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科目終了試験の流れ ～申込みから受験まで～

先生からのアドバイス～科目終了試験篇～

卒業生の試験対策

みんなはどうしてる？科目終了試験

七転び八起き

インターネットでも見られます

在学生アンケートにご協力ください

修了生からのメッセージ

［大学院の方へ］聖徳通信や各種日程が

在学生アンケート結果報告



先生からのアドバイス

科目終了試験 篇

A1： 教科書の基本項目（重要ポイント）はしっかりと押さえておきま
しょう。また、それに関係するような内容は日々の学習の中で
補強をしておくと良いでしょう。（動向のチェック、最新情報の
チェックなど）

　　    また、社会福祉士の国家試験の過去問題も一通り確認しておきま
しょう。

A2： 基本となる事柄を、ポイントを整理しながらまとめること、これ
に尽きると思います。ご自分でノートなどしっかり作ると良いで
しょう。また、悩んだときは是非質問票等を活用してみましょう。

A3： まずは不合格となった試験の振り返りをしましょう。その問題に
ついて調べたり、論述については再度書いてみることも大切です。

　　    基本的な事柄とされるようなことがしっかりかけたかどうか論述
についてはご自分で確認しましょう。また、半分は国家試験の過
去問や（そのレベルの同じような形の問題）が出ますので、それに
ついては、日々繰り返して問題にあたっておくと良いでしょう。

　　    今までの担当科目の例で言えば、過去問の形の問題が解けず、不
合格になっている学生が多かったようです。

A4： 論述に関しては、基本的な事柄にはじまり、近年の動向等、日々
の問題意識が考察として現れているかどうかを見ます。どのくら
い詳しく論述して欲しいかについては、レポート時に求められた
ようなレベルだと思って下さい。

　　    過去問題の形であれば、その問題についてできるかできないかで
判断します。（試験レベルとしては、社会福祉士の国家試験レベル
です）

　　    試験を受ける前にはシラバスも確認しておきましょう。

A5： もし不合格で悩んだり、勉強することに行き詰まったら、教員を
活用してください。質問票も活用できます。合格に向け、できる
限りお手伝いをしたいと思っています。いたらぬ点もありますが、
二人三脚で一緒に頑張っていきましょう。
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齋藤 新治先生

川口 一美先生

児童学科

社会福祉学科

担当科目： 教育課程論（学部）

担当科目： 社会福祉学Ⅱ／社会保障論Ⅱ／社会調査法Ⅰ・Ⅱ／ソーシャルワーク調査法Ⅰ・Ⅱ（学部）

A1： 暗記は必要です。条文を暗記しない弁護士はいないし、手術マニュ
アルを見ながら手術する医師もいないとお考えください。問題の
解決を頭にいれておかないと合格しません。

A2： 学習指導書147～173ページに〔キーワード〕と〔演習例題〕がの
せてあります。その範囲内で出題しています。「広く感じられる…」
とのことですが、学習指導書の学習をはじめる前に— のところ
144ページにニュートンの有名な「私の前には心理の大海がすべ
て隠されたまま…」をぜひ味読・精読してください。

A3： 「再受験です。」ではどうしたら。出題された問題を記憶していな
ければ次の打つ手はないですね。法令の条文がでたら、それを中
心にテキストをそこにポイントをあてて調べることはどうしても
必要です。

A4： 試験形式は最初の二題から三題は論述式です。これは文章で論ず
る形式能力で本来、大学の教育目標とするところですので6割～

7割の配点です。残りはテクニカルタームです。テキストを最後
まで読んで理解しているか、知識の量も点検しています。論述式
と短答式と再者が完全に近づいた答案をＡとしています。

A5： 皆さんが通信テキストとひとりぽっちで対話されても、なんとか
現代学校の公教育内容の構造と機能を論述できる形式能力が錬磨
されますようにとの願いをこめてテキストは書かれています。

　　    パソコンのネット検索でほとんどの個々の情報は入手されるす
ごい時代です。でも AとBとCの情報は全体の中ではどのように
位置づけられるのでしょうか？ここは自問自答してひとりでも
頑張ってください。

　　    それを可能にするように各章の〔学問のねらい〕は工夫してあり
ます。〔キーワード〕でまとめて、それを使って実際に〔演習例題〕
で練習されますことをおすすめします。ご健闘を祈ります。

