
日本リメディアル教育学会『リメディアル教育研究』執筆要項 

  
 原稿は，執筆要項と投稿規程を熟読し，本文書の 6 ページ以降の「原稿テンプレート」を利用し，わかりやすい日本

語または英語で作成してください。 

 テンプレートを使って作成した提出原稿は最終的に公開される原稿に見た目が近いため，査読者にとって読みやす

くするとともに，ページ数を確認しやすくしています。編集者・査読者は提出原稿によって作業を行います。読みやす

い原稿を作成するようにご協力ください。また，テンプレートにはフォントの種類やサイズを指定していますが，最終原

稿は業者により作成されるため，必ずしも指定通りである必要はありません。最終原稿の仕上がり状態の参考として

お考え下さい。 

依頼記事の場合には，依頼記事専用のテンプレートを使って原稿を作成して下さい。 

  

１．原稿の構成 

 すべての原稿種別（依頼記事を除く）に，以下の項目が必要です。テンプレートの 1 ページ目の表に以下の事項につ

いて記入してください。 

  (1) 和文タイトル・英文タイトル 

  (2) 和文サブタイトル・英文サブタイトル 

  (3) 和文キーワード・英文キーワード(3～5語) 

  (4) 和文要旨・英文要旨(必要に応じて) 

  (5) 研究課題（リサーチクエッション） 

  (6) 生成AIの使用について 

これとともに，投稿・査読システムの該当画面で以下の事項を入力またはファイルをアップロードしてください。 

  (1) 和文タイトル・英文タイトル 

  (2) 和文キーワード・英文キーワード(3～5語) 

  (3) 和文要旨・英文要旨(必要に応じて) 

  (4) 本文(図表を含む) 

  (5) 注(必要に応じて) 

  (6) 引用資料(APA Styleを原則とする) 

  (7) 原稿中に貼り付けた図・表等のオリジナルのデータファイル(必要に応じて) 

   (8) 英文校閲証明書(必要に応じて) 

 著者の氏名・所属等の情報（謝辞等における科研費の情報なども含む）を記載せず，伏せ字（■■■等）として下さい。

ただし，筆者情報を隠すことで本文理解を妨げる, あるいは逆に筆者が特定される等の不都合がある 等の場合は, 

筆者情報を第三者的に言及することを許容します。 

  

２．投稿原稿の書式・分量 

 Wordによる原稿は，本文書の6ページ以降のテンプレートに文字・図・グラフ等を上書きして作成してください。 

 原稿の種別ごとのページ数については，投稿規程（第 2 条）を参照してください。最終原稿には， 1 ページ目に和文

と英文のタイトル・サブタイトル，和文と英文筆者名・所属機関名，和文と英文のキーワードが追加されます。要旨が必

要な種別では，和文と英文（必要な場合）の要旨も加わります。また，最終ページには受付日と受理日等が追加されま

す。 

 

３．ScholarOne投稿・査読システムでの投稿に際してのお願い 

 「原稿テンプレート」から執筆要項と投稿規程を削除したWordファイルから投稿システム上で生成されたPDFプル

ーフが，筆者が意図しないレイアウトになる可能性があります。この場合は，Word 原稿をご自分のパソコン上で PDF

化した上で，システムに投稿することも可能です（この場合、元のWordファイルもシステムから提出して下さい。） 

 これらの対処によってもシステム上で正常に PDF プルーフ化できない場合は，そのままご提出ください。ただし，筆

者の意図しない文書の乱れと確認するため，編集委員会にご一報ください。 

 

 



４．要旨について 

 要旨には「何について論じ，どんな結論が得られたのか」を簡潔に書いてください。和文要旨は 400 字程度，英文要

旨は300語程度とします。和文要旨と英文要旨の内容はおおむね対応するものとします。 

 和文の論文，実践研究論文，研究ノートについては，和文要旨と英文要旨が必要です。ただし，和文原稿については，

投稿時には和文要旨のみ提出し，英文要旨については査読が進行した段階での提出を可とします（編集委員会から英

文要旨提出の連絡があった段階で，提出ください）。英文原稿（論文，実践研究論文，研究ノート）については，投稿時に

英文要旨と和文要旨が必要です。 

 記事種別ごとの要旨の必要の有無について，詳しくは，下記をご覧ください。 

 

