
小山工業高等専門学校 複合工学専攻（電気情報工学コ
ース） 開講年度 平成30年度 (2018年度)

学科到達目標
【学習・教育到達度目標】小山高専の教育方針
①豊かな人間性の涵養
②豊かな感性と創造力の育成
③自然科学・数学・英語・専門基礎科目の学力向上
④高度な専門知識と問題解決能力の育成
⑤情報技術力の向上
⑥コミュニケーション能力と国際感覚の育成

【JABEE】技術者教育プログラム（JABEEプログラム）学習・教育到達目標
（A）科学や工学に関する基本的知識を習得し、専門工学分野の問題に応用して適切な解を求められる。
（B）問題点を把握し、俯瞰的な考察に基づく科学的方法を駆使しながら協働で作業し、主体的に結論を導く姿勢を保てる。
（C）数学および自然科学に関する基礎知識を習得し、それらを総合的に応用できる。
（D）科学・技術が自然や社会に与える影響を、豊かな人間性を備えた技術者としての視点に基づいて理解できる。
（E）グローバル社会で通用する研究調査や実験の計画を適切に立てて結果を論理的にまとめ、外国語も用いて正確に他者に理解してもらうこと
ができる

科目区
分 授業科目 科目番

号
単位種
別 単位数

学年別週当授業時数
専1年 専2年
前 後 前 後
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

担当教
員

履修上
の区分

専
門

選
択 電機システム制御 0001 学修単

位 2 2 北野 達
也

専
門

選
択 ネットワーク構成論 0002 学修単

位 2 2 石原 学

専
門

選
択 電気磁気学特論 0003 学修単

位 2 2 鈴木 真
ノ介

専
門

選
択 光制御工学 0004 学修単

位 2 2 土田 英
一

専
門

選
択 電気材料特論 0005 学修単

位 2 2 田中 昭
雄

専
門

選
択 電気エネルギー工学 0006 学修単

位 2 2 秋元 祐
太朗

専
門

選
択 画像情報工学 0007 学修単

位 2 2 小林 幸
夫

専
門

選
択 光デバイス工学 0008 学修単

位 2 2 土田 英
一

専
門

選
択 情報記録工学 0009 学修単

位 2 2

石原 学
,田中
昭雄
,鈴木
真ノ介

専
門

選
択 固体電子論 0010 学修単

位 2 2 山田 靖
幸

専
門

選
択 電気情報工学演習 0011 学修単

位 1 1
サムア
ン ラホ
ック

専
門

必
修 電気情報工学ゼミナール 0012 学修単

位 2 1 1

鈴木 真
ノ介
,今成
一雄
,田中
昭雄
,北野
達也
,山田
靖幸
,サム
アン ラ
ホック
,小林
幸夫
,石原
学,土
田 英一
,秋元
祐太朗



専
門

必
修 電気情報専攻実験 0013 学修単

位 2 2

鈴木 真
ノ介
,今成
一雄
,田中
昭雄
,北野
達也
,山田
靖幸
,サム
アン ラ
ホック
,小林
幸夫
,石原
学,土
田 英一
,秋元
祐太朗

専
門

選
択 人工知能 0014 学修単

位 2 2 今成 一
雄



小山工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 電気磁気学特論
科目基礎情報
科目番号 0003 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 複合工学専攻（電気情報工学コース） 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 阿部龍蔵「エネルギーと電磁場」裳華房(2002)
担当教員 鈴木 真ノ介
到達目標
１．電界・磁界に関する法則を，数式を用いて説明できる．
２．ベクトル解析を用いて，各種問題を解くことができる．
３．ポインティング・ベクトルについて説明することができる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
電界・磁界に関する法則を，数式
を用いて明確に説明でき，これに
関する演習問題を正確に解くこと
ができる．