Q1：科目終了試験に向けてどのような勉強が必要ですか。暗記は必要ですか。

Q2：出題範囲がとても広く感じられます。どのように学習を進めたらいいでしょうか。

Q3：再受験です。どのように学習を進めたらいいでしょうか。

Q4：科目終了試験における評価ポイントを教えてください。

Q5： その他どのようなことでも結構です。科目終了試験受験者に向けてアドバイスを
お願いします。

46  ｜  Vol.35　このページは直接学習には関係ありません。情報としてお役立てください。



A1： シラバスで案内した基本書を読んでください。暗記ではなく理解
することが大切です。

　　   理解すれば容易に覚えられます。

A2： シラバスで案内した基本書をよく読むこと。論述式問題は、大切
な事柄が学術用語を使って論理的に記述されているかどうかで
判断します。過去の問題について自分自身で回答を書いてみるこ
とが大切です。

A3： シラバスで案内した基本書を読むことが大切です。科目終了試験
は、大学生に求められる知識が身に付いているかどうかを判断す

るものですから、レポートよりもずっと範囲が広くなります。

A4： 第1問　穴埋め式　30点
　　    第2問　○×式　　15点
　　     第3問　○×式　　15点
　　     第4問　記述式　　40点

A5： シラバスで案内した基本書をよく読んで内容を良く理解するこ
とにつきます。何冊も本を読むと時間だけかかって内容は良く理
解できない場合が一般的です。レポートでも色々の本を読んで提
出する人がいますが、内容は余り良くありません。

A1： 教育原理Ⅰの科目終了試験は１年に8回実施されますが、各回と
も形式は同じです。５題の設問のうち、2題を選択して「それぞれ
について知るところを述べる」というものです。出題範囲は使用
テキスト（佐藤順一著『教育原理』）の全体にわたっています。ま
た、出題される問題は毎回異なっています。

　　    試験では、履修者がこの科目を受講して学んだことを審査しま
す。それはつまり、教材（テキストの内容）の理解度を答案から
読み取るということです。ですから、出題された５題のうち少な
くとも２題について、テキストに書いてあったことや自分で調
べたことなどをある程度まで記憶していないと、全く解答でき
ません。

　　    A2でも触れましたが、テキストは、古今東西の教育思想（史）と、
日本の近代学校の歴史を主な内容としています。ですから受験
に備えての勉強は、教育思想史と日本の近代以降の教育史にお
いて、注目度の高い社会・時代の教育の在り方、人物の教育観、
法令や出来事等に照準を合わせればよいのです。

　　    では、どの社会・時代、人物、出来事を？　それは、教育思想史
や（日本）教育史という題のついた本を数冊読み比べてみると、
ある程度の見当がつくと思います。見当がついたら、テキストか
ら40の問題を自分で作ってみましょう。それぞれについて、テ
キストや、参考図書を利用して、600～800字程度の解答を書
きます。それを読み返していれば、どの回で試験を受けても、答
えられる設問が必ず２題以上あるはずです。

A2： 出題範囲は、使用テキスト（佐藤順一著『教育原理』）全体です。こ
のテキストは、古今東西の教育思想（史）と、日本における近代以
降の学校教育史を主な内容としています。取り上げられている人
物や事項が多く、また、それぞれについてかなり詳しく書かれて
いますので、初めて教育学を学ぶ学生には、少し内容が難しく感
じられるかもしれません。

　　    しかし、テキストの著者は、先人たちの教育をめぐる思索をそれ
ぞれが生きた時代を描写しながら述べています。日本の近代学
校については、重要な教育法制とその整備を促した時代の姿、活
躍した人々の教育観を中心に述べています。この科目のシラバ

スは、そのようなテキストの構成を意識して書かれていますの
で、まず、シラバスにそってテキスト全体を読み通して下さい。

　　    レポートの課題は全部で４題あり、そのうちの２題を選んで、そ
れぞれ2,300字～2,400字でまとめたものを提出してもらって
います。４題ともレポートの作成過程が、そのまま科目終了試験
の受験準備になると思います。

