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工学部工学科の教育方針（3つの方法）

主体性とは、何をなすべき
かをみつける力。

何をなすべきかは、何をし
たいかと、社会の必要性か
ら決まる。

社会の必要性は教養から
分かり、何をしたいかは、
個性から決まる。

１） 主体性（教養と個性）を育てるリベラルアーツ教育
２） エンジニアリング・イノベーターを育てるSTEAM教育
３） 個性的なエンジニアを育てるカリキュラムと指導

日本経団連「高等教育に関するアンケート」2018年4月
回答企業に上位5つの選択肢を選んでもらい、1位5点〜5位1点で点数化した合計



いま、大学生に求められている学力
文部科学省 : 大学における工学系教育の在り方に関する

検討委員会の中間報告(2018)より

1) 社会における価値をみつけ、学ぶ動機を獲得する力 （←1主体性）

2) 原理・原則を理解する力 （←5論理的思考力）

3) 構想やアイディアを創出する力 （←4創造力）
（問題や課題を発見あるいは設定する力 （←3課題設定能力）

4) ヴァーチャルとリアルな現実をつなぐ力 （←2実行力・7社会性・8倫理観）

5) 課題解決を遂行できる力 （←3課題解決能力・2実行力・5チームワークと協調性）

これらの能力を、ディプロマ・ポリシー（教育目標）に反映



⼥⼦⼤初の⼯学部
今の⼯学は⼥性を必要としている
• ⼒の⼯学から脳の⼯学へ
• デザインと美がものづくりに必要
• 創造⼒に男⼥差はない
• ⼥⼦⼤はジェンダー区別のないトレーニング環境

企業の需要⼤

• 奈良⼥は、有名企業400社実就職率で関⻄トップ(2020)
• 172企業中161企業（94％）が⼯学部卒業⽣を採⽤したい。
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⼯学部⼯学科の学びの特徴
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１） したいことができるようになるリベラルアーツ教育

２） 工学的知性と創造力を育てるSTEAM教育

３） 50人いれば50通りのエンジニアに育つ履修制度



STEAM   ＆ リベラルアーツ
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文学部、理学部、生活環境学部が提供する教養科目のほかに、
イノベーターになるために必要な教養科目を設定A 芸術(造形デザイン)科目

自分の興味や感性を活かして、
新しいものやサービスを生み出
す想像力を、理論と演習の両
面から学びます。

T・E 情報・工学基礎科目
情報学やプログラミング・電子
制御などや電気・機械など、工
学の学問・研究に必要な基礎
学力を幅広く養います。

S・M 理数系基礎科目
高校数学Ⅲや高校の物理・化
学など、未履修者を対象とした
科目も設定して、オンラインな
ども活用しながら、丁寧な指導
を行います。

創造とデザインの理論
造形基礎演習Ⅰ・Ⅱ
価値創造体験演習（PBL）

情報学概論
プログラミング基礎
電子工学 機械工学概論

微分積分 線形代数
確率・統計 物理基礎
化学基礎

自己プロデュースⅠ・Ⅱ
人生を主体的に生き、キャリア形
成を確固たるものにするには、自
己の強みと弱み、興味と関心など
の属性を把握して、その上に立つ
適切な未来像を描く必要がありま
す。本科目は、生徒一人一人が
自分だけの未来像を確立するサ
ポートをし、それを段階的に実現
していく方法を学びます。

批判的思考Ⅰ・Ⅱ
和を重んじる日本人が苦手とする
能力の一つがクリティカルシンキ
ング（批判的思考）です。本科目
では、異分野の学識に立った上で
工学を正しく批判す演習を通じて、
異なる立場から正しく批判する力、
異分野の理解から生じる興味の
多様性、現代工学の限界と発展
の可能性を学びます。
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主体性を育成 「自由履修制」と「PBL創造的課題解決演習」
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カリキュラム 基幹（必修）科目

芸術（造形デザイン）科目・・・自分の興味や感性を活かして、新しいものやサービス
を生み出す創造力を、理論と演習の両面から学びます。

キャリア形成基礎科目・・・キャリア形成に必要な個性の把握と、その上に立った
未来像の設定、それを社会で実現する方法を学びます。

情報・工学基礎科目・・・情報学やプログラミング・電子制御などや電気・機械など、
工学の学問・研究に必要な基礎学力を幅広く養います。

理科・数学基礎科目・・・高校数学Ⅲや高校物理など、未履修者を対象とした科目
を設定し、オンラインなどを活用し丁寧な指導を行います。

歴史・文化教養科目・・・課題発見に必要な批判的思考や、創造の基盤になる歴史・
文化を学び、工学を再構築する思考力を養います。
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カリキュラム 基幹（発展）科目

自ら課題を発見し、独創的な“モノづくり” と
“価値づくり”が行える人材を育成

専門科目を学ぶ際の基礎となる

ハードウェアやデータ解析科目
人間の特性に関わる理数系科目

物理・化学の基礎実験
起業に関連する文系科目

必修科目で学んだことを高次化
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カリキュラム 専門（基礎・応用）科目

幅広い選択肢の中から興昧に応じて
自律的に履修しながら専門性を獲得

履修モデルや個別コーチング指導も参考に
※1学年でみると教員1名あたり学生数約3名の少人数教育
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専⾨４領域
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⼊学者選抜の概要
（⼊学者選抜の⽬的と⼿段）
多彩な⼈材との交流による知識の融合と、他者の理解による⾃⼰特性の認識を
深めるため、多様な選抜⽅法を利⽤して、多⾯的・総合的に評価します。

※1. Q2型とQ3型の両⽅に出願することはできません。また本学の他学と併願することもできません。
※2. 募集要項の公開時期により、後ろに遅れる可能性があります。
※3. 探究⼒⼊試「Ｑ」の定員は前期⽇程に含まれます。
※4.（）内の⽇程は特例追試験に関するものです。詳細は各選抜の募集要項をご確ください。



■⼤学関係
奈良教育⼤学
奈良先端科学技術⼤学院⼤学
奈良⼯業⾼等専⾨学校
⼤阪⼤学⼤学院
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■⺠間企業
DMG森精機 株式会社
住友重機械⼯業
クオリカプス
⼤和ハウス⼯業
ヤマハ
KTCなど

■研究機関
国際電気通信基礎技術研究所（ATR）
奈良⽂化財研究所
理化学研究所

外部機関との連携 （順不同）

けいはんな学研都市
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客員教授について
(R3.04現在)

秋山 咲恵 氏

（株）サキコーポレーション創業者

ソニー、オリックス、日本郵政、三菱商事の
社外取締役、その他公職多数

国本 利文 氏

ヤマハ株式会社

研究開発統括部フェロー
石黒 浩 氏

大阪大学大学院 栄誉教授

ロボット工学者