電界・磁界に関する法則を，数式
を用いて説明でき，これに関する
演習問題を解くことができる．

電界・磁界に関する法則を，数式
を用いて説明できず，これに関す
る演習問題を解くことができない
．

評価項目2 ベクトル解析を用いて，各種問題
を正確に解くことができる．

ベクトル解析を用いて，各種問題
を解くことができる．

ベクトル解析を用いて，各種問題
を解くことができない．

評価項目3
ポインティング・ベクトルについ
て明確に説明でき，これに関する
演習問題を正確に解くことができ
る．

ポインティング・ベクトルについ
て説明でき，これに関する演習問
題を解くことができる．

ポインティング・ベクトルについ
て説明できず，これに関する演習
問題を解くことができない．

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要
これまでにも学んできた電気磁気学を，ベクトル解析や力・エネルギーの観点から再度学ぶ．将来エンジニアや研究者
になる諸君の進む分野によっては直接役に立つ学問ではないかもしれないが，この美しい体系をなしている学問を学ぶ
ことにより，物理現象の本質とは何か，それを記述・図解・数式で示すにはどうしたらよいか，等のスキルが身につく
ことを期待したい．本講義を受講した結果，それらが体感できれば幸いである．

授業の進め方・方法
１． 授業方法は講義とゼミ形式を組み合わせて行う．
２． 授業内容に応じて演習を課題として出し，解答の提出を求める．

注意点 ・再試験実施対象者については，試験返却時に別途申し伝える．
・学生からの質問を大いに歓迎する．（電子メールも可）

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

後期

3rdQ

1週 序章：電磁気学の歴史と構成
電磁気学の大系１：ガウス則（電界）

電磁気学の歴史と構成，電界に関するガウス則を理解
する

2週 電磁気学の大系２：静電界の性質 静電界の性質を理解する
3週 電磁気学の大系３：静磁界の性質 静磁界の性質を理解する
4週 電磁気学の大系４：時間変化を伴う電界・磁界 時間変化を伴う電界・磁界を理解する

5週 電磁気学の大系４：マクスウェルの方程式，波動方程
式 マクスウェル方程式・波動方程式を理解する

6週 力とポテンシャル 力とポテンシャルに関する演習を理解する
7週 電荷と電気エネルギー１ 電界と電位に関する演習を理解する
8週 電荷と電気エネルギー２ 静電エネルギーに関する演習を理解する

4thQ

9週 導体系の静電気学 導体系に関する演習をを理解する
10週 誘電体の性質１ 電気双極子，分極に関する演習を理解する
11週 誘電体の性質２ 誘電体のエネルギーに関する演習を理解する
12週 電流と静磁界 電流と静磁界に関する演習を理解する
13週 電気回路系のエネルギー１ 電磁誘導に関する演習を理解する
14週 電気回路系のエネルギー２ 電気回路系のエネルギーに関する演習を理解する
15週 電磁界のエネルギー 電磁界のエネルギーに関する演習を理解する
16週 定期試験 これまでの範囲を理解する

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

専門的能力 分野別の専
門工学

電気・電子
系分野 電磁気

電荷及びクーロンの法則を説明でき、点電荷に働く力等を計算で
きる。 5

電界、電位、電気力線、電束を説明でき、これらを用いた計算が
できる。 5

ガウスの法則を説明でき、電界の計算に用いることができる。 5
導体の性質を説明でき、導体表面の電荷密度や電界などを計算で
きる。 5

誘電体と分極及び電束密度を説明できる。 5
静電容量を説明でき、平行平板コンデンサ等の静電容量を計算で
きる。 5

コンデンサの直列接続、並列接続を説明し、その合成静電容量を
計算できる。 5

静電エネルギーを説明できる。 5



磁性体と磁化及び磁束密度を説明できる。 5
電磁誘導を説明でき、誘導起電力を計算できる。 5

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 0 30 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 0 30 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



小山工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 電気材料特論
科目基礎情報
科目番号 0005 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 複合工学専攻（電気情報工学コース） 対象学年 専1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 関係資料を配付
担当教員 田中 昭雄
到達目標
１.導電材料、抵抗材料、半導体、誘電体、磁性体の理論的基礎事項および材料特性について説明できる。
２.電子・電気機器の設計において適切な材料を選定できる。
３.先端材料（機能性炭素材料等）、その特徴等について明できる。
４.材料の評価技術について説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
導電材料、抵抗材料、半導体、誘
電体、磁性体の理論的基礎事項お
よび材料特性について正確に説明
できる。