A3： この科目では、それまでの受験結果が何度不合格だったとしても、
次の受験時の答案は、解答水準に見合った評価を得ることができ
ます。通学制の学生の場合は、再試験でどれほど優れた答案を書
いても最低の合格点しか与えられない仕組みになっていますが、
この科目では違います。全ての答案は、受験回数に関わりなく、
同じ観点から評価をしています。それは、履修が複数年にわたっ
てよいこと、正確な受験回数が採点者に通知されないことなどの
事情があるからです。

A4： 選択した２問それぞれについて「知るところを述べなさい」とい
う出題形式ですから、１問ごとに、以下が求められます。

　　    ・誤りのない記述がなされている　
　　    ・必要十分な内容を備えている
　　    ・文章としての形式が整い、論理的な構成をとっている
　　    レポート第１課題の添削返却時に添付している評価の観点と大

きく異なるところはありません。単語や事項の羅列に終わって
いる答案は、当然のことながら、評点が低くなります。

　　    採点は、それぞれにつき５０点を満点として、上記に照らして行
います。１問だけしか答えていない場合でも、その解答が非常に
高い水準にあれば、ごく稀にですが、ボーナス点を加えて、合格
とすることもあります。

A5： いまのところ答案用紙を返却する必要を感じておりません。毎回
試験問題を変えていますし、不合格者の大半はほぼ白紙、または
別の事柄について書いている、といった状態だからです。模範解
答を出すつもりもありません。ネット上、その他でそれがやり取
りされるようになる危険が高く、自ら試験準備のためにノートを
作る努力をしなくなることを懸念しております。

大倉 正臣先生

椨 瑞希子先生

社会福祉学科

教職研究科

担当科目： 社会保障論Ⅰ（学部）

担当科目： 教育原理Ⅰ（短大）
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卒業
生の

試験対策

スクーリングで通学した際には自分からたくさん
の人に声をかけ、情報収集に徹しました。

同じ科目で何度も落ちることがありました。その
ときは友人に聞いたり、レポートの先生の講評を
読みかえしました。そこにヒントは必ずあります。
落ちることをおそれずにどんどんチャレンジした
方がいいです。もしかしたら合格するかもしれな
いし、落ちていても次どうしたらよいか少しはわ
かるから。　

科目終了試験で５～６回不合格となった科目があ
りました。自分の勉強不足なのはもちろんなので
すが、勉強方法、参考図書が間違っていたらそもそ
もの意味がないので担当の先生に質問票を送りま
した。先生はすべての解答用紙を見てくださりと
ても丁寧に御指導してくださいました。通信教育
だと一人で勉強し、一人で戦っていると思ってい
ましたが、そうではなく、友人や先生に頼って勉強
することも大切なんだなと思いました。

科目終了試験に落ちても、落ちこまず、すぐ、次の申し
込み日時を調べ、勉強を再開するといいです。今まで勉
強した記憶もまだ残っているし、足りなかった部分を補
えば良いだけなので効率的です。

まず、計画をたてること。これは必須です。どのようなやり方
で、レポートや試験をこなすか、ある程度の計画を立てないと、
挫折します。だから、やって当たり前と自分に言い聞かせてき
ました。やっぱり気持ちのコントロールが必要です。

テストで何度か落ちることがありました。そういう時は
テストの度に、どんな問題が出たか記憶しておき、徹底
的に答えを調べて覚え、次回のテストで活かせるように
しました。また落ちた問題を全て、毎回覚えるようにし
ました（何が出ても答えられるように…）。

　科目終了試験の学習をする際、どのように勉強すればいいのか悩んでい
る方は多いはず。
　通信教育学務課では今年3月に卒業した方を対象にアンケートを実施し、
苦労したエピソードや解決方法を教えて頂きました。
　先輩の試験対策を参考に、今後の学習にいかしてみてはいかがでしょう。

辛くても、途中でなげ出さないこと。

何回落ちてもへこたれない！！

自分でテーマを考え１時間で書く練習を
繰り返し、試験に望みました。

苦労したけど、やっぱり“卒業する！”“資格を
とる”“今さらやめられない”という強い気持
ちを持つことで、頑張れたと思う。

学習を始めた頃、専門用語がたくさん出
てきて、その都度辞書を引きながら進め
たので、時間がかかり、理解するまで大変
でした。しかし、どの教科も重なる部分が
あり勉強をすすめていくうちに、すんな
りと理解できるようになりました。

