，NGO 等におい

て，他者と協働できる高いコミュニケーショ

ン能力を有し，国際的な労働市場で高い就職

力（Employability）を発揮できる人材を養

成する。このような人材を育成するに当たっ

ては，社会科学的アプローチと理工学的アプ

ローチがあり，本学では両アプローチをそれ

ぞれカバーする二つの研究科で取り組む必

要がある。そのため，広島大学は図１のよう

に，人間社会科学研究科と先進理工系科学研

究科の二つの研究科にそれぞれサステイナ

ビリティ学専攻を設置し，前者はグラーツ大

学，後者はライプツィヒ大学と連携して，

各々の強みを組み合わせて，それぞれの専門

分野の中でより幅広い研究領域に対応しよ

うとするものである。具体的には，人間社会

科学研究科と先進理工系科学研究科に，重心

の異なる二つの国際連携専攻をそれぞれの

研究科に設置し，以下の教育を提供する。 

① 人間社会科学研究科広島大学・グラーツ

大学国際連携サステイナビリティ学専攻

る開発研究のみならず先進国における持続

可能な開発のあり方も整合的な同じ枠組み

の中で考えなければならない。こうした教

育研究領域の飛躍的な拡大に対して，学際

研究領域を広くカバーする総合研究大学

は，高度な人材育成の分野で貢献すること

が求められる。とりわけ，新たな社会的動

向やニーズの変化を感知し，柔軟に提供す

べきプログラムを開発することが期待され

る大学院において，SDGs 目標達成のため

に即戦力となる人材育成のための新たな学

位プログラムの設置が急務となっている。

 

 このような人材を育成するに当たって

は，社会科学的アプローチと理工学的アプ

ローチが存在するが，  
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貧困削減のための公共政策，経済分析，社

会科学分析等の社会科学的アプローチに

よる「開発学における国際協力論」を基盤

としつつ「環境学における持続可能な開発

論」への理解も促進する。 

② 先進理工系科学研究科広島大学・ライプ

ツィヒ大学国際連携サステイナビリティ

学専攻 

環境的に持続可能な開発（環境持続可能

性）にかかる課題解決のための技術や自然

科学を扱う理工学的アプローチによる「環

境学における持続可能な開発論」を基盤と

しつつ「開発学における国際協力論」への

理解も促進する。 

人間社会科学研究科は，人間や社会に関す

る深い見識と専門分野以外への強い関心を

持ち，他分野の専門家と協働して将来の人類

社会を創造する人材を育成することを目的

としている。また，先進理工系科学研究科は，

幅広く深い教養とともに，理学，工学又は情

報科学及びこれらに関連する研究領域にお

いて，高度な専門性を核としながら，他分野

への理解力を身に付け，社会の課題解決に取

り組むことのできる人材を養成することを

目的としている。 

SDGs の達成には，極めて複雑な事象への

対応が必要であることから，いずれかの研究

科のみの理念に基づいて育成された人材で

は SDGs の達成は不可能である。それぞれの

研究科の理念に基づいて育成された専門家

が協働する。すなわち，文系を基盤にした人

材と理系を基盤にした人材が連携して初め

て達成できるものである。そのため，両専攻

では，あくまでそれぞれのアプローチに重点

を置きつつ，他分野への理解を促し，地域社

会・国際社会に貢献するための基盤となる能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 60 - 
 

力を身に付けさせる。 

前述のとおり，人間社会科学研究科広島大

学・グラーツ大学国際連携サステイナビリテ

ィ学専攻はグラーツ大学と連携し，先進理工

系科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国

際連携サステイナビリティ学専攻は，ライプ

ツィヒ大学と連携する。これは，アジアと欧

州という異なった文化的背景の大学が協力

することによる多様性の涵養が可能となる

ことに加え，それぞれの専攻の内容と，それ

ぞれの相手大学の強みが一致するからであ

る。また，グラーツ大学，ライプツィヒ大学

は，10 年以上にわたる日本以外の国々とのジ

ョイント・ディグリー・プログラム実施の経

験を有しており，これらの大学を相手大学と

することにより，学生に対する国際性の涵養

という意味でも極めて高い効果が期待でき

る。 

本専攻においては，人間社会科学研究科と

グラーツ大学の教育資源を最大限に活用で

きる社会科学的アプローチを採用する。すな

わち，持続可能な開発におけるビジネスや経

営分野に特化したプログラムを提供してい

るグラーツ大学と，開発経済学や公共政策学

分野に特化した授業科目を提供している広

島大学が連携して一つの教育課程を構築す

ることにより，上述の人材育成を行うもので

ある。 

 

【図１】二つの研究科及び専攻の関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本専攻においては，母体となる専攻と連

携外国大学の教育資源を最大限に活用でき

る社会科学的アプローチを採用する。すな

わち，持続可能な開発におけるビジネスや

経営分野に特化したプログラムを提供して

いるグラーツ大学と，開発経済学や公共政

策学分野に特化した授業科目を提供してい

る広島大学が連携して一つの教育課程を構

築することにより，上述の人材育成を行う

ものである。 
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（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 ５－６頁 

新 旧 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

２．設置の必要性 

(2) 本専攻着想に至るまでの背景・経緯 

2008 年，グラーツ大学（オーストリア）と

ライプツィヒ大学（ドイツ）を中心に，ユ

トレヒト大学（オランダ）とヴェニス大学

（イタリア）を加えた欧州４大学は，「持

続可能な開発のための国際共同修士プログ

ラ ム （ Joint International Master in 

Sustainable Development）」を設置した。

これは先に述べた環境学における学際性拡

大に対応すること，国際性，地域多様性を

学びながら問題解決における実践力を高め

ることを目的として，異なる国の複数の大

学が共同でひとつの学位（修士号）を授与

する国際共同修士プログラムである。その

特徴は，(1)広く持続可能な開発を学ぶこと

ができること，(2)学生が選択してより深く

学ぶテーマやプログラムを選択できるこ

と，(3)多様な国際経験の機会があること，

である。そのためのカリキュラム・デザイ

ンとして，修士課程２年間を４セメスター

に分け，第１セメスターは主とする大学（以

下，「ホーム大学」という。）において共

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

２．設置の必要性 

(2) 本専攻着想に至るまでの背景・経緯 

2008 年，グラーツ大学（オーストリア）

とライプツィヒ大学（ドイツ）を中心に，ユ

トレヒト大学（オランダ）とヴェニス大学（イ

タリア）を加えた欧州４大学は，「持続可能

な開発のための国際共同修士プログラム

（ Joint International Master in 

Sustainable Development）」を設置した。こ

れは先に述べた環境学における学際性拡大

に対応すること，国際性，地域多様性を学び

ながら問題解決における実践力を高めるこ

とを目的として，異なる国の複数の大学が共

同でひとつの学位（修士号）を授与する国際

共同修士プログラムである。その特徴は，(1)

広く持続可能な開発を学ぶことができるこ

と，(2)学生が選択してより深く学ぶテーマ

やプログラムを選択できること，(3)多様な

国際経験の機会があること，である。そのた

めのカリキュラム・デザインとして，修士課

程２年間を４セメスターに分け，第１セメス

ターは主とする大学（以下，「ホーム大学」

という。）において共通の Basics in 
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通のベーシック科目を習得し，第２セメス

タ ー は 他 の 参 加 大 学 で 専 門 科 目

（Specialization）を習得する。第３セメ

スターはホーム大学あるいは他の参加大学

で専門科目（Integration），第４セメスタ

ーはホーム大学で修士論文作成を行う。こ

れによって各大学の多様なプログラムが統

一的・整合的なプログラムとして統合され，

かつ学生に対しては広範な選択肢を与える

ことができる。 

広島大学は，バーゼル大学（スイス），ス

テレンボッシュ大学（南アフリカ），テリー

大学（インド）とともに，学位授与には関与

せず単位授与だけを担う授業提供大学とし

て，本プログラム設置当初から参加してき

た。第２セメスターの学生を毎年，３人を目

安として受け入れ，大学院国際協力研究科・

開発科学専攻・開発技術コースに所属した学

生に，環境技術開発に関する専門科目

（Specialization）を提供してきた。「持続

可能な開発のための国際共同修士プログラ

ム」は，４大学合計で受入れ学生数 70 から

80 人程度の規模であるが，世界中から 300

人を超える応募者があるため，広島大学を含

む４つの授業提供大学に対して，学位授与大

学としての参画を呼びかけてきた。 

 

Sustainable Development（持続可能な開発

の基礎科目群）を習得し，第２セメスターは

他の参加大学で specialization track（専

門科目群）を習得する。第３セメスターはホ

ー ム 大 学 あ る い は 他 の 参 加 大 学 で

integration track（融合・統合科目群） ，

第４セメスターはホーム大学で修士論文作

成を行う。これによって各大学の多様なプロ

グラムが統一的・整合的なプログラムとして

統合され，かつ学生に対しては広範な選択肢

を与えることができる。 

広島大学は，バーゼル大学（スイス），ス

テレンボッシュ大学（南アフリカ），テリー

大学（インド）とともに，学位授与には関与

せず単位授与だけを担う授業提供大学とし

て，本プログラム設置当初から参加してき

た。第２セメスターの学生を毎年，３人を目

安として受け入れ，大学院国際協力研究科・

開発科学専攻・開発技術コースに所属した学

生 に ， 環 境 技 術 開 発 に 関 す る

specialization track（専門科目群）を提供

してきた。「持続可能な開発のための国際共

同修士プログラム」は，４大学合計で受入れ

学生数 70 から 80 人程度の規模であるが，世

界中から 300 人を超える応募者があるため，

広島大学を含む４つの授業提供大学に対し

て，学位授与大学としての参画を呼びかけて

きた。 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 ７頁 

新 旧 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

２．設置の必要性 

(5) 連携外国大学との交流実績 

広島大学は，連携外国大学のグラーツ大学

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

２．設置の必要性 

(5) 連携外国大学との交流実績 

広島大学は，連携外国大学のグラーツ大学
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（「持続可能な開発のための国際共同修士プ

ログラム」の中心大学）と 2003 年に大学間

交流協定を締結し，学生交流を実施してき

た。2008 年からは本専攻の前身となる国際

共同教育活動を始めている。グラーツ大学，

ライプツィヒ大学，ユトレヒト大学，ヴェニ

ス大学は，学位授与大学として「持続可能な

開発に関する国際共同修士プログラム」を

10 年間提供してきた実績がある。広島大学

大学院国際協力研究科は，アジアを中心とし

た途上国のフィールドでの実践的な国際協

力学の教育研究に実績があり，特に貧困削減

のための公共政策，経済分析，社会科学分析

に関する研究教育の蓄積を活かして，本学は

授業提供大学として同プログラムに参加し，

４大学の学生を受け入れてきた。本学教員

は，同プログラム留学生の修士論文作成に際

し，助言や研究指導の実績を有し，修士論文

の審査・評価も合同で行ってきている。 

 

（「持続可能な開発のための国際共同修士プ

ログラム」の中心大学）と 2003 年に大学間

交流協定を締結し，学生交流を実施してき

た。2008 年からは本専攻の前身となる国際

共同教育活動を始めている。グラーツ大学，

ライプツィヒ大学，ユトレヒト大学，ヴェニ

ス大学は「持続可能な開発学」を確立し，学

位授与大学として「持続可能な開発に関する

国際共同修士プログラム」を 10 年間提供し

てきた実績がある。広島大学大学院国際協力

研究科は，アジアを中心とした途上国のフィ

ールドでの実践的な国際協力学の教育研究

に実績があり，特に貧困削減のための公共政

策，経済分析，社会科学分析に関する研究教

育の蓄積を活かして，本学は授業提供大学と

して同プログラムに参加し，４大学の学生を

受け入れてきた。本学教員は，同プログラム

留学生の修士論文作成に際し，助言や研究指

導の実績を有し，修士論文の審査・評価も合

同で行ってきている。 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 ７－８頁 

新 旧 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

２．設置の必要性 

(6) 本専攻設置の必要性 

本専攻は，これらの実績を基に連携外国大

学と協力し，貧困削減の解決策を構想・実践

するリーダーとして SDGs 目標達成を加速す

る高度専門職業人材を育成することにより，

本学理念の実現，世界の SDGs の達成への課

題解決に貢献することを目的とする。 

 

（略） 

 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

２．設置の必要性 

(6) 本専攻設置の必要性 

本専攻は，これらの実績を基に連携外国大

学と協力し，貧困削減の解決策を構想・実践

するリーダーとして SDGs 目標達成を加速す

る高度専門職業人材を育成することにより，

本学理念の実現，世界の SDGs の達成に貢献

することを目的とする。 

 

（略） 
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サステイナビリティ学領域において，持続

可能な開発におけるビジネスや経営分野に

特化したプログラムを提供しているグラー

ツ大学と，開発経済学や公共政策学分野に特

化した授業科目を提供している広島大学が，

共通の教育課程を構築し，双方の教員が協働

して研究指導を行うことにより，両大学の特

色ある教育を学生に提供することが可能と

なる。また，２年間の教育課程の半分を外国

の大学で学ぶ中で，広い視野，複眼的な思考

や他者と協働して課題解決に取り組む能力

を，異文化を背景とした学生と切磋琢磨する

中で，身に付けることができる。 

持続可能な開発学領域において，持続可能

な開発におけるビジネスや経営分野に特化

したプログラムを提供しているグラーツ大

学と，開発経済学や公共政策学分野に特化し

た授業科目を提供している広島大学が，共通

の教育課程を構築し，双方の教員が協働して

研究指導を行うことにより，両大学の特色あ

る教育を学生に提供することが可能となる。

また，2 年間の教育課程の半分を外国の大学

で学ぶ中で，広い視野，複眼的な思考や他者

と協働して課題解決に取り組む能力を，異文

化を背景とした学生と切磋琢磨する中で，身

に付けることができる。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 ８頁 

新 旧 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

３．教育研究上の目的及び学位授与の方針

（ディプロマ・ポリシー） 

(1) 養成する人材像 

 