半導体、誘電体、磁性体の理論的
基礎事項および材料特性について
説明できる。

半導体、誘電体、磁性体の理論的
基礎事項および材料特性について
説明できない。

評価項目2 電子・電気機器の設計において適
切な材料を正確に選定できる。

電子・電気機器の設計において適
切な材料を選定できる。

電子・電気機器の設計において適
切な材料を選定できない。

評価項目3
先端材料（機能性炭素材料等）、
その特徴等について、正確に説明
できる。

先端材料（機能性炭素材料等）、
その特徴等について、説明できる
。

先端材料（機能性炭素材料等）、
その特徴等について、説明できな
い。

評価項目４ 材料の評価技術について正確に説
明できる。

材料の評価技術について説明でき
る。

材料の評価技術について説明でき
ない。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要 各種電気材料の特性および使用方法について講義する。

授業の進め方・方法 １．授業方法は講義を中心に行う。
２．授業内容に応じて演習問題を課題として出題し、解答の提出を求める。

注意点 理解が困難な場合は、その都度相談に応じる。
授業計画

週 授業内容 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 材料科学の基礎：電子配置、原子結合 量子数、結合の種類について理解する。
2週 導電材料：導電性、金属の導電現象 抵抗発生の原因、接触抵抗について理解する。
3週 導電材料：各種導電材料 各種導電材料について理解する。
4週 抵抗材料：金属抵抗材料、非金属抵抗材料 金属、非金属材料の電気的特性について理解する。
5週 半導体材料：半導体の特徴 半導体の電気的特性について理解する。
6週 半導体材料：真性半導体と不純物半導体 化合物半導体について理解する。
7週 半導体材料：半導体材料の作製法 半導体材料の各種作製方法について理解する。
8週 誘電体材料：誘電体の電気的性質１ 誘電分極の種類について理解する。

2ndQ

9週 誘電体材料：誘電体の電気的性質２ 強誘電体の履歴曲線について理解する。
10週 誘電体材料：誘電体の応用 圧電体、焦電体の電気的特性について理解する。
11週 磁性材料：磁性の根源、磁気モーメント 磁気モーメントの配列状態について理解する。
12週 磁性材料：強磁性体の磁化機構 強磁性体の磁化機構について理解する。
13週 磁性材料：各種磁性材料 各種磁性材料の特徴や用途について理解する。
14週 機能性炭素材料：炭素材料の特徴、種類 炭素材料の種類について理解する。

15週 各種電気材料に関する総括、定期試験の説明 定期試験に関する課題と通して各種電気材料の特性を
理解する。

16週 定期試験
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

専門的能力 分野別の専
門工学

電気・電子
系分野

電磁気
誘電体と分極及び電束密度を説明できる。 5
磁性体と磁化及び磁束密度を説明できる。 5

電子工学

電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。 5
エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる
。 5

原子の構造を説明できる。 5
パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。 5
結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理
解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。 5

金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。 5
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 0 0 0 0 20 100
基礎的能力 80 0 0 0 0 20 100



専門的能力 0 0 0 0 0 0 0
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



小山工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 画像情報工学
科目基礎情報
科目番号 0007 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 複合工学専攻（電気情報工学コース） 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材
担当教員 小林 幸夫
到達目標
１．画像の縮小、拡大表示について簡単に説明できる。
２．画像のフィルタリング手法について簡単に説明できる。
３．画像の符号化について簡単に説明できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 画像の縮小、拡大表示について説
明できる。

画像の縮小、拡大表示について簡
単に説明できる。

画像の縮小、拡大表示について説
明できない。

評価項目2 画像のフィルタリング手法につい
て説明できる。

画像のフィルタリング手法につい
て簡単に説明できる。

画像のフィルタリング手法につい
て説明できない。

評価項目3 画像の符号化について説明できる
。

画像の符号化について簡単に説明
できる。

画像の符号化について説明できな
い。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要 画像情報の取り扱いについて基本的事項を学ぶ。

授業の進め方・方法 授業方法は講義形式とし、実例を示すためのスライドも用いる。
授業内容に応じて課題を出し、提出を求める。

注意点 講義時間以外でも質問がある場合は応じる。
授業計画

週 授業内容 週ごとの到達目標

後期

3rdQ

1週 ガイダンス 画像情報処理の概要について理解する。

2週 ディジタル画像のデータ量、ベクトル量子化法 ディジタル画像のデータ量、ベクトル量子化法につい
て理解する

3週 画像の空間フィルタリング 画像の空間フィルタリングについて理解する
4週 画像の直交変換とフィルタリング 画像の直交変換とフィルタリングについて理解する
5週 画像の表示、画像の拡大縮小 画像の表示、画像の拡大縮小について理解する
6週 モルフォロジー モルフォロジーについて理解する
7週 クラスタリング クラスタリングについて
8週 中間試験 これまでの範囲を理解する

