
博士課程前期課程 

神戸大学人文学研究科博士課程前期課程は、人文学の高い専門性を追求すると同時に、

総合性を高めることによって、人文学の古典的な役割を継承しながら、現代社会において活

躍できる人材を養成することを目的としている。この目的を達成するため、以下に示した方針

に従って修士の学位を授与する。 

 

学位：修士（文学） 

 

神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき、人文学研究科は以下に示した方針に従って当

該学位を授与する。 

・本研究科博士課程前期課程に２年以上在学し、研究科共通科目、選択科目、特別研究

に関してそれぞれ所定の単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論

文または特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試  験に合格すること。 

・神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、修了までに、本研究科学生が、身

につけるべき能力を次のとおりとする。 

◌「人間性」「創造性」「国際性」 

・人文学の意義を理解し、その発展に貢献することのできる能力。また、人文学に関わる

課題について、共同して解決することのできる能力。さらに、異なる文化に由来する多

様性を受容し、必要な外国語でコミュニケーションをはかる能力。 

◌「専門性」 

・人類がこれまで蓄積してきた人間と社会に関する古典的な文献の原理論的研究とい

う人文学の基礎的な方法を継承しつつ、個々の文化現象の現代的意味を問うことが

できる能力。 

・古典研究を踏まえて、フィールドワークを重視した社会文化の動態的分析を行い、な

おかつあらたな社会的規範や文化の形成に寄与できる能力。 

・研究者としての基礎能力を具えるとともに、人文学を知識基盤社会に生かすことがで

きる能力。 

 

博士課程後期課程 

神戸大学人文学研究科博士課程後期課程は、人文学の高い専門性を追求すると同時に、

総合性を高めることによって、人文学の古典的な役割を継承しながら、現代社会に対応する

人材を養成することを目的としている。この目的を達成するため、以下に示した方針に従って

博士の学位を授与する。 

 

学位：博士（文学） 

 



神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき、人文学研究科は以下に示した方針に従って当

該学位を授与する。 

・本研究科博士課程後期課程に３年以上在学し、研究科共通科目、特別演習に関してそ

れぞれ所定の単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査

及び最終試験に合格すること 

・神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、修了までに、本研究科学生が、身

につけるべき能力を次のとおりとする。 

◌「人間性」「創造性」「国際性」 

・人文学の意義を理解し、その発展に貢献することのできる能力。また、人文学に関わ

る課題について、共同して解決することのできる能力。さらに、異なる文化に由来す

る多様性を受容し、必要な外国語でコミュニケーションをはかる能力。 

◌「専門性」 

・人文学の高い専門性を追求し、人文学の古典的な役割を継承しながら、現代社会に

対応する能力 

・人類がこれまで蓄積してきた人間と社会に関する古典的な文献の原理論的研究とい

う人文学の基礎的な方法を継承しつつ、個々の文化現象の現代的意味を問うことが

できる能力。 

・古典研究を踏まえて、フィールドワークを重視した社会文化の動態的分析を行い、な

おかつ新たな社会的規範や文化の形成に寄与できる能力。 

・自立した研究者として、研究を企画し、組織できる能力。 

 

学位：博士（学術） 

 

神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき、人文学研究科は以下に示した方針に従って当

該学位を授与する。 

・本研究科博士課程後期課程に３年以上在学し、研究科共通科目、特別演習に関してそ

れぞれ所定の単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査

及び最終試験に合格すること。 

・神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、修了までに、本研究科学生が、身

につけるべき能力を次のとおりとする。 

◌「人間性」「創造性」「国際性」 

・人文学の意義を理解し、その発展に貢献することのできる能力。また、人文学に関わ

る課題について、共同して解決することのできる能力。さらに、異なる文化に由来す

る多様性を受容し、必要な外国語でコミュニケーションをはかる能力。 

◌「専門性」 

・人文学の高い専門性を追求すると同時に、専門性にもとづく学際性を高めることによ



って、人文学の古典的な役割を継承しながら、現代社会に対応する能力。 

・人類がこれまで蓄積してきた人間と社会に関する古典的な文献の原理論的研究とい

う人文学の基礎的な方法を継承しつつ、個々の文化現象の現代的意味を問うことが

できる能力。 

・古典研究を踏まえて、フィールドワークを重視した社会文化の動態的分析を行い、な

おかつ新たな社会的規範や文化の形成に寄与できる能力。 

・自立した研究者として、研究を企画し、組織できる能力。 