（略） 

 

これに応えて，本専攻では，SDGs 達成に

向けた地域と世界の喫緊の課題，とりわけ，

貧困の削減に対して，開発学における国際協

力論を基盤にし，社会科学的アプローチで研

究や実務を遂行できる能力を有するととも

に，大学・研究機関，政府・国際機関，民間

企業，NGO 等において，他者と協働できる高

いコミュニケーション能力を有し，国際的な

労働市場で高い就職力（Employability）を

発揮できる人材を養成する。 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

３．教育研究上の目的及び学位授与の方針

（ディプロマ・ポリシー） 

(1) 養成する人材像 

 

（略） 

 

これに応えて，本専攻では，SDGs 達成に

向けた地域と世界の喫緊の課題，とりわけ，

貧困の削減に対して，持続可能な開発学を基

盤にし，学際的な視点や多元的なアプローチ

で研究や実務を遂行できる能力を有し，大

学・研究機関，政府・国際機関，民間企業，

NGO 等において，他者と協働できる高いコミ

ュニケーション能力を有し，国際的な労働市

場で高い就職力（Employability）を発揮で

きる人材を養成する。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 ８－９頁 

新 旧 
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Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

３．教育研究上の目的及び学位授与の方針

（ディプロマ・ポリシー） 

(2) 学生に修得させる能力と学位授与の

方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

（略） 

 

・世界の課題解決に貢献するための，開発

学における国際協力論を基盤にした，

SDGs 達成に向けた研究・実践能力 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

３．教育研究上の目的及び学位授与の方針

（ディプロマ・ポリシー） 

(2) 学生に修得させる能力と学位授与の

方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

（略） 

 

・世界の課題解決に貢献するための，持続

可能な開発学を基盤にした，SDGs 達成

に向けた研究・実践能力 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 １０頁 

新 旧 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

４．想定される修了後の進路 

 本専攻の修了者は，問題解決に向けたリー

ダーシップに加えて，開発学における国際協

力論を基盤にした社会科学的アプローチで

研究や実務を遂行する能力を有し，文化や価

値観の異なる他者と協働できる高度専門人

材として国内外で活躍することが期待され

る。上述の養成する人材像及びディプロマ・

ポリシーを踏まえ，修了生の進路先として

は，以下のような組織・職業を想定している。

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

４．想定される修了後の進路 

 本専攻の修了者は，問題解決に向けたリー

ダーシップに加えて，持続可能な開発学を基

盤にした学際的な視点や多元的なアプロー

チで研究や実務を遂行する能力を有し，文化

や価値観の異なる他者と協働できる高度専

門人材として国内外で活躍することが期待

される。上述の養成する人材像及びディプロ

マ・ポリシーを踏まえ，修了生の進路先とし

ては，以下のような組織・職業を想定してい

る。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 １２頁 

新 旧 

Ⅱ 本国際連携専攻の特色 

 本専攻の特徴は，貧困削減のための公共政

策，経済分析，社会科学分析等の社会科学的

アプローチについて学び，研究や実務に応用

できる能力を育てることにある。学生は自ら

取り組む課題を設定し，その課題解決に向け

て主体的に学修を進める。１．(2)で定義し

Ⅱ 本国際連携専攻の特色 

 本専攻の特徴は，貧困削減のための公共政

策，経済分析，社会科学分析等の社会科学的

アプローチについて学際的・国際的な視点で

学び，研究や実務に応用できる能力を育てる

ことにある。学生は自ら取り組む課題を設定

し，その課題解決に向けて主体的に学修を進
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た「サステイナビリティ学」は広範な研究領

域であるが，その領域において最も関連の深

い分野は，広島大学は開発経済学や公共政策

学分野であり，グラーツ大学は持続可能な開

発におけるビジネスや経営分野である。本専

攻は，その両大学が，持続可能な開発に関す

る主要な社会科学分野を統合した一つの国

際連携教育課程を構築するものである。広島

大学は，アジアを中心としたフィールドで実

践的な教育研究を行ってきており，その経験

の蓄積やネットワークを活かすことが可能

である。欧州とアジアという地球規模での持

続可能な開発において主要なリーダーシッ

プを発揮する２地域のそれぞれの地域特性

を理解しながら，互いの大学の経験を活か

し，良質な授業科目を提供する。また，特徴

が異なる両大学の教員が協働して指導を行

うことにより，より俯瞰的な視点が必要とさ

れる持続可能な開発に関する修士論文の指

導が可能となる。 

このように，本専攻は，開発学における国

際協力論を基盤としつつ SDGs の達成に資す

る人材を育成するものであり，アドミッショ

ン・ポリシーにおいても，「持続可能な開発

の問題に関心」があり，「開発学における国

際協力論を基盤に学際的な視点から複雑プ

ロセスを分析，評価する意欲を持つ人」を求

めている。同じように，カリキュラム・ポリ

シーでは，「開発経済学の理論」や「持続可

能な経営管理」を専門科目として学ぶことと

している。同様に，ディプロマ・ポリシーに

おいても，「開発学における国際協力論を基

盤にした，SDGs 達成に向けた研究・実践能

力」を身に付けることとしており，本専攻は

社会科学的アプローチによる SDGs の達成を

成し遂げるための専攻である。 

める。１．(2)で定義した「持続可能な開発

学」は広範な学際研究領域であるが，その領

域において最も関連の深い分野は，広島大学

は開発経済学や公共政策学分野であり，グラ

ーツ大学は持続可能な開発におけるビジネ

スや経営分野である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように，本専攻では，開発学を基礎と

しつつ SDGs の達成に資する人材を育成する

ものであり，アドミッション・ポリシーにお

いても，「持続可能な開発の問題に関心」が

あり，「持続可能な開発学を基盤に学際的な

視点から複雑プロセスを分析，評価する意欲

を持つ人」を求めている。同じように，カリ

キュラム・ポリシーでは，「開発経済学の理

論」や「持続可能な経営管理」を専門科目と

して学ぶこととしている。同様に，ディプロ

マ・ポリシーにおいても，「持続可能な開発

学を基盤にした，SDGs 達成に向けた研究・

実践能力」を身に付けることとしており，本

専攻は社会科学的アプローチによる SDGs の

達成を成し遂げるための専攻である。 
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（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 １３頁 

新 旧 

Ⅲ 専攻の名称及び学位の名称 

１．専攻及び学位の名称 

専攻名は，広島大学とグラーツ大学の連携

によって遂行される社会科学分野における

サステイナビリティ学系の教育研究を行う

大学院修士課程として，「広島大学大学院人

間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国

際連携サステイナビリティ学専攻」とする。

英語名称は，国際機関等への就職に際し通用

性のある表記にするため，「持続可能な開発

（Sustainable Development）」を重視して

「 Joint International Master’s 

Programme in Sustainable Development 

(Hiroshima University and University of 

Graz)」とする。１．(2)で定義した「サステ

イナビリティ学」は広範な研究領域であるこ

とから，学位の名称は，「修士（学術）」と

し，英語名称は「Master of Science」とす

ることで，両大学で合意している。専攻名及

び学位の名称については，両大学で締結する

協定書案に記載している。 

 

Ⅲ 専攻の名称及び学位の名称 

１．専攻及び学位の名称 

専攻名は，広島大学とグラーツ大学の連携

によって遂行される社会科学分野における

持続可能な開発学系の学際的な教育研究を

行う大学院修士課程として，「広島大学大学

院先進理工系科学研究科広島大学・グラーツ

大学国際連携サステイナビリティ学専攻」と

する。英語名称は，国際機関等への就職に際

し通用性のある表記にするため，「持続可能

な開発（Sustainable Development）」を重視

し て 「 Joint International Master’s 

Programme in Sustainable Development 

(Hiroshima University and University of 

Graz)」とする。１．(2)で定義した「持続可

能な開発学」は広範な学際研究領域であるこ

とから，学位の名称は，「修士（学術）」とし，

英語名称は「Master of Science」とするこ

とで，両大学で合意している。専攻名及び学

位の名称については，両大学で締結する協定

書案に記載している。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 １３－１５頁 

新 旧 

Ⅲ 専攻の名称及び学位の名称 

２．当該名称とする理由及び国際的通用性 

本専攻は，サステイナビリティ学領域にお

いて，開発経済学及び公共政策学分野で授業

を提供する広島大学と，持続可能な開発にお

けるビジネスや経営分野でプログラムを提

供するグラーツ大学が，双方の特徴を活か

し，社会科学的アプローチによる持続可能な

Ⅲ 専攻の名称及び学位の名称 

２．当該名称とする理由及び国際的通用性 

本専攻は，持続可能な開発学領域におい

て，開発経済学及び公共政策学分野で授業を

提供する広島大学と，持続可能な開発におけ

るビジネスや経営分野でプログラムを提供

するグラーツ大学が，双方の特徴を活かし，

社会科学全般の視点も含め持続可能な開発
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開発に関する教育課程を編成するものであ

る。従って，本専攻は，「広島大学大学院人

間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国

際連携サステイナビリティ学専攻」という名

称を付し，授与する学位は「修士（学術）」

とする。 

「サステイナビリティ学」は，前述の

UNESCO の定義のとおり，持続可能な開発の

目標を推進し実施するための手段となり得

るものであり，専門科学から超学際的科学を

含む。本学が，今回二つの専攻の申請で提案

する学問分野「サステイナビリティ学」は，

①貧困削減のための公共政策，経済分析，社

会科学分析等の社会科学的アプローチによ

る「開発学における国際協力論」と，②環境

的に持続可能な開発（環境持続可能性）にか

かる課題解決のための技術や自然科学を扱

う理工学的アプローチによる「環境学におけ

る持続可能な開発論」のそれぞれの専門分野

の科学を基盤とした専攻を設置して，持続可

能な開発目標 SDGs の実現への課題解決を目

指すものである。学生は，各専攻でそれぞれ

の専門及び関係領域を学び，その上で，社会

科学系の学生と理工学系の学生が同じ教室

で学び，相互に異なった視野や考え方に接す

ることを通して，社会科学系や理工学系とい

った枠を超えた他分野への理解を促す。こう

いった学びを通して，自身の専門性に軸足を

置きつつ，他分野を専門とする他者と協働で

きる高いコミュニケーション能力を持つ人

材を育成する。 

本専攻と別途申請中の「先進理工系科学研

究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サ

ステイナビリティ学専攻」の名称に関する説

明は以下のとおりである。広島大学では，「サ

ステイナビリティ学」に対して，人間社会科

に関する学際的な教育課程である。従って，

本専攻は，「広島大学大学院人間社会科学研

究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステ

イナビリティ学専攻」という名称を付し，授

与する学位は「修士（学術）」とする。 

 

「サステイナビリティ学」とは，細分化さ

れた個々の学問領域では解決できない地球

的課題に対し，人文社会科学や自然科学とい

った境界を越えた俯瞰的な観点から取り組

むための学問である。歴史的には，21 世紀

に入り世界では，地球温暖化，生物多様性の

減少，貧困問題などの地球規模課題が顕著と

なったことにより，その重要性が国際的に広

く認識されるようになった。 

専攻名及び学位の英語名称の国際通用性

について，連携外国大学のグラーツ大学は，

既に欧州の他大学と同専攻名称及び学位名

称で，同様の分野における国際連携教育課程

を実施してきた実績を有している。 

また，例えば，東京大学では，平成 17 年

に「サステイナビリティ学連携研究機構」を

設置しており，平成 22 年には一般社団法人

サステイナビリティ・サイエンス・コンソー

シアムが設立されている。その後，平成 23

年には博士課程教育リーデングプログラム

「サステイナビリティ学グローバルリーダ

ー養成大学院プログラム」が採択されてい

る。  

イギリスのサセックス大学においては，持

続可能性への転換に関する政策と政治につ

いて教育を行う Sustainable Development

修士課程プログラムで，Master of Science

を授与している。本専攻ではより学際的な視

点から学生を養成することを狙いとしてい

るため，「Sustainable Development」を含



- 69 - 
 

学研究科と先進理工系科学研究科に，教育内

容の重心が異なる二つの国際連携専攻をそ

れぞれ設置する。既述のとおり，今回申請す

る二つの専攻は，人間社会科学研究科におい

ては「開発学における国際協力論」を基盤と

しながら「環境学における持続可能な開発

論」への理解を促進する。一方，先進理工系

科学研究科では「環境学における持続可能な

開発論」を基盤としながら「開発学における

国際協力論」への理解を促進する。ただし，

自らの専門分野における知識や能力を深め

るだけでなく，他分野への理解や，地域社

会・国際社会に貢献するための基盤となる能

力を身に付けさせるという目的は共通して

いることから，二つの専攻で異なる専攻名称

を付けるのではなく，両専攻に「サステイナ

ビリティ学」という用語を用いて，「広島大

学・グラーツ大学国際連携サステイナビリテ

ィ学専攻」にすることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

む英語名称を採用しており，この名称自体は

国際通用性を有している。 

さらに，「サステイナビリティ学」が世界

的に広く通用していることの根拠として，以

下のことが挙げられる。 

・ 国 際 サ ス テ イ ナ ビ リ テ ィ 学 会

（ International Society for 

Sustainability Science (ISSS)）の発足

（2012 年 2 月，アリゾナ州での第 3回サス

テイナビリティ学国際会議にて） 

・国際学術誌「サステイナビリティ・サイエ

ンス」の刊行（2007 年，シュプリンガー社）

（サステイナビリティ学の論文数は，2013

年現在，約 7,000 本（東京大学 武内和彦

教授（当時）の発表資料による）） 

このように，「サステイナビリティ学」と

いう用語を名称に用いた大学等の教育研究

組織は世界的に多く存在しており，「サステ

イナビリティ学」に関する国際学会や国際学

術雑誌も存在している。各教育研究組織にお

いては，それぞれに強みのあるアプローチが

採用されているが，「サステイナビリティ学」

という共通の名称が広く使用されているの

が，世界的な状況である。「サステイナビリ

ティ学」は，その出所からして本質的に極め

て学際的な学問であり，特定の分野を示す語

を付加した名称が使用されることはなく，共

通して「サステイナビリティ学」を使用する

ことが世界的な潮流となっている。 

「サステイナビリティ学」は，本質的に極

めて学際的な学問であるため，別途申請中の

先進理工系科学研究科でのライプツィヒ大

学との国際連携専攻も同様に，「先進理工系

科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際

連携サステイナビリティ学専攻」（英語の専

攻名称は，Joint International Master’s 
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二つの専攻は，それぞれが属する研究科名

