
宇部工業高等専門学校 開講年度 平成31年度 (2019年度) 授業科目 卒業研究
科目基礎情報
科目番号 0074 科目区分 専門 / 必修
授業形態 実験・演習 単位の種別と単位数 履修単位: 10
開設学科 電気工学科 対象学年 5
開設期 通年 週時間数 前期:6 後期:6
教科書/教材
担当教員 碇賀 厚,日髙 良和,春山 和男,成島 和男,岡本 昌幸,仙波 伸也,碇 智徳,濱田 俊之,三澤 秀明,池田 風花
到達目標
文献調査，研究の計画，研究の実施，研究結果の解析と考察，今後の取組等を通じて，自ら新しい情報を獲得して研究を計画・遂行できる能力
の育成を行うとともに，課題に対する解決能力及び研究成果をまとめて説明・説得する力を養う。次の4点が到達目標レベルである。
①自主的に新しい情報や知識を習得し，課題への継続的な取り組みができる。
②研究の目的を理解し，実験を計画して遂行し，結果を整理して解析できる。
③研究の目的･方法･結果･考察･結論などをまとめて，論文を作成できる。
④研究成果の資料を作成して発表し，説明･説得することができる。
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 最低限のレベルの目安(可) 未到達レベルの目安

評価項目1

複数の専門分野及び専門分
野以外の情報源に自らアク
セスでき，自身の専門分野
の情報や知識を整備し，最
新のものに更新できる。

複数の専門分野の情報源に
アクセスでき，自主的に専
門分野の新しい情報や知識
を習得できる。

一つの専門分野の情報源に
アクセスでき，自主的に専
門分野の情報や知識を習得
できる。

専門分野の知識や情報を
，自主的に習得できない。
225時間以上，研究できな
い。

評価項目2

研究の目的を完全に理解で
き，研究の目的を達成する
為に必要となる全ての課題
を抽出できる。
課題を解決する為に必要と
なる実験を，全て計画でき
る。
計画した実験を，全て遂行
できる。
実験結果を分かり易く整理
でき，適切に解析し，解析
過程を分かり易く説明でき
る。

研究の目的をほぼ理解でき
，研究の目的を達成する為
に必要となる複数の課題を
抽出できる。
課題を解決する為に必要と
なる実験を複数計画でき
，遂行できる。
実験結果を分かり易く整理
でき，解析できる。

研究の目的をある程度理解
でき，研究の目的を達成す
る為に必要となる実験を一
つ計画でき，遂行できる。
実験結果を整理でき，解析
できる。

研究の目的を理解できず
，研究の目的を達成する為
に必要となる実験を計画で
きない。
計画した実験を遂行できな
い。実験結果を整理できず
，解析できない。

評価項目3

研究の目的･方法･結果･考察
･結論などをまとめることが
でき，構成・体裁が整った
論文を作成できる。
説明に必要な分かり易い図
表を作成できる。
考察が十分なされている事
が分かる文章を書くことが
できる。
文章で主張の妥当性を完全
に説明できる。

研究の目的･方法･結果･考察
･結論などをまとめることが
でき，構成・体裁の間違い
が3個以内の論文を作成で
きる。
説明に必要な図表を作成で
きる。
文章で主張の妥当性を説明
できる。

研究の目的･方法･結果･考察
･結論などをまとめて，論文
を作成できる。

研究の目的･方法･結果･考察
･結論などをまとめることが
できず，論文を作成できな
い。

評価項目4

専門分野以外の聴衆が見て
容易に分かる研究成果の資
料を作成できる。
明瞭な声で，表現は分かり
易く，全体を見渡しながら
発表できる。
質問に対して適切に応答で
き，複数の質問者を説得す
ることができる。

専門分野の聴衆が分かる研
究成果の資料を作成できる
。
聞きとれる声で，時々聴衆
を見ながら発表できる。
質問に対して応答でき，一
人の質問者を説得する事が
できる。