4thQ

9週 ファクシミリ信号処理 ファクシミリ信号処理について理解する
10週 ランレングス符号化 ランレングス符号化について理解する
11週 2次元ランレングス符号 2次元ランレングス符号について理解する
12週 画像の可逆符号化法 画像の可逆符号化法について理解する
13週 ビットプレーン符号化法 ビットプレーン符号化法について理解する
14週 画像の非可逆符号化法 画像の非可逆符号化法について理解する
15週 画像の解析 画像の解析手法について理解する
16週

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 0 0 0 0 20 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 0 20 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



小山工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 固体電子論
科目基礎情報
科目番号 0010 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 複合工学専攻（電気情報工学コース） 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 配布資料
担当教員 山田 靖幸
到達目標
１．自由電子モデルに基づく状態密度等の性質を説明できる．
２．結晶学に基づく逆格子等の基礎概念を説明できる．
３．電気伝導の基礎的事項やデバイス応用を説明できる．
４．光の吸収・放出の基礎的事項やデバイス応用を説明できる．
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
自由電子モデルに基づく状態密度
等の性質について明確に説明でき
，これに関する演習問題を正確に
解くことができる．

自由電子モデルに基づく状態密度
等の性質について説明でき，これ
に関する演習問題を解くことがで
きる．

自由電子モデルに基づく状態密度
等の性質について明確に説明でき
ず，これに関する演習問題を正確
に解くことができない．

評価項目2
結晶学に基づく逆格子等の基礎概
念について明確に説明でき，これ
に関する演習問題を正確に解くこ
とができる．

結晶学に基づく逆格子等の基礎概
念について説明でき，これに関す
る演習問題を解くことができる．

結晶学に基づく逆格子等の基礎概
念について明確に説明できず，こ
れに関する演習問題を正確に解く
ことができない．

評価項目3
電気伝導の基礎的事項やデバイス
応用について明確に説明でき，こ
れに関する演習問題を正確に解く
ことができる．

電気伝導の基礎的事項やデバイス
応用について説明でき，これに関
する演習問題を解くことができる
．

電気伝導の基礎的事項やデバイス
応用について明確に説明できず
，これに関する演習問題を正確に
解くことができない．

評価項目4
光の吸収・放出の基礎的事項やデ
バイス応用について明確に説明で
き，これに関する演習問題を正確
に解くことができる．

光の吸収・放出の基礎的事項やデ
バイス応用について説明でき，こ
れに関する演習問題を解くことが
できる．

光の吸収・放出の基礎的事項やデ
バイス応用について明確に説明で
きず，これに関する演習問題を正
確に解くことができない．

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要
自由電子モデルに基づく状態密度等の性質，結晶学に基づく逆格子等の基礎概念，電気伝導の基礎的事項や光の吸収・
放出の基礎的事項およびデバイス応用を学ぶ．
講義はスライド資料による教授と専用プリントにより行う．

授業の進め方・方法 １． 授業方法は講義と演習を組み合わせて行う．
２． 授業内容に応じて演習問題を課題として出し，解答の提出を求める．

注意点
・学年末試験後の再試験実施対象者については，試験返却時に別途申し伝える．
・学生へのメッセージ
固体電子論について，その現象をイメージと数式による表現を用いて解説する． また，演習問題を解くことにより，各
種法則の用い方を身につける．学生からの質問を大いに歓迎する．（電子メールも可）

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

後期

3rdQ

1週 自由電子モデル 波数空間，波動関数を理解する
2週 自由電子のエネルギー分布 状態密度を理解する
3週 量子統計，分布関数 分布関数を理解する
4週 電子比熱 電子比熱を理解する
5週 結晶中の電子状態，逆格子 逆格子を理解する
6週 ブリルアンゾーン ブリルアンゾーンを理解する
7週 ブリルアンゾーンとフェルミ面 フェルミ面を理解する
8週 中間試験 これまでの範囲を理解する