称で明らかなとおり，「サステイナビリティ

学」のアプローチが異なっている。また，本

専攻の教育課程については，専門科目の「開

発ミクロ経済学」「開発計量経済学」「グロ

ーバルガバナンス論」等の科目編成からも社

会科学的アプローチと認識されるものと考

える。 

「サステイナビリティ学」のアプローチ

には様々なものがあることから，二つの専

攻は，一部の教育課程で相互に連携して教

育効果を高める。両専攻の教育課程は，ベ

ーシック科目では専門性にとらわれない幅

広い科目を学び，Specialization 科目では

各自の専門性を深め，Integration 科目では

社会科学系，理工学系の枠を超えた他分野

への理解を促す構造である。 

また，「サステイナビリティ学」に対応

する英語名称としては，「Sustainable 

Development」という表現を用いる場合と，

「Sustainability Science」という表現を

用いる場合があるが，次の理由から

「Sustainable Development」を用いること

とする。①「SDGs：Sustainable Development 

Goals」への達成が世界共通の目標となった

ことを受け，「Sustainable Development」

という言葉が世界的に浸透しており，文

系・理系を超えた学際的な学問分野で使用

されている。②本専攻の相手大学であるグ

ラーツ大学では，Sustainable Development

の名を冠した国際共同修士プログラムを

2008 年に設置したが，10 年の間に応募者も

Programme in Sustainable Development 

(Hiroshima University and Leipzig 

University)）の名称を使用する。 

二つの専攻は，それぞれが属する研究科名

称で明らかなとおり，「サステイナビリティ

学」のアプローチが異なっている。また，本

専攻の教育課程については，専門科目の「開

発ミクロ経済学」「開発計量経済学」「グロ

ーバルガバナンス論」等の科目編成からも社

会科学的アプローチと認識されるものと考

える。 

「サステイナビリティ学」のアプローチに

は様々なものがあることから，二つの専攻

は，一部の教育課程で相互に連携して教育効

果を高める。両専攻の教育課程は，ベーシッ

ク科目では専門性にとらわれない幅広い科

目を学び，Specialization 科目では各自の

専門性を深め，Integration 科目では社会科

学系，理工学系の枠を超えた学際性を身に付

ける構造である。 
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増え，その名称が定着してきている。以上

のことから，本専攻の学問領域である「持

続可能な開発目標 SDGs （ Sustainable 

Development Goals）の実現への課題解決を

目指す学問領域」を的確に示すものとして，

本専攻の英語名称は「Joint International 

Master’s Programme in Sustainable 

Development (Hiroshima University and 

University of Graz)  」とする。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 １５頁 

新 旧 

Ⅲ 専攻の名称及び学位の名称 

４．学位の分野 

本専攻は，SDGs 達成に向けた地域と世界

の喫緊の課題，とりわけ，貧困削減のため

の公共政策，経済分析，社会科学分析等に

ついて開発学における国際協力論を基盤に

し，社会科学的アプローチで研究や実務に

応用できる能力を育成する。１．(2)で定義

した「サステイナビリティ学」は広範な研

究領域である。本専攻では，経済学を中心

としながら経営学，政治学，国際関係論，

社会学，行政学などの関係分野についても

学び，他分野への理解を促進することから，

学位の名称は「修士（学術）」とするが，

その領域において最も関連の深い分野は

「経済学関係」である。本専攻の母体とな

る人間社会科学研究科人文社会科学専攻で

は，学位の分野を「文学関係」，「法学関

係」，「社会学・社会福祉学関係」及び「経

済学関係」とし，授与する学位の一つが「修

士（学術）」である。そのため，母体とな

る専攻の学位の分野から，本専攻の学位の

分野に変更はない。 

 

Ⅲ 専攻の名称及び学位の名称 

４．学位の分野 

本専攻は，貧困削減のための公共政策，経

済分析，社会科学分析等について学際的な視

点から学び，研究や実務に応用できる能力を

育成する。１．(2)で定義した「持続可能な

開発学」は広範な学際研究領域であることか

ら，学位の名称は「修士（学術）」とするが，

その領域において最も関連の深い分野は「経

済学関係」である。本専攻の母体となる人間

社会科学研究科人文社会科学専攻では，学位

の分野を「文学関係」，「法学関係」，「社会学・

社会福祉学関係」及び「経済学関係」とし，

授与する学位の１つが「修士（学術）」であ

る。そのため，母体となる専攻の学位の分野

から，本専攻の学位の分野に変更はない。 
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（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 １６－１７頁 

新 旧 

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

１．教育課程の編成の考え方及び特色 

(1) 教育課程編成の基本的な考え方及び特色

広島大学大学院国際協力研究科は，アジア

を中心とした途上国のフィールドでの実践

的な国際協力学の教育研究に実績があり，特

に貧困削減のための公共政策，経済分析，社

会科学分析に関する研究教育の蓄積がある。

そこで，その実績を活かして，本専攻では，

SDGs 達成に向けた地域と世界の喫緊の課題，

とりわけ，貧困の削減に対して，開発学にお

ける国際協力論を基盤にし，社会科学的アプ

ローチで研究や実務を遂行できる能力を有

するとともに，多様な背景を持つ他者とも協

働できる高いコミュニケーション能力を有

する人材を養成するための教育課程を編成

する。 

 

（略） 

 

学生は入学後，第１セメスターにおいて，

専門的な研究遂行のために必要な基盤とな

るベーシック科目を中心にホーム大学で学

ぶ。これにより，相手大学における第２・第

３セメスターでの専門的な研究を円滑に行

えるよう配慮して教育課程を編成している。

第 ２ セ メ ス タ ー で は ， 専 門 科 目

（Specialization）で各専攻の専門的な内容

を学ぶ。本専攻の学生は，経済学を中心とし

ながら経営学，政治学，国際関係論，社会学，

行政学などの関係分野についても学ぶ。第

３ ・ 第 ４ セ メ ス タ ー で は ， 専 門 科 目

（Integration）で応用と実践を学ぶ。特に，

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

１．教育課程の編成の考え方及び特色 

(1) 教育課程編成の基本的な考え方及び特色

広島大学大学院国際協力研究科は，アジア

を中心とした途上国のフィールドでの実践

的な国際協力学の教育研究に実績があり，特

に貧困削減のための公共政策，経済分析，社

会科学分析に関する研究教育の蓄積がある。

そこで，その実績を活かして，本専攻では，

SDGs 達成に向けた地域と世界の喫緊の課題，

とりわけ，貧困の削減に対して，持続可能な

開発学を基盤にし，学際的な視点や多元的な

アプローチで研究や実務を遂行できる能力

を有するとともに，多様な背景を持つ他者と

も協働できる高いコミュニケーション能力

を有する人材を養成するための教育課程を

編成する。 

 

（略） 

 

学生は入学後，第１セメスターにおいて，

専門的な研究遂行のために必要な基盤とな

る科目を中心にホーム大学で学ぶ。これによ

り，相手大学における第２・第３セメスター

での専門的な研究を円滑に行うとともに，ホ

ーム大学に戻ってからの主指導教員の直接

指導による修士論文作成に取り組むことが

できるようになっている。このように，学生

が教育課程の一部を相手大学の置かれる国

で学修することを配慮して教育課程を編成

している。 
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広島大学開講の専門科目（Integration）は

両専攻で共通に開講するため，社会科学系の

学生と理工学系の学生が同じ教室で学ぶこ

とにより，相互に異なった視野や考え方に接

し，社会科学系や理工学系といった枠を超え

た他分野への理解を促す。具体的には，研究

発表を通して，自らの研究を他分野の研究者

に伝えるスキルを習得するとともに，「開発

学における国際協力論」を基盤に学んできた

本専攻の学生には，「環境学における持続可

能な開発論」への理解を促す。また，ディベ

ート演習を通じて，課題の本質を理解した上

で複数の解決策を模索し，関連する知識や能

力を動員して解決する課題解決能力を身に

付けさせる。さらに，国際協力プロジェクト

の事例研究を通じて実践力を高めるととも

に修了後のキャリア形成等を促し，社会に貢

献する基盤となる能力を育成する。二つの研

究科で別々に学んできた学生が，他分野を学

んできた他研究科の学生と学び合うことに

より，それぞれのバックグラウンドを活かし

つつ，それぞれのアプローチで研究・実務を

遂行する能力や，他者と協働できる高いコミ

ュニケーション能力を育成する。第１～第４

セメスターでは，学生は，主指導教員の直接

指導で修士論文作成に取り組む。 

 

【図２】各セメスターで育成する能力 
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【図３】履修系統 

 

 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 １８頁 

新 旧 

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

１．教育課程の編成の考え方及び特色 

(2) カリキュラム・ポリシー 

ディプロマ・ポリシーに示す目標を学生が

達成できるように，以下の方針で教育課程を

編成する。 

① 持続可能な開発に関する学修に必要な，

俯瞰的思考と，多様な視点から持続可能

な開発を探求する基礎を身に付けるた

め，「ベーシック科目」を開設する。 

 

（略） 

 

④ 自立的に研究を行うとともに開発学に

おける国際協力論を基盤にし，SDGs 達

成に向けた研究力や実務能力を身に付

けるため，「修士論文に関する科目」を

開設する。 

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

１．教育課程の編成の考え方及び特色 

(2) カリキュラム・ポリシー 

ディプロマ・ポリシーに示す目標を学生が

達成できるように，以下の方針で教育課程を

編成する。 

① 持続可能な開発に関する学修に必要な，

学際的な思考と，多様な視点から持続可

能な開発を探求する基礎を身に付ける

ため，「ベーシック科目」を開設する。

 

（略） 

 

④ 自立的に研究を行うとともに持続可能

な開発学を基盤にし，SDGs 達成に向け

た研究力や実務能力を身に付けるため，

「修士論文に関する科目」を開設する。

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 １８－１９頁 

新 旧 

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 
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１．教育課程の編成の考え方及び特色 

(3) 科目区分 

  ① ベーシック科目 

 ＜広島大学開設科目＞ 

・持続可能な発展に関する俯瞰的思考を育

み，多様な視点から自らが内発的に成長する

持続可能な発展を探求する基礎を身に付け

るため，大学院共通科目（持続可能な発展科

目）として「Hiroshima から世界平和を考え

る 」 「 Japanese Experience of Social 

Development- Economy, Infrastructure, 

and Peace」「Japanese Experience of Human 

Development-Culture, Education, and 

Health」「ダイバーシティの理解」を開設す

る。 

なお，「SDGs への学問的アプローチＡ」及

び「SDGs への学問的アプローチＢ」は，大

学院共通科目として本専攻の学生に限らず，

他の研究科も含めた大学院学生（博士課程前

期及び修士課程）を受講対象者とする入門的

な科目である。本専攻の入学者受入れの方針

（アドミッション・ポリシー）では，「持続

可能な開発の問題，特に，国際的な広がりが

ある持続可能性の問題に関心がある人」「開

発学における国際協力論を基盤に，学際的な

視点から複雑プロセスを分析，評価する意欲

を持つ人」とし，それに必要な基礎学力を持

つ学生の入学を求めている。SDGs に関する

基礎的知識を身に付けている学生を入学試

験の段階で書類選考により選別しているた

め，「SDGs への学問的アプローチＡ，Ｂ」の

履修は必ずしも必要ではない。そのため，同

科目を本専攻の教育課程には含めないこと

とするが，大学院共通科目として開講するた

め，学生が希望する場合は履修可能である。

・様々な分野で蓄積された膨大なデータを活

１．教育課程の編成の考え方及び特色 

(3) 科目区分 

 ① ベーシック科目 

 ＜広島大学開設科目＞ 

・持続可能な発展に関する学際的な思考を育

み，多様な視点から自らが内発的に成長する

持続可能な発展を探求する基礎を身に付け

るため，大学院共通科目（持続可能な発展科

目）として「Hiroshima から世界平和を考え

る 」「 Japanese Experience of Social 

Development- Economy, Infrastructure, 

and Peace」「Japanese Experience of Human 

Development-Culture, Education, and 

Health」「ダイバーシティの理解」を開設す

る。なお，日本語で開講する授業科目である

ものの，本専攻に関連する授業科目として，

「SDGs への学問的アプローチ A」及び「SDGs

への学問的アプローチ B」を自由科目として

開設する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・様々な分野で蓄積された膨大なデータを活
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用するために必要な技術や知識であるデー

