
養護教諭科目

生徒指導論（養護）
医学概論（予防医学を含む）
衛生学・公衆衛生学
学校保健論
養護概説Ⅰ
養護概説Ⅱ
健康相談論
食育論（食品学を含む）
解剖生理学
微生物学
免疫・薬理学
精神保健学
基礎看護学
救急医学論
看護技術演習Ⅰ
看護技術演習Ⅱ

免許・資格の取得をめざす

保育教諭科目

保育原理総論
現代社会と福祉Ⅰ
現代社会と福祉Ⅱ
社会福祉援助技術演習
養護原理総論
特別支援保育論
障害児・者福祉論
言語療法
臨床心理学
子どもの保健
子どもの健康と安全
子ども家庭支援の心理学
子どもの食事
家族援助論
保育計画論

保育指導法総論
幼児と環境
幼児と健康
幼児と人間関係
幼児と言葉
幼児と身体表現
幼児と音楽表現
幼児と造形表現
保育指導総論
保育内容指導法 健康
保育内容指導法 人間関係
保育内容指導法 環境
保育内容指導法 言葉
保育内容指導法 表現Ⅰ
保育内容指導法 表現Ⅱ

乳児保育概論
乳児保育演習
障害児保育演習
養護内容演習
子どもと音楽Ⅰ
子どもと音楽Ⅱ
子どもと音楽Ⅲ
子どもと音楽Ⅳ
子どもと図画工作Ⅰ
子どもと図画工作Ⅱ
地域福祉論
社会保障論
くらしと防災

初等教育科目

教職入門
教育行政・制度論
学級経営論
教育心理学
発達心理学
特別支援教育総論
教育課程総論
道徳教育の指導法
総合的な学習の時間の指導法
特別活動の指導法
教育の方法及び技術
生徒・進路指導論
教育相談の基礎
社会科学入門
生活科学入門
実技能力育成（体育）
プログラミング入門
スクールソーシャルワーク論

子どもと読み書き
子どもと数
子どもと遊び
子どもと運動
子どもと英語
教科教育法 国語
教科教育法 社会
教科教育法 算数
教科教育法 理科
教科教育法 生活
教科教育法 音楽
教科教育法 図画工作
教科教育法 家庭
教科教育法 体育
教科教育法 英語

大学入門

スタディ・スキルズⅠ
スタディ・スキルズⅡ
キャリアデザインⅠ
キャリアデザインⅡ

学部共通科目

人権教育
教育福祉学
インクルーシブ教育と社会

外国語・体育科目

基礎英語Ⅰ
基礎英語Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅱ
コミュニケーション中国語Ⅰ

コミュニケーション中国語Ⅱ
コミュニケーションポルトガル語Ⅰ
コミュニケーションポルトガル語Ⅱ
健康・運動の科学
体育実技

共通教養科目

日本国憲法
基礎心理学
社会心理学
家族社会学
東近江の地域学
滋賀の環境
地域歴史学
国際文化論
自然科学入門

生命と科学
物理学入門
宗教学
哲学
情報倫理論
情報処理演習Ⅰ
情報処理演習Ⅱ
社会調査論

留学生（外国人留学生のみ履修可）

日本事情Ⅰ
日本事情Ⅱ

実用日本語Ⅰ
実用日本語Ⅱ

発展科目

教職実践演習（初等）
教職実践演習（養護）
介護等体験（事前・事後指導を含む）
初等教育実習Ⅰ（事前・事後指導を含む）

初等教育実習Ⅱ（事前・事後指導を含む）
養護実習（事前・事後指導を含む）
看護臨床実習指導
看護臨床実習

保育実践演習
保育実習指導Ⅰ
保育実習Ⅰ（施設）
保育実習Ⅰ（保育所）

保育実習指導Ⅱ
保育実習Ⅱ
保育実習指導Ⅲ
保育実習Ⅲ

発展

学科基幹科目

子ども学総論
子どもの心理
子ども教育学概論

子ども福祉学概論
幼児理解論
子ども学基礎演習Ⅰ

子ども学基礎演習Ⅱ
子ども学総合演習
子ども学卒業研究

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成方針）

建学の精神、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）を達成するために、「教養科目」「専門科目」で教育課程を編成する。
授業科目は、講義、演習、実習・実技等を適切に組み合わせて開講する。
※カリキュラム・ポリシーの詳細は本学ホームページをご確認ください。