研究成果の資料を作成，発
表でき，説明できる。

研究成果の資料を作成でき
ない。
聴衆の前で発表できない。
研究内容を理解できず，説
明･説得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
下記のテーマから取り組む研究テーマを選択して，1年間研究に取り組む。指導教員と相談しながら，研究を遂行するた
めに必要な知識を獲得していき，研究計画も自ら立案できるようになる。得られた実験結果を解析し，報告できるよう
になる。一年間の研究成果を卒業論文に纏めることができる。また，わかりやすい表現でプレゼンテーションを行うこ
とができる。

授業の進め方・方法

１．スケジュール
　（１）研究準備（調査･予備実験など，4月）
　（２）調査･実験･データ整理･解析など（5月～2月）
　（３）卒業研究中間発表会
　（４）卒業研究発表会
２．卒業研究論文
　卒業研究論文は、所定の様式（目的･方法･結果･考察･結論等）に従って作成し，提出すること
３．卒業研究発表
　（１）卒業研究発表は公開とし，学外者，教員及び電気工学科４・５年生の多人数を対象としてプレゼンテーション
を行う
　（２）研究概要をA4要旨枚にまとめ提出する
　（３）わかりやすい表現でプレゼンテーションを行う
４．学習到達目標（１）のレポート作成は４月，７月，１０月，１２月を標準とする。ただし，研究室毎に提出時期を
変更したり、提出回数を増やす場合がある
５．各研究室およびテーマ名
　　研究テーマと配属は年度初めに決定する

注意点

到達目標①：卒様研究遂行のために必要な知識の獲得や，研究計画に関して定期的に作成したレポートで評価する。
（20％）
到達目標②：実験データ･資料・レポートで指導教員が評価する。（30％）
到達目標③：卒業論文によって評価する。（40％）
到達目標④：卒業研究発表及び発表予稿集で評価する。（10％）

授業計画



週 授業内容 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 碇賀研

・方向性電磁鋼板を用いた分割コアの磁気損失低減に
関する研究
・インバータ励磁下の分割コアの磁気損失低減に関す
る基礎的検討
・分割コアの磁気特性評価方法の検討
・ドローン用モータの改良試作

2週 日高研
・車両運転状態の検出に関する研究
・街灯用ＬＥＤ照明の制御に関する研究
・装置動作の遠隔確認装置の開発

3週 春山研
・電灯線通信装置の開発
・ステッピングモータを用いた車椅子ブレーキの開発
・赤外線センサによる水溜り判別装置の開発
・Zigbee通信を用いた位置情報取得システム

4週 岡本研
・GaNトランジスタを用いた非接触給電装置に関する
研究
・GaNトランジスタを用いたコンバータの製作
・無機ELシート用インバータの製作

5週 仙波研
・熱電発電を使った充電回路の設計
・強磁性トンネル障壁の作製と評価
・遷移元素ドープによる相変化メモリ材料の特性改善

6週 成島研

・フタロシアニン類とフラーレンを用いた有機半導体
薄膜太陽電池の作製と理論計算
・導電性高分子を用有機半導体太陽電池の作製と理論
計算

・光子衝突後のオリゴマーの挙動解析

7週 濱田研 ・太陽光発電の安全性向上に関する研究
・大気圧非平衡プラズマの各種応用に関する研究

8週 三澤研

・GANを用いた訓練画像の追加生成に関する研究
・ランドマークパズルを用いた常盤公園探索アプリの
開発
・CNNによる虹彩認識に関する基礎的検討
・道路標識の識別に関する研究
・眼底画像における血管分布に基づく視神経乳頭部の
検出

2ndQ

9週 碇研
・MIESによるGraphene/SiC表面の電子状態
・4H-SiCにおける初期酸化過程の解明
・異種原子吸着したグラファイト表面状態の観測
・ZnPc吸着したHOPG表面の電子状態抽出