タリテラシー，大学院での学びとキャリア

を結びつけるためのキャリアマネジメント

力やアントレプレナーシップ等を涵養する

ため，大学院共通科目（キャリア開発・デ

ータリテラシー科目）として「データリテ

ラシー」「医療情報リテラシー」「人文社

会系キャリアマネジメント」「理工系キャ

リアマネジメント」「ストレスマネジメン

ト」「MOT 入門」「アントレプレナーシップ

概論」を開設する。 

・研究科共通科目には，人間社会科学研究科

博士課程前期のディプロマ・ポリシーに従

い，研究科博士課程前期の全学生が共通に修

得すべき科目群を置いている。「データビジ

ュアライゼーションＡ」「データビジュアラ

イゼーションＢ」「環境原論Ａ」「環境原論

Ｂ」を開設する。 

・本専攻の教育研究の基盤となる能力を身に

付けるため，基盤科目として，「リサーチ

メソッド」「社会科学のための数理・計量

分析」「調査方法論基礎」「持続可能な発

展論基礎」を開設する。「持続可能な発展

論基礎」では，Jeffrey D. Sachs による著

書，The Age of Sustainable Development

を教科書とし，持続可能な発展論に関する

主要な議論とその背景となる考え方を包括

的に学ぶことを通し，多様な観点から持続

可能な発展を論じる基盤を習得することを

目的としている。本科目は，専門的な研究

を遂行し，実社会における問題解決や，SDGs

などの世界的目標の達成にどのように活か

すかという視点を持つ上で基盤となるもの

である。 

なお，相手大学においても，Jeffrey D. 

Sachsの同じ著書を教科書とする同様のベー

用するために必要な技術や知識であるデー

タリテラシー，大学院での学びとキャリア

を結びつけるためのキャリアマネジメント

力やアントレプレナーシップ等を涵養する

ため，大学院共通科目（キャリア開発・デ

ータリテラシー科目）として「データリテ

ラシー」「医療情報リテラシー」「人文社

会系キャリアマネジメント」「理工系キャ

リアマネジメント」「ストレスマネジメン

ト」「MOT 入門」「アントレプレナーシップ

概論」を開設する。 

・研究科共通科目には，人間社会科学研究科

博士課程前期のディプロマ・ポリシーに従

い，研究科博士課程前期の全学生が共通に修

得すべき科目群を置いている。「データビジ

ュアライゼーションＡ」「データビジュアラ

イゼーションＢ」「環境原論Ａ」「環境原論

Ｂ」を開設する。 

・本専攻の教育研究の基盤となる能力を身に

付けるため，基盤科目として，「リサーチメ

ソッド」「社会科学のための数理・計量分析」

「調査方法論基礎」「持続可能な発展論基礎」

を開設する。 
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シック科目を開講する。相手大学をホームと

する学生は，ホーム大学において同科目を履

修することとしており，広島大学では履修し

ない。そのため，広島大学で開講する科目を

修了要件とはせず選択科目としているが，本

学をホーム大学とする学生には同科目を必

修とする。 

 

＜グラーツ大学開設科目＞ 

・持続可能な発展に関する俯瞰的思考を育む

ため，「The Sustainability Challenge」

「Sustainable Development - Integrating 

Perspectives」「Social competences for 

working in inter- and transdisciplinary 

teams 」 「 Methods for inter- and 

transdisciplinary problem-solving」「Data 

in System Sciences」を開設する。 

 

 

 

 

 

 

 

＜グラーツ大学開設科目＞ 

・持続可能な発展に関する学際的な思考を育

むため，「The Sustainability Challenge」

「Sustainable Development - Integrating 

Perspectives」「Social competences for 

working in inter- and transdisciplinary 

teams 」 「 Methods for inter- and 

transdisciplinary problem-solving」「Data 

in System Sciences」を開設する。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 ２０頁 

新 旧 

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

１．教育課程の編成の考え方及び特色 

(3) 科目区分 

  ② 専門科目 

  ⅱ）Integration 科目 

 ＜広島大学開設科目＞ 

・修士研究を進めるため「フィールドワーク」

「演習Ｃ」を開設し，さらに，これらの科

学的アプローチを現場に適応すべく持続可

能な開発に関する理解を深めて実践力を高

めるとともに，修了後のキャリア形成等を

促すため，「グローバルインターンシップ」

「国際公務員実務演習Ａ」「国際公務員実

務演習Ｂ」を開設する。加えて，研究科を

超えた他分野への理解を深めながら，相互

理解や相互コミュニケーション能力を涵養

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

１．教育課程の編成の考え方及び特色 

(3) 科目区分 

  ② 専門科目 

  ⅱ）Integration 科目 

 ＜広島大学開設科目＞ 

・様々な科学的アプローチを結び付け，持続

可能な開発に関する理解を深めて実践力を

高めるとともに，修了後のキャリア形成等

を促すため，「フィールドワーク」「グロ

ーバルインターンシップ」「Developing 

Designing Ability」「国際協力プロジェク

ト演習」「国際公務員実務演習Ａ」「国際

公 務 員 実 務 演 習 Ｂ 」 「 International 

Environmental Cooperation Studies」「演

習Ｃ」を開設する。 
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するために，ディベート演習である

「Developing Designing Ability」，分野

融合型チームプロジェクト演習である「国

際協力プロジェクト演習」，異分野横断型

共同研究セミナーである「International 

Environmental Cooperation Studies」を合

わせて開設する。 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 ２０－２７頁 

新 旧 

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

１．教育課程の編成の考え方及び特色 

(3) 科目区分 

 ③修士論文に関する科目 

・自立的に研究を行うとともに開発学にお

ける国際協力論を基盤にし，SDGs 達成

に向けた研究や実務能力を身に付ける

ため，広島大学では「修士論文」を，グ

ラーツ大学では「Master Thesis」を開

設する。 

 

本専攻の広島大学をホームとする学生の

履修モデル（資料 5）では，第１セメスター

ではベーシック科目として大学院生の共通

的な知識や研究を行う上での基盤的能力を

修得することとしている。例えば，「人文社

会系キャリアマネジメント」で大学院での学

びとキャリアを結びつけるためのキャリア

マネジメント力を育成し，本学の大学院生の

共通的な知識を修得する。「環境原論 A」や

「環境原論 B」では，現代の環境問題に対処

できるように，知的基盤と俯瞰的活用力や問

題の解決のために求められる目標の設定と

達成のための個人・政策・経済・社会・技術

に関わる手法を全球に適用可能なものとす

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

１．教育課程の編成の考え方及び特色 

(3) 科目区分 

 ③修士論文に関する科目 

・自立的に研究を行うとともに持続可能な

開発学を基盤にし，SDGs 達成に向けた

研究力や実務能力を身に付けるため，

「修士論文に関する科目」を開設する。
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る方法論の基礎を習得することにより，「環

境学における持続可能な開発論」の基盤とな

る知識を修得する。「持続可能な発展論基礎」

では, 持続可能な発展論に関する主要な議

論とその背景となる考え方を包括的に学習

し，「リサーチメソッド」では，研究活動の

展開方法を学習することにより研究を行う

上での基盤的能力を修得する。第２セメスタ

ーでは，専門科目（Specialization）として，

各専攻の専門的な内容を学ぶ。例えば，

「Sustainability Entrepreneurship」では

環境，経済，社会の多様な視点から持続可能

な起業家の活動や起業家精神と革新的な製

品 ・ サ ー ビ ス の 創 出 に つ い て 学 ぶ 。

「Sustainable Innovation」では個別の製品

のイノベーションを超える持続可能なイノ

ベーションのプロセスについて，社会，文化，

制度のイノベーションも含めて体系的に理

解する。また，「Eco-Controlling」ではエコ・

コントロールの諸基準，ツール，手法，様々

な環境志向評価のアプローチを概観する。第

3セメスターでは，専門科目（Integration）

として，応用と実践を学ぶ。例えば，「Inter-

and Transdisciplinary Case Study on 

Sustainable Development」でグローバルな

論点に関するテーマと問題の他分野との関

連性を考察して多様な視点から見る力を養

い，持続可能な発展を実現するための課題設

定から研究成果の社会実装まで多様なステ

ークホルダーと協働で実施するアプローチ

を修得する。また，「Master Seminar」で，

学生は執筆中の論文について発表し，専門の

異なる他の学生と議論を行い，４人の教員の

様々な視点から助言とフィードバックを受

ける。第４セメスターは，こうした成果とし

てサステイナビリティ学における学術研究
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を修士論文としてまとめることにより，

「SDGs 達成に向けた地域と世界の喫緊の課

題，とりわけ，貧困の削減に対して，開発学

における国際協力論を基盤にし，社会科学的

アプローチで研究や実務を遂行できる能力

を有するとともに，大学・研究機関，政府・

国際機関，民間企業，NGO 等において，他者

と協働できる高いコミュニケーション能力

を有し，国際的な労働市場で高い就職力

(Employability)を発揮できる人材」を育成

する。 

（略） 

 

本専攻のディプロマ・ポリシーに示す能力

と教育課程等の対応は，以下の表 1「各科目

で養成する能力について」を参照。 

 

 

【表 1】各科目で養成する能力について 

科目名 

養成する能力 

①意思
決定能
力 

（略） 

ベーシック科目＜広島大学開設科目＞ 

持続可能な開発科目 

Hiroshima から世
界平和を考える 

    

（略）     

 

 

 

 

 

【第１セメスター：ホーム大学】 

主に「ベーシック科目」を履修し，講義を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

また，本専攻のディプロマ・ポリシーに示

す能力と教育課程等の対応は，以下の表 1「各

科目で養成する能力について」を参照。なお，

（※）は自由科目であることを示す。 

 

【表 1】各科目で養成する能力について 

科目名 

養成する能力 

①意思
決定能
力 

（略） 

ベーシック科目＜広島大学開設科目＞ 

持続可能な開発科目 

Hiroshima から世
界平和を考える 

    

（略）     

SDGsへの学問的ア
プローチＡ（※）

    

SDGsへの学問的ア
プローチＢ（※）

    

 

【第１セメスター：ホーム大学】 

主に「ベーシック科目」を履修し，講義を

通して，持続可能な開発に関する学修に必要

な，学際的な思考と，多様な視点から持続可
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通して，持続可能な開発に関する学修に必要

な，俯瞰的思考と，多様な視点から持続可能

な開発を探求する基礎を身に付ける。 

 

（略） 

 

【第３セメスター：相手大学／第４セメスタ

ー：ホーム大学】 

 

（略） 

また，本専攻の学生と「先進理工系科学研

究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サ

ステイナビリティ学専攻」（申請中）の学生

が広島大学で共に学ぶ機会があることを活

かし（広島大学開講の Integration 科目は両

専攻で共通に開講），一層の他分野への理解

促進にも配慮する。すなわち，応用と実践力

の養成を目的とした Integration 科目にお

いて，社会科学系の学生と理工学系の学生が

同じ教室で学ぶことにより，相互に異なった

視野や考え方に接することができ，社会科学

系や理工学系といった枠を超えた他分野へ

の理解を促す。他分野をバックグラウンドと

する学生とのインタラクティブな経験を通

して，将来，他分野の専門家と協働して将来

の人類社会を創造する人材の育成を行う。 

 

 

【第１～第４セメスター：ホーム大学及び相

手大学】 

演習で行われる「修士論文に関する科目」

を履修し，修士論文を執筆する。自立的に研

究を行うとともに開発学における国際協力

論を基盤にし，SDGs 達成に向けた研究力や

実務能力を身に付ける。 

 

能な開発を探求する基礎を身に付ける。 

 

（略） 

 

【第３セメスター：相手大学／第４セメスタ

ー：ホーム大学】 

 

（略） 

また，本専攻の学生と「先進理工系科学研

究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サ

ステイナビリティ学専攻」（申請中）の学生

が広島大学で共に学ぶ機会があることを活

かし（広島大学開講の Integration 科目は両

専攻で共通に開講），一層の学際的視野の養

成にも配慮する。すなわち，応用と実践力の

養成を目的とした Integration 科目におい

て，社会科学系の学生と理工学系の学生が同

じ教室で学ぶことにより，相互に異なった視

野や考え方に接することができ，社会科学系

や理工学系といった枠に収まらない高度の

学際性を養うことができる。他分野をバック

グラウンドとする学生とのインタラクティ

ブな経験を通して，将来，他分野の専門家と

協働して将来の人類社会を創造する人材の

育成を行う。 

 

【第１～第４セメスター：ホーム大学及び相

手大学】 

演習で行われる「修士論文に関する科目」

を履修し，修士論文を執筆する。自立的に研

究を行うとともに持続可能な開発学を基盤

にし，SDGs 達成に向けた研究力や実務能力

を身に付ける。 

 

（略） 
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（略） 

 

