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Students are involved in more than listening, less 

emphasis is placed on transmitting information and more 

on developing students’ skills, students are involved in 

higher-order thinking (analysis, synthesis, evaluation), 

students are engaged in activities (e.g., reading, 

discussing, writing), and greater emphasis is placed on 

students’ exploration of their own attitudes and values.

Bonwell and Eison (1991)
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Academic Writing

Research Learning
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学生数
（人）

主な進学先

理科一類 1196
工学部、理学部、
薬学部、農学部、

教養学部

理科二類 555
農学部、理学部、
薬学部、医学部、
工学部、教養学部

理科三類 101 医学部医学研究科

合計 1852
（平成25年度実績）

1852 ÷ 20 = 93 (92.6) 
再履修も考えると毎年100の授業が必要となる 37 38

1.

2.

3.

4.

39

サイエンティフィック・スキル

アカデミック体験 グループによる協同学習

情報の検索
科学論文の構成（IMRD)

論文読解

分析的・批判的思考

課題発見・解決

科学への導入
未知なる問いへの探求

コミュニケーション能力
多様な価値の理解

建設的議論構築
論理的思考

プレゼンテーション
レポート・論文執筆

グループ討論

40



41

1限 2限 3限 4限 5限

月 グループ1

火 グループ2 グループ3 グループ4

水 グループ5 グループ6 グループ1

木 グループ2 グループ3

金 グループ4 グループ5 グループ6

•

•

•

• 42

•

•

実験の基礎 － 物理量の測定について考える

サイエンスとアート

相対論について考える

計算科学入門－数値計算で自然現象はどこまで理解できるか－

不可逆性の起源を考える

分子の自己組織化を考える

水：身近な物質を分子科学の視点から考える

分子化学・材料化学の視点から生命科学に挑戦する研究者 光合成を科学する

ホルモンからヒトの行動を考える
エネルギーと環境：人類社会の持続性のための工学技術を考える

スポーツや音楽演奏のスキルと熟達化について考える

身体運動について力学を用いて考える

人間行動のメカニズムを科学的に探る―創造性と意思決定を例にして―

月を見よう

通説の真偽をさぐる

「性」を科学する 物理を通してサイエンスの在り方を学ぶ

地震・火山の分布と地形・地質情報から観る日本列島の姿

光の波動性と粒子性

デザイン・エンジニアリング・ワークショップ

デジタル世界と物理世界と生体の融合の実現方法を考える

レアメタル・プロジェクト

センサーで科学を見る

身近な二酸化炭素濃度の変動を考える

あなたの知らない海

先端科学技術の現場を「体験」する

素粒子と宇宙

ケースで学ぶ社会技術とイノベーション

自然環境のサーベイランス～地理空間的センスと歴史的視座をみがく

建築と人間の活動空間学習ゼミナール

東京の街を歩き、その空間について考える

開発途上国における環境適正技術を考える 未来のエネルギーを考える

工学×デザイン～ワークショップで学ぶ理系のためのデザイン

ナノマイクロスケールで動く機械を理解する

知能ロボット入門

未来を拓く次世代の航空宇宙工学

社会のためのロボティクス

体験的ものづくり学 -3Dプリンタによるコマづくり-

体験で学ぶ電磁気学

電子回路で学ぶモデリング手法

ロボット・宇宙機・電動モビリティで学ぶモーションコントロール

数学・物理をプログラミングで考える

物理のための数学ゼミ

物理・数理・情報と社会を繋ぐ

オペレーションズ・リサーチ入門

材料科学の最前線

材料科学の課題と先端的応用

データ解析により予測する2050年の世界の鉄鋼産業

化学のブレークスルーに学ぶ

電池で学ぶエネルギー変換入門

持続可能な社会を考える

化学を使って生命や分子の謎を解く

ネットワーク思考による社会システム分析入門

海洋研究の最前線とその学問背景の探索

動物の適応行動

システムダイナミクスとシステムシンキング入門

建築の可能性

社会シミュレーション入門

ミクロの生命現象を可視化する

始原の微生物代謝を紐解く

90億人の食を支えるための新品種と その創出技術について考える

魚や虫の適応戦略について考える

私たちの身近にあるワンパクなタンパク質を科学する

遺伝子改変動植物の現在・過去・未来

生きもののにぎわいはなぜ大事なのか？ ーフィールドサイエンスから考える生物多様性ー

森林資源活用の可能性

木の構造について考える　～木材細胞壁ナノ構造から木造建築の構造まで～

「農業と国際協力」に関して考える

農林業と社会の関わりについて考える

遺伝子改変技術の進歩がもたらす可能性と問題点

解析学の基礎

作って理解する数学

機械学習入門

インタラクションデザイン
歴史に残る物理学実験

物理科学の最前線と現代社会 宇宙惑星物理学入門

地球を理解する

研究者になろう！～研究者への道と哲学～

観る・測る分析化学

生命を分子・情報から読み解く

ヒトの多様性と進化を考える

コミュニティの健康と医療

老化のメカニズムに迫るーアンチエイジングは可能か？ー

医学の知：医療者を志す者が考えるべきこと

発生学と再生医学

正しい生命科学研究のやり方を学ぼう～研究における統計と倫理～

作ろう！○○プログラム：大学生活を充実させるワザ

創薬を支える基盤技術

薬学における有機化学の役割

薬学における生物学の役割と貢献
44

Engineering

Medicine

Physics & Astronomy

Chemistry

MathematicsComputer Science

Material Science

Social Science

Arts and Humanities

Pharmacology

Biochemistry, Genetics, Molecular Biology

Agricultural & Biological Science

Environmental Science

Earth and Planetary Science

Energy

Health

Interdisciplinary
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Engineering

Medicine

Physics & Astronomy

Chemistry

MathematicsComputer Science

Material Science

Social Science

Arts and Humanities

Pharmacology

Biochemistry, Genetics, Molecular Biology

Agricultural & Biological Science

Environmental Science

Earth and Planetary Science

Energy

Health

Interdisciplinary
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https://fye.c.u-tokyo.ac.jp
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Good Poor
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59(Dori & Belcher 2005、友野 2013、一部改変)
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Education is what remains after one has 
forgotten everything he learned in school. 
The aim must be the training of 
independently acting and thinking 
individuals who see in the service of the 
community their highest life problem.

Albert Einstein
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