不合格は、より深く勉強できるチャンスなので、
落ち込まずに挑戦していった。
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科目終了試験みんなはどうしてる
̶ 在学生アンケート結果報告 ̶

？
●Q1 科目終了試験に向けてどのような学習をしていますか。
●Q2  科目終了試験に向けて何時間勉強をしていますか。主な学習場所も教えてください。
●Q3 科目終了試験で行き詰った時、どのように解決しましたか。
●Q4 集中力を高める上で行っていること、リラックス方法があれば教えてください。

ご協力ありがとうございました。
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心理学科　千葉県在住
K.S さん

心理学科　東京都在住

児童学科　神奈川県在住
保育科　埼玉県在住

●A1
学校から出されているポイントを中心として教科書は読
むようにしてまとめています。（自分なりに…。）しかし、
逆に他にどのように学習をしたらよいのかがよくわから
ない。この2年を過ぎてもいまだにわからないのが現状で
す。教えてほしいです。

●A2
時間：平日平均5時間（主な学習時間帯10時～17時）
　　　休日平均11～12時間（主な学習時間10～21、22時）
場所：家、図書館

●A3
・買い物やドライブなど他のことをしています。
・一度は、科目終了試験という場から離れるようにしてい
ます。

●A4
集中力を高められるのは、やはりスクーリングで知り合え
た人達との連絡やはげまし合いによるものです。

●A1
全体をまんべんなく読み込む。→大きなポイントを
中心に学習する。→1回目で出題傾向を覚えてくる。
→2回目でポイント学習したところをしっかり繰り
返し学習。→ヤマをはっているわけではないですが
先生が理解してほしい所が分かるので集中学習出来
る為、1回目のテストはとりあえずトライすること。
●A2
時間：平日平均2時間（主な学習時間帯21時～22時）
場所：家

●A3
違う科目の学習をし、違う方面からの見方をみつけ
る。
→同じ内容でも違う方向から見ると何かに気がつく
ことが多い。

●A4
何も考えず眠る。

●A1
テキストをメモをとりながら読み、試験問題を想定
しながらまとめる。

●A2
時間：平日平均3時間（主な学習時間帯17時～20時）
　　　休日平均8時間（主な学習時間帯12時～20時）
場所：喫茶店・ファミレス

●A3
スクーリングで出会った仲間にメール。

●A4
・合間にピアノの練習をする。
・アロマオイル
・集中できない日は寝る。

●A1
提出して合格したレポートの読み返し、そのレポート

に使用した文献や参考書の読み返しや受験する科目

終了試験に関連する文献を読む。

●A2
時間：平日平均0時間

　　　休日平均5～6時間

場所：家、図書館、喫茶店・ファミレス

●A3
何もしないで頭から全て離れ、やる気がでたら集中し

て行う。→自分のペースを保つ。

●A4
音楽（ヒーリング系）を聴く。散歩、運動をする。

やる気がでるまで勉強から離れる。
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　通信科目では科目により単位数が異なります。1単位の科目では1
つの課題に、2単位の科目では2つの課題に合格すると科目終了試験
を受験できます。試験に合格すると単位修得となります。
　また併用科目は、レポート合格とスクーリング合格により単位修得
となるため科目終了試験はありません。

申込み手続き1

各種手引から「科目終了試験 受験申込票」を切離す

① 「科目終了試験 受験申込票」は、「履修と学習の手引」
（大学）、「学習のしおり」（短大）、「履修と研究の手引」
（大学院）巻末に掲載されています。

③ 試験会場など記入漏れがないかしっかり確認してく
ださい。

レポート提出・1単位の科目…1つの課題　・2単位の科目…2つの課題

科目終了試験受験

単位修得

合格

合格

② キリトリ線で切離し、学籍番号と科目バーコード
シートを貼付けてください。

科目終了試験に科目終了試験の
～申込みから受験まで～～申込みから受験まで～

流れ流れ目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目科目終了試験に科目終了試験の
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B 科目バーコードシートA 学籍番号バーコードシート