上記により，SDGs 達成に向けた地域と世

界の喫緊の課題，とりわけ，貧困の削減に対

して，開発学における国際協力論を基盤に

し，社会科学的アプローチで研究や実務を遂

行できる能力を育成する。また，大学・研究

機関，政府・国際機関，民間企業，NGO 等に

おいて，他者と協働できる高いコミュニケー

ション能力を有し，国際的な労働市場で高い

就職力（Employability）を発揮できる人材

を育成する。 

上記により，SDGs 達成に向けた地域と世

界の喫緊の課題，とりわけ，貧困の削減に対

して，持続可能な開発学を基盤にし，学際的

な視点や多元的なアプローチで研究や実務

を遂行できる能力を育成する。また，大学・

研究機関，政府・国際機関，民間企業，NGO

等において，他者と協働できる高いコミュニ

ケーション能力を有し，国際的な労働市場で

高い就職力（Employability）を発揮できる

人材を育成する。 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 ２９頁 

新 旧 

Ⅴ 教員組織の編成の考え方及び特色 

１．教員組織の編成方針と教員配置 

 

（略） 

 

本専攻には，母体となる人間社会科学研究

科人文社会科学専攻の経済学分野の教員を

中心に教授９人（うち，専任教員６人），准

教授４人の合計 13 人を配置し，本専攻の教

育上特に主要と認められ，開発経済学を含む

開発学における国際協力論について深く学

ぶ授業科目（演習Ａ，演習Ｂ，演習Ｃ，開発

マクロ経済学Ⅰ，開発マクロ経済学Ⅱ，開発

ミクロ経済学Ⅰ，開発ミクロ経済学Ⅱ）や研

究指導の中心を担う。13 人のうち１人が，

相手大学との調整等を行う調整担当教員と

して，本専攻の運営に従事する。 

 

（略） 

 

Ⅴ 教員組織の編成の考え方及び特色 

１．教員組織の編成方針と教員配置 

 

（略） 

 

本専攻には，母体となる人間社会科学研究

科人文社会科学専攻の経済学分野の教員を

中心に教授９人（うち，専任教員６人），准

教授４人の合計 13 人を配置し，本専攻の教

育上特に主要と認められ，開発経済学を含む

「持続可能な開発学」領域について深く学ぶ

授業科目（演習Ａ，演習Ｂ，演習Ｃ，開発マ

クロ経済学Ⅰ，開発マクロ経済学Ⅱ，開発ミ

クロ経済学Ⅰ，開発ミクロ経済学Ⅱ）や研究

指導の中心を担う。13 人のうち１人が，相

手大学との調整等を行う調整担当教員とし

て，本専攻の運営に従事する。 

 

（略） 
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また，複雑な課題に対して複数の分野から

アプローチする力を養うため，上記以外の教

員も，実務家教員として授業を担当してい

る。例えば，国際協力機構（JICA）中国国際

セ ン タ ー 所 長 （ 担 当 科 目 ： Japanese 

Experience of Social Development –

Economy, Infrastructure, and Peace）や地

方自治体職員（担当科目：医療情報リテラシ

ー）が実務家教員として講義を担当すること

により，学生は国際機関，国際協力機関，地

方自治体でのそれぞれの取組を学ぶ。本専攻

は，就職力（Employability）を発揮できる

人材の養成を目指しており，上記２人の講義

は将来のキャリアについて考える機会の提

供にもなる。 

 

また，複雑な課題に対して複数の分野から

アプローチする力を養うため，上記以外の教

員も，実務家教員として授業を担当してい

る。例えば，国連ユニタール広島事務所長 

（担当科目：SDDs への学問的アプローチＡ）

や国際協力機構（JICA）中国国際センター所

長（担当科目：Japanese Experience of 

Social Development –  Economy, 

Infrastructure, and Peace），地方自治体

職員（担当科目：SDGs への学問的アプロー

チＢ，医療情報リテラシー）が実務家教員と

して講義を担当することにより，学生は国際

機関，国際協力機関，地方自治体でのそれぞ

れの取組を学ぶ。本専攻は，就職力

（Employability）を発揮できる人材の養成

を目指しており，上記４人の講義は将来のキ

ャリアについて考える機会の提供にもなる。

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 ３１頁 

新 旧 

Ⅵ 教育方法、履修指導方法、研究指導体制

及び終了要件 

２．指導体制 

 （２）指導方法 

 

（略） 

 

さらに，本専攻の学生と「先進理工系科学

研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携

サステイナビリティ学専攻」（申請中）の学

生が広島大学で共に学ぶ機会があることを

活かし（広島大学開講の Integration 科目は

両専攻で共通に開講），一層の俯瞰的視野の

養成にも配慮する。すなわち，応用と実践力

の養成を目的とした Integration 科目にお

いて，社会科学系の学生と理工学系の学生が

Ⅵ 教育方法、履修指導方法、研究指導体制

及び終了要件 

２．指導体制 

 （２）指導方法 

 

（略） 

 

さらに，本専攻の学生と「先進理工系科学

研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携

サステイナビリティ学専攻」（申請中）の学

生が広島大学で共に学ぶ機会があることを

活かし（広島大学開講の Integration 科目は

両専攻で共通に開講），一層の学際的視野の

養成にも配慮する。すなわち，応用と実践力

の養成を目的とした Integration科目におい

て，社会科学系の学生と理工学系の学生が同
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同じ教室で学ぶことにより，相互に異なった

視野や考え方に接することができ，社会科学

系や理工学系といった枠を超えた他分野へ

の理解を促す。 

じ教室で学ぶことにより，相互に異なった視

野や考え方に接することができ，社会科学系

や理工学系といった枠に収まらない高度の

学際性を養う。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 ３５－３６頁 

新 旧 

Ⅶ 施設，設備等の整備計画 

１．校地・校舎等の整備計画 

 本学においては，現在，大学院国際協力研

究科で使用している施設・設備を共用する。

講義室及び演習室，大学院生自習室，会議室，

学生ラウンジ，サステイナビリティ学に関す

る書籍を扱う図書室，本専攻を担当する教員

研究室等，本専攻の教育研究の実施に必要な

施設・設備は既に備わっている。本専攻の設

置により学生が増えるが（入学定員 2 人），

当該施設は学生の増加に対応可能な広さと

機能を備えており，施設の質は確保される。

Ⅶ 施設，設備等の整備計画 

１．校地・校舎等の整備計画 

 本学においては，現在，大学院国際協力研

究科で使用している施設・設備を共用する。

講義室及び演習室，大学院生自習室，会議室，

学生ラウンジ，持続可能な開発学に関する書

籍を扱う図書室，本専攻を担当する教員研究

室等，本専攻の教育研究の実施に必要な施

設・設備は既に備わっている。本専攻の設置

により学生が増えるが（入学定員 2 人），当

該施設は学生の増加に対応可能な広さと機

能を備えており，施設の質は確保される。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 ３８－３９頁 

新 旧 

Ⅷ 入学者選抜の概要 

２．入学者受入れの方針（アドミッション・

ポリシー） 

 本専攻では，SDGs 達成に向けた地域と世

界の喫緊の課題，とりわけ，貧困の削減に対

して，開発学における国際協力学を基盤に

し，社会科学的アプローチで研究や実務を遂

行できる能力を有し，大学・研究機関，政府・

国際機関，民間企業，NGO 等において，他者

と協働できる高いコミュニケーション能力

を有し，国際的な労働市場で高い就職力

（Employability）を発揮できる人材を養成

する。 

 上記人材を養成するため，本専攻では，以

Ⅷ 入学者選抜の概要 

２．入学者受入れの方針（アドミッション・

ポリシー） 

 本専攻では，SDGs 達成に向けた地域と世

界の喫緊の課題，とりわけ，貧困の削減に対

して，持続可能な開発学を基盤にし，学際的

な視点や多元的なアプローチで研究や実務

を遂行できる能力を有し，大学・研究機関，

政府・国際機関，民間企業，NGO 等において，

他者と協働できる高いコミュニケーション

能力を有し，国際的な労働市場で高い就職力

（Employability）を発揮できる人材を養成

する。 

 上記人材を養成するため，本専攻では，以
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下のような志や意欲を持ち，それに必要な基

礎学力を持つ学生の入学を求める。 

・一定程度の英語力を有し，持続可能な開

発の問題，特に，国際的な広がりがある

持続可能性の問題に関心がある人 

・開発学における国際協力論を基盤に，学

際的な視点から複雑プロセスを分析，評

価する意欲を持つ人 

下のような志や意欲を持ち，それに必要な基

礎学力を持つ学生の入学を求める。 

・一定程度の英語力を有し，持続可能な開

発の問題，特に，国際的な広がりがある

持続可能性の問題に関心がある人 

・持続可能な開発学を基盤に，学際的な視

点から複雑プロセスを分析，評価する意

欲を持つ人 
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（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料２） １頁 

新 旧 

 

養成する人材像 

SDGs 達成に向けた地域と世界の喫緊

の課題，とりわけ，貧困の削減に対して，

サステイナビリティ学を基盤にし，学際的

な視点や多元的なアプローチで研究や実

務を遂行できる能力を有するとともに，大

学・研究機関，政府・国際機関，民間企業，

NGO 等において，他者と協働できる高い

コミュニケーション能力を有し，国際的な

労働市場で高い就職力（Employability）

を発揮できる人材。 
 

 

養成するする人材像 

SDGs 達成に向けた地域と世界の喫緊

の課題，とりわけ，貧困の削減に対して，

持続可能な開発学を基盤にし，学際的な

視点や多元的なアプローチで研究や実務

を遂行できる能力を有するとともに，大

学・研究機関，政府・国際機関，民間企

業，NGO 等において，他者と協働できる

高いコミュニケーション能力を有し，国

際 的 な 労 働 市 場 で 高 い 就 職 力

（Employability）を発揮できる人材。 
 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料２） １頁 

新 旧 

 

養成する人材像 

SDGs 達成に向けた地域と世界の喫緊

の課題，とりわけ，貧困の削減に対して，

開発学における国際協力論を基盤にし，社

会科学的アプローチで研究や実務を遂行

できる能力を有するとともに，大学・研究

機関，政府・国際機関，民間企業，NGO

等において，他者と協働できる高いコミュ

ニケーション能力を有し，国際的な労働市

場で高い就職力（Employability）を発揮

できる人材。 
 

 

養成するする人材像 

SDGs 達成に向けた地域と世界の喫緊

の課題，とりわけ，貧困の削減に対して，

持続可能な開発学を基盤にし，学際的な

視点や多元的なアプローチで研究や実務

を遂行できる能力を有するとともに，大

学・研究機関，政府・国際機関，民間企

業，NGO 等において，他者と協働できる

高いコミュニケーション能力を有し，国

際 的 な 労 働 市 場 で 高 い 就 職 力

（Employability）を発揮できる人材。 
 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料２） １頁 

新 旧 
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アドミッション・ポリシー 

（略） 

② 開発学における国際協力論を基盤

に，学際的な視点から複雑プロセスを

分析，評価する意欲を持つ人 
 

 

アドミッション・ポリシー 

（略） 

② 持続可能な開発学を基盤に，学際的

な視点から複雑プロセスを分析，評価

する意欲を持つ人 
 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料２） １頁 

新 旧 

 

カリキュラム・ポリシー 

（略） 

① 持続可能な開発に関する学修に必要

な，俯瞰的思考と，多様な視点から持

続可能な開発を探求する基礎を身に付

けるため，「ベーシック科目」を開設す

る。 
 

 

カリキュラム・ポリシー 

（略） 

① 持続可能な開発に関する学修に必要

な，学際的思考と，多様な視点から持

続可能な開発を探求する基礎を身に付

けるため，「ベーシック科目」を開設す

る。 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料２） １頁 

新 旧 

 

カリキュラム・ポリシー 

（略） 

④ 自立的に研究を行うとともに開発学

における国際協力論を基盤にし，SDGs

達成に向けた研究力や実務能力を身に

付けるため，「修士論文に関する科目」

を開設する。 
 

 

カリキュラム・ポリシー 

（略） 

④ 自立的に研究を行うとともに持続可

能な開発学を基盤にし，SDGs 達成に向

けた研究力や実務能力を身に付けるた

め，「修士論文に関する科目」を開設す

る。 
 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料２） １頁 

新 旧 
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ディプロマ・ポリシー 

（略） 

⑥ 世界の課題解決に貢献するための，

開発学における国際協力論を基盤にし

た，SDGs 達成に向けた研究・実践能力
 

 

ディプロマ・ポリシー 

（略） 

⑥ 世界の課題解決に貢献するための，

持続可能な開発学を基盤にした，SDGs

達成に向けた研究・実践能力 
 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料５） １頁 

新 旧 

履修モデル  広島大学をホームとする学

生（学位：修士(学術）） 

 

（養成する人材：SDGs 達成に向けた地域と

世界の喫緊の課題，とりわけ，貧困の削減に

対して，開発学における国際協力論を基盤に

し，社会科学的アプローチで研究や実務を遂

行できる能力を有するとともに，大学・研究

機関，政府・国際機関，民間企業，NGO 等

において，他者と協働できる高いコミュニケ

ーション能力を有し，国際的な労働市場で高

い就職力（Employability）を発揮できる人

材） 

 

履修モデル  広島大学をホームとする学

生（学位：修士(学術）） 

 

（養成する人材：持続可能な社会実現に資す

る融合社会科学研究を実施することができ

る人材） 

 

 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料５） ２頁 

新 旧 
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履修モデル  グラーツ大学をホームとす

る学生（学位：修士(学術）） 

 