10週 池田研

・単相3線式配電用アクティブパワーフィルタの制御法
・電気自動車用双方向充電器に用いる絶縁型DC-DCコ
ンバータの研究
・電気自動車用双方向充電器の正弦波充電法
・単相3線式配電線の電力品質保証機能を付加した
PCSの研究

11週
12週
13週
14週
15週
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

基礎的能力 人文・社会
科学 国語 国語

専門の分野に関する用語を思考や表現に活用できる。 3
報告・論文の目的に応じて、印刷物、インターネットから適切な
情報を収集できる。 3

報告・論文を、整理した情報を基にして、主張が効果的に伝わる
ように論理の構成や展開を工夫し、作成することができる。 3



作成した報告・論文の内容および自分の思いや考えを、的確に口
頭発表することができる。 3

分野横断的
能力

汎用的技能 汎用的技能 汎用的技能

日本語と特定の外国語の文章を読み、その内容を把握できる。 3
他者とコミュニケーションをとるために日本語や特定の外国語で
正しい文章を記述できる。 3

円滑なコミュニケーションのために図表を用意できる。 3
円滑なコミュニケーションのための態度をとることができる(相
づち、繰り返し、ボディーランゲージなど)。 3

他者の意見を聞き合意形成することができる。 3
合意形成のために会話を成立させることができる。 3
グループワーク、ワークショップ等の特定の合意形成の方法を実
践できる。 3

書籍、インターネット、アンケート等により必要な情報を適切に
収集することができる。 3

収集した情報の取捨選択・整理・分類などにより、活用すべき情
報を選択できる。 3

収集した情報源や引用元などの信頼性・正確性に配慮する必要が
あることを知っている。 3

情報発信にあたっては、発信する内容及びその影響範囲について
自己責任が発生することを知っている。 3

情報発信にあたっては、個人情報および著作権への配慮が必要で
あることを知っている。 3

目的や対象者に応じて適切なツールや手法を用いて正しく情報発
信(プレゼンテーション)できる。 3

あるべき姿と現状との差異(課題)を認識するための情報収集がで
きる 3

複数の情報を整理・構造化できる。 3
特性要因図、樹形図、ロジックツリーなど課題発見・現状分析の
ために効果的な図や表を用いることができる。 3

課題の解決は直感や常識にとらわれず、論理的な手順で考えなけ
ればならないことを知っている。 3

グループワーク、ワークショップ等による課題解決への論理的・
合理的な思考方法としてブレインストーミングやKJ法、PCM法等
の発想法、計画立案手法など任意の方法を用いることができる。

3

どのような過程で結論を導いたか思考の過程を他者に説明できる
。 3

適切な範囲やレベルで解決策を提案できる。 3
事実をもとに論理や考察を展開できる。 3
結論への過程の論理性を言葉、文章、図表などを用いて表現でき
る。 3

態度・志向
性(人間力)

態度・志向
性

態度・志向
性

目標の実現に向けて計画ができる。 3
目標の実現に向けて自らを律して行動できる。 3

総合的な学
習経験と創
造的思考力

総合的な学
習経験と創
造的思考力

総合的な学
習経験と創
造的思考力

工学的な課題を論理的・合理的な方法で明確化できる。 3
公衆の健康、安全、文化、社会、環境への影響などの多様な観点
から課題解決のために配慮すべきことを認識している。 3

要求に適合したシステム、構成要素、工程等の設計に取り組むこ
とができる。 3

課題や要求に対する設計解を提示するための一連のプロセス(課
題認識・構想・設計・製作・評価など)を実践できる。 3

提案する設計解が要求を満たすものであるか評価しなければなら
ないことを把握している。 3

経済的、環境的、社会的、倫理的、健康と安全、製造可能性、持
続可能性等に配慮して解決策を提案できる。 3

評価割合
①レポート ②実験データ･資料･レ

ポート ③卒業論文 ④卒業研究発表会･発
表予稿集 合計

総合評価割合 20 30 40 10 100
基礎的能力 0 0 0 0 0
専門的能力 0 30 40 0 70
汎用的技能 20 0 0 10 30