社会人として求められる「基礎力」をつくる基礎

専門 専門的な知識と技術を習得

● P13・14・15で紹介している授業

●

● ●

●

●

●

●

2022年度実績であり、変更する可能性があります。

CURRICULUM カリキュラム

※小学校教諭と幼稚園教諭を両方取得する場合は実習期間が短縮され、
　第２希望の免許の実習は４年生の９月に10日間行います。

実習 期間 主な実習先
２年次 ３年次 ４年次

春 秋 春 秋 春 秋

教育実習 15日間 幼稚園 ９月

保育実習

10日間 福祉施設 ２月

10日間 保育所 ８月

10日間 保育所 or 福祉施設 10月

幼稚園教育実習・保育実習
援助するべきところの判断が難しく、
とまどうこともありましたが、私の
弾いたピアノで歌ってくれるなど嬉
しいこともたくさんありました。大
変だった実習ですが、子どもたちの
笑顔で頑張ることができました。

子ども学科 ４年生

今元 さん
私立近江高等学校 出身

保育者は子どもの世話をするだけでなく、「楽しい遊び」を通して、育ちに必要な学びが得られるような援助を
していきます。乳幼児期は「人格形成の基礎」が培われる大切な時期で、保育者は重要な役割を担っています。
子ども学科では、実習やボランティアで得た実践体験を仲間や教員と意見交流することで、「より深く学ぶこ
との面白さ」を実感することができます。また、子どもを取り巻く背景がさまざまに変化している現代社会に
おいて、子ども一人ひとりに合った育ちの支援を行うため、福祉の授業で人に寄り添うことの意味も学びます。
４年間でたくさんの人と出会い、共に学び合いながら成長していきましょう。

保育者としての実践力を四年制大学でしっかり身につけたい
と思い、びわ学を選びました。日々の授業を通して保育者の在
り方について学んでいます。「幼児理解論」の授業では、実際
に現場で起こるさまざまなケースの映像を見て、自分達なら
どう対応するのか考えます。現場での経験がまだまだ少ない
ので難しいと感じることもありますが、授業を通して実際の
現場での対応について深く考えることができています。ピア
ノは、過去にレッスンを受けていた経験はありましたが、楽
譜を読むのも苦手でした。音楽の授業では、ピアノだけでな
く楽譜の読み方などを学ぶこともできるので、ピアノ初心者
の方でも安心して学ぶことができます。

子ども学科 ３年生

重盛 さん
滋賀県立河瀬高等学校 出身

子ども学科

川副 知佐
講師

■保育実践演習
「計画、準備、実践」の流れを
授業の中心にしながら、手遊
び、うた、ペープサート、パ
ネルシアターなどの児童文化
教材を「サンタ列車」にやっ
てくる子どもたちにむけて準
備します。さまざまな年齢な
どを想定し、グループで意見
を出し合い、工夫を重ねてい
きます。学びの中で培った基
礎力を活かし、子どもの姿に
応じて臨機応変に対応できる
実践力を身につけます。

■教職実践演習
「学外実習」での体験を振
り返ることで、現場での
学びをさらに深めていき
ます。学生個々の振り返
り を グ ル ー プ で 共 有 し、
教員からの助言を受けな
がら議論していきます。

【例】「園での避難訓練」の事例
１歳児と５歳児の対応の仕方の違いや、保育者の援助はどこまで
必要か? など、実習中の場面をもう一度振り返り、深めることで、
発達に合った活動のねらいや援助の在り方を考えていきます。
このように子どもの姿を捉え、そこから物事を深く考察する習慣
を身につけ、本質を理解する力を身につけていきます。

教員との振り返りの様子

サンタ列車（信楽高原鐵道）

実践中心の活動で総合力を高める 物事を深く考える習慣をつける

担当教員より

「より深く学ぶことの面白さ」を実感できます

担当教員より

幼稚園教諭
保育士 をめざす

４年間で実践力のある保育者をめざす

学外実習スケジュール（予定）
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