（養成する人材：SDGs 達成に向けた地域と

世界の喫緊の課題，とりわけ，貧困の削減に

対して，開発学における国際協力論を基盤に

し，社会科学的アプローチで研究や実務を遂

行できる能力を有するとともに，大学・研究

機関，政府・国際機関，民間企業，NGO 等

において，他者と協働できる高いコミュニケ

ーション能力を有し，国際的な労働市場で高

い就職力（Employability）を発揮できる人

材） 

履修モデル  グラーツ大学をホームとす

る学生（学位：修士(学術）） 

 

（養成する人材：持続可能な社会実現に資す

る融合社会科学研究を実施することができ

る人材） 

 

 

 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料６） １頁 

新 旧 

（アドミッション・ポリシー） 

（略） 

・開発学における国際協力論を基盤に，学際

的な視点から複雑プロセスを分析，評価する

意欲を持つ人 

 

（アドミッション・ポリシー） 

（略） 

・持続可能な開発学を基盤に，学際的な視点

から複雑プロセスを分析，評価する意欲を持

つ人 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料６） １頁 

新 旧 

（カリキュラム・ポリシー） 

①持続可能な開発に関する学修に必要な，俯

瞰的思考と，多様な視点から持続可能な開発

を探求する基礎を身に付けるため，「ベーシ

ック科目」を開設する。 

 

（カリキュラム・ポリシー） 

①持続可能な開発に関する学修に必要な，学

際的思考と，多様な視点から持続可能な開発

を探求する基礎を身に付けるため，「ベーシ

ック科目」を開設する。 

 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料６） １頁 

新 旧 
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（カリキュラム・ポリシー） 

③これまで学修してきた様々な科学的アプ

ローチを結び付け，持続可能な開発に関する

理解を深め，実践力を高めるとともに，研究

分野の深化や拡張，修了後のキャリア形成，

知的好奇心の拡大等を促す。 

 

（※）広島大学開講の Integration科目では，

本専攻と「先進理工系科学研究科広島大学・

ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリ

ティ学専攻」（申請中）とで共通に開講して

いる。社会科学系の学生と理工学系の学生が

同じ教室で学び，異なる視野や考え方に接す

ることにより，社会科学系や理工学系といっ

た枠を超えた他分野への理解を促す。他分野

をバックグラウンドとする学生とのインタ

ラクティブな経験を通して，他分野の専門家

と協働して将来の人類社会を創造する人材

の育成を行う。 

（カリキュラム・ポリシー） 

③これまで学修してきた様々な科学的アプ

ローチを結び付け，持続可能な開発に関する

理解を深め，実践力を高めるとともに，研究

分野の深化や拡張，修了後のキャリア形成，

知的好奇心の拡大等を促す。 

 

（※）広島大学開講の Integration科目では，

本専攻と「先進理工系科学研究科広島大学・

ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリ

ティ学専攻」（申請中）とで共通に開講して

いる。社会科学系の学生と理工学系の学生が

同じ教室で学び，異なる視野や考え方に接す

ることにより，社会科学系や理工学系といっ

た枠に収まらない高度な学際性を養う。他分

野をバックグラウンドとする学生とのイン

タラクティブな経験を通して，他分野の専門

家と協働して将来の人類社会を創造する人

材の育成を行う。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料６） １頁 

新 旧 

（カリキュラム・ポリシー） 

④自立的に研究を行うとともに開発学にお

ける国際協力論を基盤にし，SDGs 達成に向

けた研究力や実務能力を身に付ける。 

 

（カリキュラム・ポリシー） 

④自立的に研究を行うとともに持続可能な

開発学を基盤にし，SDGs 達成に向けた研究

力や実務能力を身に付ける。 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料６） １頁 

新 旧 

（養成する人材像） 

・SDGs 達成に向けた地域と世界の喫緊の課

題，とりわけ，貧困の削減に対して，開発学

における国際協力論を基盤にし，社会科学的

な視点や多元的なアプローチで研究や実務

を遂行できる能力を有するとともに，大学・

（養成する人材像） 

・SDGs 達成に向けた地域と世界の喫緊の課

題，とりわけ，貧困の削減に対して，持続可

能な開発学を基盤にし，学際的な視点や多元

的なアプローチで研究や実務を遂行できる

能力を有するとともに，大学・研究機関，政
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研究機関，政府・国際機関，民間企業，NGO

等において，他者と協働できる高いコミュニ

ケーション能力を有し，国際的な労働市場で

高い就職力（Employability）を発揮できる

人材。 

 

府・国際機関，民間企業，NGO 等において，

他者と協働できる高いコミュニケーション

能力を有し，国際的な労働市場で高い就職力

（Employability）を発揮できる人材。 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料６） ２頁 

新 旧 

 

修得させる能力 

（ディプロマ・ポリシー） 

（略） 

⑥実践能力 

世界の課題解決に貢献するための，開発学

における国際協力論を基盤にした，SDGs

達成に向けた研究・実践能力 
 

 

修得させる能力 

（ディプロマ・ポリシー） 

（略） 

⑥実践能力 

世界の課題解決に貢献するための，持続

可能な開発学を基盤にした，SDGs 達成に

向けた研究・実践能力 
 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料６） ３頁 

新 旧 

（アドミッション・ポリシー） 

（略） 

・開発学における国際協力論を基盤に，学際

的な視点から複雑プロセスを分析，評価する

意欲を持つ人 

 

（アドミッション・ポリシー） 

（略） 

・持続可能な開発学を基盤に，学際的な視点

から複雑プロセスを分析，評価する意欲を持

つ人 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料６） ３頁 

新 旧 

（カリキュラム・ポリシー） 

①持続可能な開発に関する学修に必要な，俯

瞰的思考と，多様な視点から持続可能な開発

を探求する基礎を身に付けるため，「ベーシ

ック科目」を開設する。 

 

（カリキュラム・ポリシー） 

①持続可能な開発に関する学修に必要な，学

際的思考と，多様な視点から持続可能な開発

を探求する基礎を身に付けるため，「ベーシ

ック科目」を開設する。 
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（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料６） ３頁 

新 旧 

（カリキュラム・ポリシー） 

③これまで学修してきた様々な科学的アプ

ローチを結び付け，持続可能な開発に関する

理解を深め，実践力を高めるとともに，研究

分野の深化や拡張，修了後のキャリア形成，

知的好奇心の拡大等を促す。 

 

（※）広島大学開講の Integration科目では，

本専攻と「先進理工系科学研究科広島大学・

ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリ

ティ学専攻」（申請中）とで共通に開講して

いる。社会科学系の学生と理工学系の学生が

同じ教室で学び，異なる視野や考え方に接す

ることにより，社会科学系や理工学系といっ

た枠を超えた他分野への理解を促す。他分野

をバックグラウンドとする学生とのインタ

ラクティブな経験を通して，他分野の専門家

と協働して将来の人類社会を創造する人材

の育成を行う。 

（カリキュラム・ポリシー） 

③これまで学修してきた様々な科学的アプ

ローチを結び付け，持続可能な開発に関する

理解を深め，実践力を高めるとともに，研究

分野の深化や拡張，修了後のキャリア形成，

知的好奇心の拡大等を促す。 

 

（※）広島大学開講の Integration科目では，

本専攻と「先進理工系科学研究科広島大学・

ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリ

ティ学専攻」（申請中）とで共通に開講して

いる。社会科学系の学生と理工学系の学生が

同じ教室で学び，異なる視野や考え方に接す

ることにより，社会科学系や理工学系といっ

た枠に収まらない高度な学際性を養う。他分

野をバックグラウンドとする学生とのイン

タラクティブな経験を通して，他分野の専門

家と協働して将来の人類社会を創造する人

材の育成を行う。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料６） ３頁 

新 旧 

（カリキュラム・ポリシー） 

④自立的に研究を行うとともに開発学にお

ける国際協力論を基盤にし，SDGs 達成に向

けた研究力や実務能力を身に付ける。 

 

（カリキュラム・ポリシー） 

④自立的に研究を行うとともに持続可能な

開発学を基盤にし，SDGs 達成に向けた研究

力や実務能力を身に付ける。 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料６） ３頁 

新 旧 

（養成する人材像） 

・SDGs 達成に向けた地域と世界の喫緊の課

題，とりわけ，貧困の削減に対して，開発学

（養成する人材像） 

・SDGs 達成に向けた地域と世界の喫緊の課

題，とりわけ，貧困の削減に対して，持続可
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における国際協力論を基盤にし，社会科学的

な視点や多元的なアプローチで研究や実務

を遂行できる能力を有するとともに，大学・

研究機関，政府・国際機関，民間企業，NGO

等において，他者と協働できる高いコミュニ

ケーション能力を有し，国際的な労働市場で

高い就職力（Employability）を発揮できる

人材。 

 

能な開発学を基盤にし，学際的な視点や多元

的なアプローチで研究や実務を遂行できる

能力を有するとともに，大学・研究機関，政

府・国際機関，民間企業，NGO 等において，

他者と協働できる高いコミュニケーション

能力を有し，国際的な労働市場で高い就職力

（Employability）を発揮できる人材。 

 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類（資料６） ４頁 

新 旧 

 

修得させる能力 

（ディプロマ・ポリシー） 

（略） 

⑥実践能力 

世界の課題解決に貢献するための，開発学

における国際協力論を基盤にした，SDGs

達成に向けた研究・実践能力 
 

 

修得させる能力 

（ディプロマ・ポリシー） 

（略） 

⑥実践能力 

世界の課題解決に貢献するための，持続

可能な開発学を基盤にした，SDGs 達成に

向けた研究・実践能力 
 

 

（新旧対照表） 学生確保の見通し等を記載した書類 ４頁 

新 旧 

(2) 人材需要の動向等社会の要請 

① 人材の養成に関する目的その他の教育

研究上の目的（概要） 

本専攻では，SDGs 達成に向けた地域と世

界の喫緊の課題，とりわけ，貧困の削減に対

して，開発学における国際協力論を基盤に

し，社会科学的アプローチで研究や実務を遂

行できる能力を有し，大学・研究機関，政府・

国際機関，民間企業，NGO 等において，他

者と協働できる高いコミュニケーション能

力を有し，国際的な労働市場で高い就職力

（Employability）を発揮できる人材を養成

(2) 人材需要の動向等社会の要請 

① 人材の養成に関する目的その他の教育

研究上の目的（概要） 

本専攻では，SDGs 達成に向けた地域と世

界の喫緊の課題，とりわけ，貧困の削減に対

して，持続可能な開発学を基盤にし，学際的

な視点や多元的なアプローチで研究や実務

を遂行できる能力を有し，大学・研究機関，

政府・国際機関，民間企業，NGO 等におい

て，他者と協働できる高いコミュニケーショ

ン能力を有し，国際的な労働市場で高い就職

力（Employability）を発揮できる人材を養
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する。 成する。 

 

（新旧対照表） 教員名簿［教員の氏名等］ １－４頁 

新 旧 

 

調

書 

番

号 

(略) フリガナ 

氏名 

＜就任（予定）

年月＞ 

(略) 担当授業科目名

の名称 

(略)

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

2 (略) ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾏﾘ 

片柳 真理 

<令和 2 年 4

月> 

(略) Japanese 

Experience of 

Social 

Development-E

conomy, 

Infrastructur

e, and Peace

※ 

 

 

 

 (略) 

(略)

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

23 (略) ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 

田中 純子 

<令和 2 年 4

月> 

(略) Japanese 

Experience of 

Human 

Development-C

ulture, 

Education, 

and Health※ 

 

 

 

医療情報リテ

ラシー※ 

(略)

24 (略) ﾓﾘﾔﾏ(ｵｸﾓﾄ) (略) Japanese (略)

 

調

書 

番

号 

(略) フリガナ 

氏名 

＜就任（予定）

年月＞ 

(略) 担当授業科目名

の名称 

(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

2 (略) ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾏﾘ 

片柳 真理

<令和 2 年 4

月> 

(略) Japanese 

Experience of 

Social 

Development- 

Economy, 

Infrastructur

e, and Peace

※ 

SDGs への学問

的アプローチ

Ｂ※ 

(略) 

(略) 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

23 (略) ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 

田中 純子

<令和 2 年 4

月> 

(略) Japanese 

Experience of 

Human 

Development-C

ulture, 

Education, 

and Health※ 

SDGs への学問

的アプローチ

Ａ※ 

医療情報リテ

ラシー※ 

(略) 

24 (略) ﾓﾘﾔﾏ(ｵｸﾓﾄ) (略) Japanese (略) 
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ﾐﾁｺ 

森山(奥本)

美知子 

<令和 2 年 4

月> 

Experience of 

Human 

Development-C

ulture, 

Education, 

and Health※ 

 

 

 

25 (略) ﾊﾞﾊﾞ ﾀｸﾔ 

馬場 卓也 

<令和 2 年 4

月> 

(略) Japanese 

Experience of 

Human 

Development-C

ulture, 

Education, 

and Health※ 

 

 

 

(略)

(削

除) 

 

 

  (略)   

(削

除) 

 

 

  (略)   

(削

除) 

 

 

  (略)   

(削

除) 

 

 

  (略)   

(削   (略)   

ﾐﾁｺ 

森山(奥本)