A
XX

鈴木　聖子

0 8 1 2 3 4 5 6 7 8
XX XX

松戸

XXXXXXXXX
B

申込みに必要なバーコードシート

　申込みにはバーコードの貼
付けが必要です。
　バーコードは下図のA、B欄
に、のりまたはテープで剥がれ
ないようにしっかりと貼付け
てください。

科目終了試験の申込みには受付期間が設けられています。
　受付期間は「履修と学習の手引」「学習のしおり」

「履修と研究の手引」または、『聖徳通信』にてご確認
いただけます。
※1回の試験で受験できるのは3科目までです。

　申込手続きが済み、受験が認められた科目には
「科目終了試験 受験票」が返送されます。（受験が認
められない場合はその旨を通知します。）

科目終了試験 受験票の返送

　科目終了試験は全国の会場で行われます。実施
会場に関しましては『聖徳通信』の「科目終了試験
について」のページをご確認ください。
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レポートの締切日2

提出期限には注意が必要です。
試験日ごとにレポート提出期限があります。

締切日は必着です。消印有効ではありません。
　締切りまでに余裕がないときは、必ず間に合う
よう、速達郵便や時間指定の宅配便などで発送し
ましょう。

　科目終了試験を受験するには期限までにレ
ポートを提出してある必要があります。レポー
トの提出期限は試験日によって異なりますので、

「履修と学習の手引」「学習のしおり」「履修と研究
の手引」または、『聖徳通信』にてご確認ください。

　窓口取扱時間内であれば、通信教育学務課に直接提
出することもできます。
　・通信教育学務課窓口（10号館4階、5号館2階）
　　取扱時間 平　日：8:30～17:30
 土曜日：8:30～15:00
　年末年始・学内行事により業務を休止する場合があ
りますのでご注意ください。

受付期間までにレポートが返却されない場合3

　レポートの添削には所定の時間がかかります。そのため締切り
間近に提出すると試験の受付期間までに返却されないことがあ
ります。その場合はレポートに合格した見込みで科目終了試験の
申込みをすることができます。受験が可能な場合、「科目終了試
験 受験票」が返送されます。

レポートと科目終了試験の両方を合格することで単位修得
となります。
科目終了試験合格後、レポートの不合格がわかったときは、
レポートの再提出のみでかまいません。



インターネットでも見られます
聖徳通信や各種日程が大学院の方へ

在学生用情報ページ
　通信教育部の在学生用情報ページがあります。「履修と研究の手引」に掲載されている学事日程がホームページ上で確認
できるほか、科目バーコードシートや各種用紙をダウンロードできます。また、『聖徳通信』もこのサイトよりご覧いただけ
ますのでぜひご活用ください。

｢科目終了試験について」ページ▶
�試験場地図もご確認いただけま
す。

▲｢学事日程・各種手続日程」ページ

◀トップページ

▲｢各種用紙（大学院）」ページ

http://www.seitoku.jp/tk/tk_info/tk_info.html
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聖徳通信掲載用 在学生アンケート FAXで送信してくださる方は、この面を下記
番号までお送りください。

こんにちは『聖徳通信』です！
今回のテーマは「スクーリング&レポート」です。以下の項目にしたがって、回答してください。
回答できる項目だけでも結構です。『聖徳通信』を通して学友のみなさんと情報交換をしましょう。

アンケートにご協力ください。
切離して手順通りに折り、そのままポストに投
函してください。

●今後取り上げて欲しいテーマやご意見、ご要望がありましたらお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。
通信教育学務課　『聖徳通信6月号』アンケート係

Q1

Q3

Q4

Q5

Q2

A1

A3

A4

A5

A2

スクーリングの受講履歴を教えてください（科目数）。

スクーリングを受講された感想をお聞かせください。
エピソードやこれから受講をされる人へのアドバイスなどもお待ちしています。

レポートを作成する上で悩みがあればお聞かせください。

スクーリング受講やレポート作成で印象に残っている科目はありますか。

科目名：

理　由：

スクーリングを受講する上で悩みがあればお聞かせください。

□時間や日数の確保　　□距離が遠い
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□未だない　　□1科目～3科目　　□10科目以下　　□10科目以上

◆学科および在住県　　　　　　　　　　　学科　　　　　　　　県在住（掲載必須）

◆氏名（イニシャル可）　　　　　　　　　　　　　　　　（掲載可能な場合のみ記載）

※この部分にのりをつけて、のりしろ②にはりつけてください。
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