4thQ

9週 電子の輸送現象 有効質量を理解する
10週 金属の電気伝導 ボルツマン方程式を理解する
11週 金属中の電子の散乱 金属の電気伝導を理解する
12週 光の吸収と放出，各種発光現象 発光現象を理解する
13週 太陽電池 太陽電池を理解する
14週 超伝導現象，線材応用 超伝導現象と線材応用を理解する
15週 超伝導のデバイス応用 超伝導のデバイス応用を理解する
16週 後期定期試験 これまでの範囲を理解する

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

専門的能力 分野別の専
門工学

電気・電子
系分野 電子工学

電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。 5
エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる
。 5

原子の構造を説明できる。 5
パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。 5
結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理
解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。 5

金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。 5



真性半導体と不純物半導体を説明できる。 5
半導体のエネルギーバンド図を説明できる。 5
pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の
電流―電圧特性を説明できる。 5

バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギーバンド図を
用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。 5

電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。 5
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 80 0 0 0 0 20 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 80 0 0 0 0 20 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



小山工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 電気情報工学ゼミナール
科目基礎情報
科目番号 0012 科目区分 専門 / 必修
授業形態 演習 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 複合工学専攻（電気情報工学コース） 対象学年 専1
開設期 通年 週時間数 1
教科書/教材 担当教員の指示による。
担当教員 鈴木 真ノ介,今成 一雄,田中 昭雄,北野 達也,山田 靖幸,サムアン ラホック,小林 幸夫,石原 学,土田 英一,秋元 祐太朗
到達目標
1.問題意識を持って事に当たり、自らその解決方策を調査・検討できる。
2.英語論文等、国際的なジャーナルを解読・調査した内容に基づいた討論・主張等を展開し、その要点を整理できる。
3.調査結果をまとめ、かつ他人に伝達することができる。
（個別の詳細な到達目標はゼミナール毎に設定する。）
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1
問題意識を持って事に当たり、自
らその解決方策を正確に調査・検
討できる。

問題意識を持って事に当たり、自
らその解決方策を調査・検討でき
る。

問題意識を持って事に当たり、自
らその解決方策を調査・検討でき
ない。

評価項目2
英語論文等、国際的なジャーナル
を解読・調査した内容に基づいた
討論・主張等を展開し、その要点
を正確に整理できる。

英語論文等、国際的なジャーナル
を解読・調査した内容に基づいた
討論・主張等を展開し、その要点
を整理できる。

英語論文等、国際的なジャーナル
を解読・調査した内容に基づいた
討論・主張等を展開し、その要点
を整理できない。

評価項目3 調査結果をまとめ、かつ他人に正
確に伝達することができる。

調査結果をまとめ、かつ他人に伝
達することができる。

調査結果をまとめ、かつ他人に伝
達することができない。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要

指導教員から与えられたテーマについて調査・分析し、内容をまとめ提出する。
テーマは以下の通りとする。
①仮想現実のインタフェース特性とネットワーク技術と特性解析
②音響波動・電磁波に関するゼミ
③光共振器設計法、レーザダイナミクス
④放電法を用いたオゾン生成に関するゼミ
⑤視線情報を用いた手術画像補正に関するゼミ
⑥自律移動ロボットのナビゲーション法に関するゼミ
⑦その他

授業の進め方・方法 指導教員から与えられたテーマについて調査・分析して、その内容を発表報告する。
注意点
授業計画

週 授業内容 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 テーマ設定と内容説明 与えられたテーマの概要について理解する。
2週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。
3週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。
4週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。
5週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。
6週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。
7週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。
8週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。

2ndQ

9週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。
10週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。
11週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。
12週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。
13週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。
14週 各テーマ毎に発表 テーマについて調査範囲を理解する。
15週 各テーマ毎に発表 これまでの範囲を理解する。
16週

後期

3rdQ

1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週

4thQ

9週
10週
11週
12週
13週



14週
15週
16週

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週

専門的能力 分野別の専
門工学

電気・電子
系分野 電気回路

電荷と電流、電圧を説明できる。 5
オームの法則を説明し、電流・電圧・抵抗の計算ができる。 5
キルヒホッフの法則を用いて、直流回路の計算ができる。 5
合成抵抗や分圧・分流の考え方を用いて、直流回路の計算ができ
る。 5