美知子 

<令和 2 年 4

月> 

Experience of 

Human 

Development-C

ulture, 

Education, 

and Health※ 

SDGs への学問

的アプローチ

Ａ※ 

25 (略) ﾊﾞﾊﾞ ﾀｸﾔ 

馬場 卓也

<令和 2 年 4

月> 

(略) Japanese 

Experience of 

Human 

Development-C

ulture, 

Education, 

and Health※ 

SDGs への学問

的アプローチ

Ａ※ 

(略) 

26 (略) ｻﾈｵｶ ﾋﾛﾌﾐ 

重岡 寛文

<令和 2 年 4

月> 

(略) SDGs への学問

的アプローチ

Ａ※ 

(略) 

27

 

(略) ｲｼﾀﾞ ﾖｳｺ 

石田 洋子

<令和 2 年 4

月> 

(略) SDGs への学問

的アプローチ

Ａ※ 

(略) 

28

 

(略) ﾅｶﾞﾀ ﾘﾖｳﾀ 

永田 良太

<令和 2 年 4

月> 

(略) SDGs への学問

的アプローチ

Ａ※ 

(略) 

29

 

(略) ｺｲｹ ｶｽﾞﾋｺ 

小池 一彦

<令和 2 年 4

月> 

(略) SDGs への学問

的アプローチ

Ｂ※ 

(略) 

30 (略) ｶﾜｲ ｹﾝｼﾞ (略) SDGs への学問 (略) 
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除) 

 

 

26 (略) ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｶ

ｽﾞ 

柳原 宏和 

<令和 2 年 4

月> 

(略) データリテラ

シー※ 

(略)

27 (略) ｸﾄﾞｳ ﾖｼｷ 

工藤 美樹 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略)

28 (略) ｱﾘﾋﾛ ｺｳｼﾞ 

有廣 光司 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略)

29 (略) ｱﾜｲ ｶｽﾞｵ 

粟井 和夫 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略)

30 (略) ﾐｽ ﾄｼﾕｷ 

三須 敏幸 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 人文社会系キ

ャリアマネジ

メント 

(略)

31 (略) ｲﾄｳ ﾀｶｵ 

伊藤 孝夫 

<令和 2 年 4

月> 

(略) MOT 入門 (略)

32 (略) ｸﾎﾞ ﾀﾂﾋｺ 

久保 達彦 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略)

33 (略) ﾁｶﾗｲｼ ﾏｺﾄ 

力石 真 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 調査方法論基

礎 

International 

Environmental 

(略)

 河合 研至

<令和 2 年 4

月> 

的アプローチ

Ｂ※ 

31 (略) ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾛ

ｶｽﾞ 

柳原 宏和

<令和 2 年 4

月> 

(略) データリテラ

シー※ 

(略) 

32 (略) ｸﾄﾞｳ ﾖｼｷ 

工藤 美樹

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略) 

33 (略) ｱﾘﾋﾛ ｺｳｼﾞ 

有廣 光司

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略) 

34 (略) ｱﾜｲ ｶｽﾞｵ 

粟井 和夫

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略) 

35 (略) ﾐｽ ﾄｼﾕｷ 

三須 敏幸

<令和 2 年 4

月> 

(略) 人文社会系キ

ャリアマネジ

メント 

(略) 

36 (略) ｲﾄｳ ﾀｶｵ 

伊藤 孝夫

<令和 2 年 4

月> 

(略) MOT 入門 (略) 

37 (略) ｸﾎﾞ ﾀﾂﾋｺ 

久保 達彦

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略) 

38 (略) ﾁｶﾗｲｼ ﾏｺﾄ 

力石 真 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 調査方法論基

礎 

International 

Environmental 

(略) 
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Cooperation 

Studies※ 

(削

除) 

 

 

 

  (略)   

34 (略) ｺﾐﾔﾏ ﾐﾁｵ 

小宮山 道

夫 

<令和 2 年 4

月> 

(略) Hiroshima か

ら世界平和を

考える※ 

(略)

(削

除) 

 

 

 

 

  (略)   

(削

除) 

 

 

 

  (略)   

(削

除) 

 

 

 

  (略)   

35 (略) (ﾍｲｽﾞ)ｻｸﾗｲ 

ﾘﾎ 

（ヘイズ）櫻

井 里穂 

<令和 2 年 4

月> 

 

(略) ダイバーシテ

ィの理解※ 

(略)

36 (略) ﾐﾔｵ ｼﾞﾕﾝｲﾁ (略) データリテラ (略)

Cooperation 

Studies※ 

39 (略) ｻﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 

佐野 浩一

郎 

<令和 2 年 4

月> 

(略) SDGs への学問

的アプローチ

Ｂ※ 

(略) 

40 (略) ｺﾐﾔﾏ ﾐﾁｵ 

小宮山 道

夫 

<令和 2 年 4

月> 

(略) Hiroshima か

ら世界平和を

考える※ 

(略) 

41 (略) ﾗﾌﾏﾝ ﾓﾊﾒﾄﾞ 

ﾓｼｳﾙ 

RAHMAN MD 

MOSHIUR 

<令和 2 年 4

月> 

(略) SDGs への学問

的アプローチ

Ａ※ 

(略) 

42 (略) ﾋﾋﾞﾉ ﾀﾀﾞｼ 

日比野 忠

史 

<令和 2 年 4

月> 

(略) SDGs への学問

的アプローチ

Ｂ※ 

(略) 

43 (略) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

長谷川 祐

治 

<令和 2 年 4

月> 

(略) SDGs への学問

的アプローチ

Ｂ※ 

(略) 

44 (略) (ﾍｲｽﾞ)ｻｸﾗｲ 

ﾘﾎ 

（ヘイズ）

櫻 井  里

穂 

<令和 2 年 4

月> 

(略) ダイバーシテ

ィの理解※ 

(略) 

45 (略) ﾐﾔｵ ｼﾞﾕﾝｲﾁ (略) データリテラ (略) 
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宮尾 淳一 

<令和 2 年 4

月> 

シー※ 

37 (略) ﾓﾘﾉ ﾋﾛﾕｷ 

森野 豊之 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略)

38 (略) ｵｵｳｴ ﾅｵﾋﾃﾞ 

大上 直秀 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略)

39 (略) ﾏｷﾉ ｴﾐ 

牧野 恵美 

<令和 2 年 4

月> 

(略) アントレプレ

ナーシップ概

論 

(略)

40 (略) ﾘ- ﾊﾝｽｳ 

李 漢洙 

<令和 2 年 4

月> 

(略) Developing 

Designing 

Ability※ 

International 

Environmental 

Cooperation 

Studies※ 

(略)

41 (略) ｸﾎﾞﾀ ﾃﾂ 

久保田 徹 

<令和 2 年 4

月> 

(略) International 

Environmental 

Cooperation 

Studies※ 

(略)

42 (略) ﾎｻｶ ﾃﾂﾛｳ 

保坂 哲朗 

<令和 2 年 4

月> 

(略) International 

Environmental 

Cooperation 

Studies※ 

(略)

43 (略) ﾁﾔﾝ ﾀﾞﾝ ｽｱﾝ

TRAN DANG 

XUAN 

<令和 2 年 4

月> 

 

(略) International 

Environmental 

Cooperation 

Studies※ 

(略)

宮尾 淳一

<令和 2 年 4

月> 

シー※ 

46 (略) ﾓﾘﾉ ﾋﾛﾕｷ 

森野 豊之

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略) 

47 (略) ｵｵｳｴ ﾅｵﾋﾃﾞ

大上 直秀

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略) 

48 (略) ﾏｷﾉ ｴﾐ 

牧野 恵美

<令和 2 年 4

月> 

(略) アントレプレ

ナーシップ概

論 

(略) 

49 (略) ﾘ- ﾊﾝｽｳ 

李 漢洙 

<令和 2 年 4

月> 

(略) Developing 

Designing 

Ability※ 

International 

Environmental 

Cooperation 

Studies※ 

(略) 

50 (略) ｸﾎﾞﾀ ﾃﾂ 

久保田 徹

<令和 2 年 4

月> 

(略) International 

Environmental 

Cooperation 

Studies※ 

(略) 

51 (略) ﾎｻｶ ﾃﾂﾛｳ 

保坂 哲朗

<令和 2 年 4

月> 

(略) International 

Environmental 

Cooperation 

Studies※ 

(略) 

52 (略) ﾁﾔﾝ ﾀﾞﾝ ｽｱ

ﾝ 

TRAN DANG 

XUAN 

<令和 2 年 4

月> 

(略) International 

Environmental 

Cooperation 

Studies※ 

(略) 
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44 (略) ｲｽﾗﾑ ﾓｲﾇﾙ 

ISLAM 

MOINUL 

<令和 2 年 4

月> 

(略) リサーチメソ

ッド 

(略)

45 (略) ｼﾏﾝｶﾞﾝ ﾀﾞﾘｱ 

ｺﾘﾔ-ﾄﾞ 

SIMANGAN 

DAHLIA 

COLLADO 

<令和 2 年 4

月> 

(略) グローバルガ

バナンス論 

(略)

46 (略) ｲﾄｳ ｶﾞｸ 

伊藤 岳 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 社会科学のた

めの数理・計量

分析 

(略)

47 (略) ﾁﾖｳ ｼﾞﾕﾝｼﾝ 

張 潤森 

<令和 2 年 4

月> 

(略) Geographic 

Information 

System 

Technology 

(略)

48 (略) ｷﾀｶｼﾞ ﾖｳｺ 

北梶 陽子 

<令和 2 年 4

月> 

(略) ダイバーシテ

ィの理解※ 

(略)

49 (略) ｼﾔﾘﾌｲ ｱﾕ-ﾌﾞ

SHARIFI 

AYYOOB 

<令和 2 年 4

月> 

 

(略) 都市政策論 (略)

50 (略) ｵｻﾞｻ ｺｳﾀﾛｳ 

小笹 晃太

郎 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略)

51 (略) ﾀﾅｶ ｺﾞｳ (略) 医療情報リテ (略)

53 (略) ｲｽﾗﾑ ﾓｲﾇﾙ 

ISLAM 

MOINUL 

<令和 2 年 4

月> 

(略) リサーチメソ

ッド 

(略) 

54 (略) ｼﾏﾝｶﾞﾝ ﾀﾞﾘ

ｱ ｺﾘﾔ-ﾄﾞ 

SIMANGAN 

DAHLIA 

COLLADO 

<令和 2 年 4

月> 

(略) グローバルガ

バナンス論 

(略) 

55 (略) ｲﾄｳ ｶﾞｸ 

伊藤 岳 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 社会科学のた

めの数理・計量

分析 

(略) 

56 (略) ﾁﾖｳ ｼﾞﾕﾝｼﾝ

張 潤森 

<令和 2 年 4

月> 

(略) Geographic 

Information 

System 

Technology 

(略) 

57 (略) ｷﾀｶｼﾞ ﾖｳｺ 

北梶 陽子

<令和 2 年 4

月> 

(略) ダイバーシテ

ィの理解※ 

(略) 

58 (略) ｼﾔﾘﾌｲ ｱﾕ-

ﾌﾞ 

SHARIFI 

AYYOOB 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 都市政策論 (略) 

59 (略) ｵｻﾞｻ ｺｳﾀﾛｳ

小笹 晃太

郎 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 医療情報リテ

ラシー※ 

(略) 

60 (略) ﾀﾅｶ ｺﾞｳ (略) 医療情報リテ (略) 
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田中 剛 

<令和 2 年 4

月> 

ラシー※ 

52 (略) ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞﾕﾝ 

原田 淳 

<令和 2 年 4

月> 

(略) ストレスマネ

ジメント 

理工系キャリ

アマネジメン

ト 

(略)

53 (略) ｸｽﾀﾞ ﾃﾂﾔ 

楠田 哲也 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 環境原論 A 

環境原論Ｂ 

(略)

54 (略) ﾓｸﾀﾞｲ ﾀｹﾌﾐ 

目代 武史 

<令和 2 年 4

月> 

(略) 経営戦略論 (略)

55 (略) ｶﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 

川田 恵介 

<令和 2 年 4

月> 

(略) データビジュ

アライゼーシ

ョン A 

データビジュ

アライゼーシ

ョン B 

(略)

56 (略) ﾐｽﾐ ｻﾁｺ 

三角 幸子 

<令和 2 年 4

月> 

(略) Japanese 

Experience of 

Social 

Development- 

Economy, 

Infrastructur

e, and Peace※

(略)

(削

除) 

 

 

 

  (略)   

(削

除) 

  (略)   

田中 剛 

<令和 2 年 4

月> 

ラシー※ 

61 (略) ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞﾕﾝ 

原田 淳 

<令和 2 年 4

月> 

(略) ストレスマネ

ジメント 

理工系キャリ

アマネジメン

ト 

(略) 

62 (略) ｸｽﾀﾞ ﾃﾂﾔ 

楠田 哲也

<令和 2 年 4

月> 

(略) 環境原論 A 

環境原論Ｂ 

(略) 

63 (略) ﾓｸﾀﾞｲ ﾀｹﾌﾐ

目代 武史

<令和 2 年 4

月> 

(略) 経営戦略論 (略) 

64 (略) ｶﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 

川田 恵介

<令和 2 年 4

月> 

(略) データビジュ

アライゼーシ

ョン A 

データビジュ

アライゼーシ

ョン B 

(略) 

65 (略) ﾐｽﾐ ｻﾁｺ 

三角 幸子

<令和 2 年 4

月> 

(略) Japanese 

Experience of 

Social 

Development- 

Economy, 

Infrastructur

e, and Peace※ 

(略) 