ブリッジ回路を計算し、平衡条件を求められる。 5
電力量と電力を説明し、これらを計算できる。 5
正弦波交流の特徴を説明し、周波数や位相などを計算できる。 5
平均値と実効値を説明し、これらを計算できる。 5
正弦波交流のフェーザ表示を説明できる。 5
R、L、C素子における正弦波電圧と電流の関係を説明できる。 5
キルヒホッフの法則を用いて、交流回路の計算ができる。 5
合成インピーダンスや分圧・分流の考え方を用いて、交流回路の
計算ができる。 5

直列共振回路と並列共振回路の計算ができる。 5
相互誘導を説明し、相互誘導回路の計算ができる。 5
理想変成器を説明できる。 5
交流電力と力率を説明し、これらを計算できる。 5
RL直列回路やRC直列回路等の単エネルギー回路の直流応答を計
算し、過渡応答の特徴を説明できる。 5

RLC直列回路等の複エネルギー回路の直流応答を計算し、過渡応
答の特徴を説明できる。 5

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 0 60 0 0 0 40 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 60 0 0 0 40 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



小山工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 電気情報専攻実験
科目基礎情報
科目番号 0013 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験・実習 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 複合工学専攻（電気情報工学コース） 対象学年 専1
開設期 前期 週時間数 2
教科書/教材 担当教員の指示による
担当教員 鈴木 真ノ介,今成 一雄,田中 昭雄,北野 達也,山田 靖幸,サムアン ラホック,小林 幸夫,石原 学,土田 英一,秋元 祐太朗
到達目標
1.実験テーマの目的を理解し、積極的に実施できる。
2.使用機器を滞りなく操作できる。
3.実験結果を分析し、教員の質疑に対して正しく回答できる。
4.様式に従って実験報告書を作成できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

評価項目1 実験テーマの目的を理解し、積極
的かつ正確に実施できる。

実験テーマの目的を理解し、積極
的に実施できる。

実験テーマの目的を理解し、積極
的に実施できない。

評価項目2 使用機器を滞りなく、正確に操作
できる。 使用機器を滞りなく操作できる。 使用機器を滞りなく操作できない

。

評価項目3
実験結果を分析し、教員の質疑に
対して明確にかつ正しく回答でき
る。

実験結果を分析し、教員の質疑に
対して正しく回答できる。

実験結果を分析し、教員の質疑に
対して正しく回答できない。

評価項目4 様式に従って実験報告書を正確に
作成できる。

様式に従って実験報告書を作成で
きる。

様式に従って実験報告書を作成で
きない。

学科の到達目標項目との関係
教育方法等

概要

各コースで設定された実験テーマについて実験を行いレポートを提出する。
【β コース】
1.簡易ロボットキットを用いたITS システムの基礎構築(鈴木)
2.ブロック線図による微分方程式の解法(北野)
3.単相 PWM インバータの系統連系法(北野)
【β コース】
1.ネットワーク実験（石原）
2.画像処理実験（小林幸夫）
【γ コース】
1.ダブルスリットによる光回折、マイケソン干渉法:材料の屈折率計測実験(土田)
2.放電法によるオゾン生成実験(田中)

授業の進め方・方法 本実験はガイダンス・レポート指導と併せて各コースで5 週ずつ巡回して行い15 週実施する。
注意点 実験は必ず出席し、レポートを期限までに提出する。
授業計画

週 授業内容 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 βコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

2週 βコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

3週 βコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

4週 βコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

5週 βコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

6週 γコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

7週 γコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

8週 γコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

2ndQ

9週 γコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

10週 γコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

11週 αコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

12週 αコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。



13週 αコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

14週 αコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

15週 αコース実験
実験内容を理解し、正確な測定装置の操作により測定
データを取得できる。それらのデータをもとにレポー
トを作成できる。

16週
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週
評価割合

試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 0 0 0 0 0 100 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 0 0 0 0 0 100 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0



小山工業高等専門学校 開講年度 平成30年度 (2018年度) 授業科目 人工知能
科目基礎情報
科目番号 0014 科目区分 専門 / 選択
授業形態 講義 単位の種別と単位数 学修単位: 2
開設学科 複合工学専攻（電気情報工学コース） 対象学年 専1
開設期 後期 週時間数 2
教科書/教材 荒屋真二「人工知能概論－コンピュータ知能から Web 知能まで－」共立出版(2004)．
担当教員 今成 一雄
到達目標
１．人工知能の基本技術を説明できる。
２．人工知能の実装手段を説明できる。
３．ノイマン型コンピュータによる人工知能実現上の限界や課題を考察できる。
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安

人工知能の基本技術
人工知能の基本技術について明確
に説明でき，これに関する演習問
題を正確に解くことができる．

人工知能の基本技術について説明
でき，これに関する演習問題を解
くことができる．

人工知能の基本技術について明確
に説明できず，これに関する演習
問題を正確に解くことができない
．

人工知能の実装手段
人工知能の実装手段について明確
に説明でき，これに関する演習問
題を正確に解くことができる．

人工知能の実装手段について説明
でき，これに関する演習問題を解
くことができる．

人工知能の実装手段について明確
に説明できず，これに関する演習
問題を正確に解くことができない
．

ノイマン型コンピュータによる人
工知能実現上の限界や課題

ノイマン型コンピュータによる人
工知能実現上の限界や課題につい
て明確に説明でき，これに関する
演習問題を正確に解くことができ
る．

ノイマン型コンピュータによる人
工知能実現上の限界や課題につい
て説明でき，これに関する演習問
題を解くことができる．

ノイマン型コンピュータによる人
工知能実現上の限界や課題につい
て明確に説明できず，これに関す
る演習問題を正確に解くことがで
きない．

学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要 人工知能に関する基本技術から実装手段までを最新の話題を交えながら学ぶ．

講義はスライド資料による教授で行う．

授業の進め方・方法 講義を中心として、適宜課題を与える．
課題の模範解答・講評を行い、学習の達成度を知らせる．

注意点
隔年開講であるため、平成30年度 (2018年度)は開講されない．
理解困難な点は随時学習相談に応じる。電子メールでも受け付ける．
コンピュータの限界を理解し、間違った認識を払拭して欲しい．

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

後期

3rdQ

1週 １. 序論１：ＡＩと人間の区別は？ アンドロイドの権利と人間との共存を考察・論述、持
論を展開する。

2週 ２. 序論２：ＡＩ実現の可能性は？ AIの様々な可能性について技術的な側面から考察・論
述、持論を展開する。

3週 ３. 人工知能の概要と歴史
課題図書：星野　力「ロボットにつけるクスリ」アス
キー出版局(2000)．を熟読し、感想と共に内容をまと
める。

4週 ４. 問題の状態空間表現と探索 テキスト第2章の演習問題を解答し、問題の状態空間表
現と探索方法を理解する

5週 ５. プロダクションシステム テキスト第3章の演習問題を解答し、プロダクションシ
ステムを理解する。

6週 ６. 意味ネットワークとフレーム テキスト第4章の演習問題を解答し、意味ネットワーク
とフレームを理解する。

7週 ７. 述語論理 テキスト第5章の演習問題を解答し、述語論理を理解す
る。

8週 ８. 多様な知識メディアの知的処理 テキスト第6章の演習問題を解答し、多様な知識メディ
アの知的処理方法を理解する。

4thQ

9週 ９. 推論 テキスト第7章の演習問題を解答し、推論方法を理解す
る。

10週 10. 機械学習 テキスト第8章の演習問題を解答し、機械学習を理解す
る。

11週 11. ニューラルネットワーク テキスト第9章の演習問題を解答し、ニューラルネット
ワークを理解する。

12週 12. 進化的計算 G.A.に関する演習問題を解答し、進化的計算方法を理
解する。

13週 13. 知的エージェント
知的エージェントの適用事例・現状と今後への展開等
に関し2例以上調査報告し、知的エージェントを理解す
る。

14週 14. Web インテリジェンス
Web インテリジェンスの適用事例・現状と今後への展
開等に関し2例以上調査報告し、Web インテリジェン
スを理解する。

15週 15．Epilogue 「もしも…近い未来に…」 ネットワーク社会と人工知能の可能性について考察す
る。定期試験時に関連問題が出題される。

16週 定期試験 これまでの範囲から理解した内容を元に、論述する。
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標
分類 分野 学習内容 学習内容の到達目標 到達レベル 授業週



専門的能力 分野別の専
門工学 情報系分野 情報数学・

情報理論 論理代数と述語論理に関する基本的な概念を説明できる。 4 後7

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計

総合評価割合 70 0 0 0 0 30 100
基礎的能力 0 0 0 0 0 0 0
専門的能力 70 0 0 0 0 30 100
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0 0