66 (略) ｸﾏﾓﾄ ﾐﾎｺ 

隈元 美穂

子 

<令和 2 年 4

月> 

(略) SDGs への学問

的アプローチ

Ａ※ 

(略) 

67 (略) ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ

川本 亮之

(略) SDGs への学問

的アプローチ

(略) 
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<令和 2 年 4

月> 

Ｂ※ 
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（改善事項）人間社会科学研究科 広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ

学専攻（M） 

３．【第一次審査意見４の回答について】 

＜英語の専攻名称の妥当性が不明確＞ 

当該専攻名称とする理由の一つである，「サステイナビリティ学」が世界的に広く通用

している根拠として「国際サステイナビリティ学会（ International Society for 

Sustainability Science）」や国際学術誌「サステイナビリティ・サイエンス」を挙げて説

明しているが，これらについては，「Sustainability Science」であり，「Sustainable 

Development」とする説明にはなっていないため，本学が考える「サステイナビリティ

学」と英語名称について改めて説明すること。 

 

（対応） 

「サステイナビリティ学」は，前述のとおり，持続可能な開発の目標を推進し実施する

ための手段となり得るものであり，専門科学から超学際的科学を含みます。本学が二つの

専攻の申請で提案する学問分野「サステイナビリティ学」では，①貧困削減のための公共

政策，経済分析，社会科学分析等の社会科学的アプローチによる「開発学における国際協

力論」と，②環境的に持続可能な開発（環境持続可能性）にかかる課題解決のための技術

や自然科学を扱う理工学的アプローチによる「環境学における持続可能な開発論」のそれ

ぞれの専門分野の科学を基盤とした専攻を設置して，持続可能な開発目標 SDGs の実現へ

の課題解決を目指すものです。学生は，各専攻でそれぞれの専門を学び，その上で，社会

科学系の学生と理工学系の学生が同じ教室で学び，相互に異なった視野や考え方に接する

ことを通して，社会科学系や理工学系といった枠を超えた他分野への理解を促します。こ

ういった学びを通して，自身の専門性に軸足を置きつつ，他分野を専門とする他者と協働

できる高いコミュニケーション能力を持つ人材を育成します。 

上述のとおり，今回申請する二つの専攻は，人間社会科学研究科においては「開発学に

おける国際協力論」を基盤としながら「環境学における持続可能な開発論」への理解を促

進します。一方，先進理工系科学研究科では「環境学における持続可能な開発論」を基盤

としながら「開発学における国際協力論」への理解を促進します。ただし，自らの専門分

野における知識や能力を深めるだけでなく，他分野への理解や，地域社会・国際社会に貢

献するための基盤となる能力を身に付けさせるという目的は共通していることから，二つ

の専攻で異なる専攻名称を付けるのではなく，両専攻に「サステイナビリティ学」という

用語を用いて，「広島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビリティ学専攻」，「広島大学・

ライプツィヒ大学国際連携サステイナビリティ学専攻」にすることとしています。 

 

 「サステイナビリティ学」に対応する英語名称としては，「Sustainable Development」

という表現を用いる場合と，「Sustainability Science」という表現を用いる場合があります。



- 103 - 
 

本専攻の相手大学では，Sustainable Development の名を冠した国際共同修士プログラム

を 2008 年に設置しましたが，10 年の間に応募者も増えて，その名称が定着してきていま

す。また，「SDGs：Sustainable Development Goals」への達成が世界共通の目標となった

ことを受け，「Sustainable Development」という言葉が世界的に浸透しており，文系・理

系を超えた学際的な学問分野で使用されています。そこで，両専攻の学問領域である「持

続可能な開発目標 SDGs （Sustainable Development Goals）の実現への課題解決を目指

す学問領域」を的確に示すものとして，「Joint International Master’s Programme in 

Sustainable Development (Hiroshima University and University of Graz)  」「Joint 

International Master’s Programme in Sustainable Development (Hiroshima University 

and Leipzig University) 」という名称にすることとします。 

 

（新旧対照表） 設置の趣旨等を記載した書類 １３－１４頁 

新 旧 

Ⅲ 専攻の名称及び学位の名称 

２．当該名称とする理由及び国際通用性 

本専攻は，サステイナビリティ学領域にお

いて，開発経済学及び公共政策学分野で授業

を提供する広島大学と，持続可能な開発にお

けるビジネスや経営分野でプログラムを提

供するグラーツ大学が，双方の特徴を活か

し，社会科学的アプローチによる持続可能な

開発に関する教育課程を編成するものであ

る。従って，本専攻は，「広島大学大学院人

間社会科学研究科広島大学・グラーツ大学国

際連携サステイナビリティ学専攻」という名

称を付し，授与する学位は「修士（学術）」

とする。 

「サステイナビリティ学」は，前述の

UNESCO の定義のとおり，持続可能な開発の

目標を推進し実施するための手段となり得

るものであり，専門科学から超学際的科学を

含む。本学が，今回二つの専攻の申請で提案

する学問分野「サステイナビリティ学」は，

①貧困削減のための公共政策，経済分析，社

会科学分析等の社会科学的アプローチによ

る「開発学における国際協力論」と，②環境

Ⅲ 専攻の名称及び学位の名称 

２．当該名称とする理由及び国際通用性 

本専攻は，持続可能な開発学領域におい

て，開発経済学及び公共政策学分野で授業を

提供する広島大学と，持続可能な開発におけ

るビジネスや経営分野でプログラムを提供

するグラーツ大学が，双方の特徴を活かし，

社会科学全般の視点も含め持続可能な開発

に関する学際的な教育課程である。従って，

本専攻は，「広島大学大学院人間社会科学研

究科広島大学・グラーツ大学国際連携サステ

イナビリティ学専攻」という名称を付し，授

与する学位は「修士（学術）」とする。 

 

「サステイナビリティ学」とは，細分化さ

れた個々の学問領域では解決できない地球

的課題に対し，人文社会科学や自然科学とい

った境界を越えた俯瞰的な観点から取り組

むための学問である。歴史的には，21 世紀

に入り世界では，地球温暖化，生物多様性の

減少，貧困問題などの地球規模課題が顕著と

なったことにより，その重要性が国際的に広

く認識されるようになった。 
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的に持続可能な開発（環境持続可能性）にか

かる課題解決のための技術や自然科学を扱

う理工学的アプローチによる「環境学におけ

る持続可能な開発論」のそれぞれの専門分野

の科学を基盤とした専攻を設置して，持続可

能な開発目標 SDGs の実現への課題解決を目

指すものである。学生は，各専攻でそれぞれ

の専門及び関係領域を学び，その上で，社会

科学系の学生と理工学系の学生が同じ教室

で学び，相互に異なった視野や考え方に接す

ることを通して，社会科学系や理工学系とい

った枠を超えた他分野への理解を促す。こう

いった学びを通して，自身の専門性に軸足を

置きつつ，他分野を専門とする他者と協働で

きる高いコミュニケーション能力を持つ人

材を育成する。 

本専攻と別途申請中の「先進理工系科学研

究科広島大学・ライプツィヒ大学国際連携サ

ステイナビリティ学専攻」の名称の関係につ

いての説明は以下のとおりである。広島大学

では，高い学際性を有する「サステイナビリ

ティ学」に対して，人間社会科学研究科と先

進理工系科学研究科に，教育内容の重心が異

なる二つの国際連携専攻をそれぞれ設置す

る。既述のとおり，今回申請する二つの専攻

は，人間社会科学研究科においては「開発学

における国際協力論」を基盤としながら「環

境学における持続可能な開発論」への理解を

促進する。一方，先進理工系科学研究科では

「環境学における持続可能な開発論」を基盤

としながら「開発学における国際協力論」へ

の理解を促進する。ただし，自らの専門分野

における知識や能力を深めるだけでなく，他

分野への理解や，地域社会・国際社会に貢献

するための基盤となる能力を身に付けさせ

るという目的は共通していることから，二つ

専攻名及び学位の英語名称の国際通用性

について，連携外国大学のグラーツ大学は，

既に欧州の他大学と同専攻名称及び学位名

称で，同様の分野における国際連携教育課程

を実施してきた実績を有している。 

また，例えば，東京大学では，平成 17 年

に「サステイナビリティ学連携研究機構」を

設置しており，平成 22 年には一般社団法人

サステイナビリティ・サイエンス・コンソー

シアムが設立されている。その後，平成 23

年には博士課程教育リーデングプログラム

「サステイナビリティ学グローバルリーダ

ー養成大学院プログラム」が採択されてい

る。  

イギリスのサセックス大学においては，持

続可能性への転換に関する政策と政治につ

いて教育を行う Sustainable Development

修士課程プログラムで，Master of Science

を授与している。本専攻ではより学際的な視

点から学生を養成することを狙いとしてい

るため，「Sustainable Development」を含

む英語名称を採用しており，この名称自体は

国際通用性を有している。 

さらに，「サステイナビリティ学」が世界

的に広く通用していることの根拠として，以

下のことが挙げられる。 

・ 国 際 サ ス テ イ ナ ビ リ テ ィ 学 会

（ International Society for 

Sustainability Science (ISSS)）の発足

（2012 年 2 月，アリゾナ州での第 3 回

サステイナビリティ学国際会議にて） 

・国際学術誌「サステイナビリティ・サイ

エンス」の刊行（2007 年，シュプリン

ガー社）（サステイナビリティ学の論文

数は，2013 年現在，約 7,000 本（東京

大学 武内和彦教授（当時）の発表資料
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の専攻で異なる専攻名称を付けるのではな

く，両専攻に「サステイナビリティ学」とい

う学際的な用語を用いることとしている。 

他分野への理解を学生に促す趣旨，国内に

おける通用性を踏まえて，本専攻の日本語名

称は「サステイナビリティ学」を用いて，「広

島大学・グラーツ大学国際連携サステイナビ

リティ学専攻」にすることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二つの専攻は，それぞれが属する研究科名

称で明らかなとおり，「サステイナビリティ

学」のアプローチが異なっている。また，本

専攻の教育課程については，専門科目の「開

発ミクロ経済学」「開発計量経済学」「グロー

バルガバナンス論」等の科目編成からも社会

科学的アプローチと認識されるものと考え

る。 

「サステイナビリティ学」のアプローチに

は様々なものがあることから，二つの専攻

は，一部の教育課程で相互に連携して教育効

果を高める。両専攻の教育課程は，ベーシッ

による）） 

このように，「サステイナビリティ学」と

いう用語を名称に用いた大学等の教育研究

組織は世界的に多く存在しており，「サステ

イナビリティ学」に関する国際学会や国際学

術雑誌も存在している。各教育研究組織にお

いては，それぞれに強みのあるアプローチが

採用されているが，「サステイナビリティ学」

という共通の名称が広く使用されているの

が，世界的な状況である。「サステイナビリ

ティ学」は，その出所からして本質的に極め

て学際的な学問であり，特定の分野を示す語

を付加した名称が使用されることはなく，共

通して「サステイナビリティ学」を使用する

ことが世界的な潮流となっている。 

「サステイナビリティ学」は，本質的に極

めて学際的な学問であるため，別途申請中の

先進理工系科学研究科でのライプツィヒ大

学との国際連携専攻も同様に，「先進理工系

科学研究科広島大学・ライプツィヒ大学国際

連携サステイナビリティ学専攻」（英語の専

攻名称は，Joint International Master’s 

Programme in Sustainable Development 

(Hiroshima University and Leipzig 

University)）の名称を使用する。 

二つの専攻は，それぞれが属する研究科名

称で明らかなとおり，「サステイナビリティ

学」のアプローチが異なっている。また，本

専攻の教育課程については，専門科目の「開

発ミクロ経済学」「開発計量経済学」「グロー

バルガバナンス論」等の科目編成からも社会

科学的アプローチと認識されるものと考え

る。 

「サステイナビリティ学」のアプローチに

は様々なものがあることから，二つの専攻

は，一部の教育課程で相互に連携して教育効
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ク科目では専門性にとらわれない幅広い科

目を学び，Specialization 科目では各自の専

門性を深め，Integration 科目では社会科学

系，理工学系の枠を超えた他分野への理解を

促す構造である。 

 また，「サステイナビリティ学」に対応す

る 英 語 名 称 と し て は ， 「 Sustainable 

Development」という表現を用いる場合と，

「Sustainability Science」という表現を用

い る 場 合 が あ る が ， 次 の 理 由 か ら

「Sustainable Development」を用いること

とする。①「SDGs：Sustainable Development 

Goals」への達成が世界共通の目標となった

ことを受け，「Sustainable Development」

という言葉が世界的に浸透しており，文系・

理系を超えた学際的な学問分野で使用され

ている。②本専攻の相手大学であるグラーツ

大学では，Sustainable Development の名を

冠した国際共同修士プログラムを 2008 年に

設置したが，10 年の間に応募者も増え，そ

の名称が定着してきている。以上のことか

ら，本専攻の学問領域である「持続可能な開

発目標 SDGs （Sustainable Development 

Goals）の実現への課題解決を目指す学際領

域」を的確に示すものとして，本専攻の英語

名称は「Joint International Master’s 

Programme in Sustainable Development 

(Hiroshima University and University of 

Graz)  」にする。 

果を高める。両専攻の教育課程は，ベーシッ

ク科目では専門性にとらわれない幅広い科

目を学び，Specialization 科目では各自の専

門性を深め，Integration 科目では社会科学

系，理工学系の枠を超えた学際性を身に付け

る構造である。 
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