和文原稿                    英文原稿 

記事種別 和文要旨 英文要旨  記事種別 和文要旨 英文要旨 

論文 ◎ ○ Research Paper ◎ ◎ 

実践研究論文 ◎ ○ Practical Research Paper ◎ ◎ 

研究ノート ◎ ○ Research Note ◎ ◎ 

実践報告 ◎ △ Practical Report ◎ ◎ 

資料 ◎ △ Data ◎ ◎ 

教材解説 ◎ △ Reviews of Teaching 

Methods 

◎ ◎ 

会員の本（新刊紹介） × × Books of Members × × 

論壇 × × Opinions × × 

展望 × × Review × × 

解説 × × Interpretations × × 

随筆・随想 × × Essays × × 

会員の声 × × Members’ Voices × × 

巻頭言 × × Prefatory Note × × 

 （◎投稿時に必須，○掲載時に必須，△掲載時に任意，×不要） 

 

５．英文校閲証明書について 

 英文の原稿は，すべての種別で，投稿時に英文校閲証明書が必要です。また，和文の原稿（英文要旨が必須の種別）

についても，提出する英文要旨について英文校閲証明書が必要です（査読の進行に応じて，編集委員会から，英文校

閲証明書提出の連絡があります）。 

 英文校閲証明書の様式は，自由です。証明書が編集委員会で一定の水準を満たしていないと判断した場合は，証明

書の再提出を求めます。査読を通過していても，英文校閲証明書が受理されない限り，原稿は掲載されません。 

 

６．採否の決定 

 投稿された原稿は，編集委員会が審査を行い，採否を決定します。査読者数は，原則として論文・研究ノート・実践研

究論文が査読者2名，その他の種別は査読者1名です。しかし，編集委員会の判断により，追加の査読者を依頼する

ことがあります。 

 採否の結果およびその理由は，原則として 1～3ヶ月以内に投稿者へ通知します。ただし，査読の進行により，通知が

遅れることがあります。 

 査読を経て掲載が決定した投稿原稿については，一部の種別を除き，科学技術振興機構（JST）の「科学技術情報発

信・流通総合システム」（J-STAGE）において早期公開する場合があります。 

 

７．カラー原稿について 

 原稿中の図・表等をカラーで作成した場合でも，原則的として仕上がりはモノクロとなります。しかし，筆者が投稿時

にカラーを希望し，原稿採択後，編集委員会がその必要性を認めた場合，原稿の組版にカラーを含めることができま

す。なお，特別な理由がない限り，カラーは図表に限ります。 

 カラーが認められた場合，筆者は期限内に実費相当金額を印刷会社の口座（後日送付）に振り込むものとします。詳



細については，印刷会社担当者から連絡があります。また，期限内に振り込みが完了しない場合は，モノクロで原稿作

成されます。  

 

８．筆者校正について 

 入稿した原稿がそのまま版下になるわけではありません。掲載可の判定が出た原稿については，業者がレイアウト原

稿を作成し，著者校正の機会を設けます。著者による校正は原則として初校のみとし，訂正は誤植に限ります（内容の

変更は認めません）。 

 

９．その他 

 すべての種別で，投稿時に英文タイトルの入力が必要です。また，「会員の本」を除き，和文キーワードに加え，英文キ

ーワードも必要ですので，ご注意ください。 

 ご不明の点は，編集委員会へ問い合わせてください。 

 

 ※参考資料 

 本学会による「リメディアル教育」の定義を提示するので，参照ください。 

「リメディアル教育」の定義 

日本リメディアル教育学会（以下，JADE）による「リメディアル教育」概念の定義は，以下の通りです。 

 

 (1) 

 

 (2) 

 

 

＜日本リメディアル教育学会第15回全国大会・総会にて承認：2019年8月27日＞ 

 

 (1)について，定義では「学習」を「学修」を包摂する広い概念と捉えています。これは, アメリカの高等教育場面での学

習・学修支援にあたる用語がdevelopmental educationと learning assistanceであることが根拠です。ゆえに，

本会の英語表記も the Japan Association for Developmental Educationです。なお，高等教育場面で確とし

た概念区分がされていないため，定義においては「学習」と「学修」を併記しています。 

 

 (2)について，定義の「必要に応じて」の意味の中には，支援対象とする学生の①基礎学力向上のみならず，②カレッジ

レベルの学力に加えて更にそれを伸ばそうとする営み，③卒業生も活かすことのできるスキル（キャリア系教育支援も含

む）の習得が含まれています。ゆえに，JADE の研究や教育実践には，「単位認定」の科目・支援はもちろんのこと，「単位

非認定」に関わる科目・支援も含まれます。 

「リメディアル教育」＝「学習・学修支援」 

大学院生を含む高等教育機関に学ぶ全ての学生と入学を予定している高校生や学習者に対し

て，必要に応じてカレッジワークに係る支援を高等教育機関側が組織的・個別に提供する営み，ま

たその科目・プログラム・サービスの総称 

日本リメディアル教育学会 編集委員会 

（2025 年3 月26日 変更） 

  



日本リメディアル教育学会『リメディアル教育研究』投稿規程 

 
第 1 条  リメディアル教育に関する研究，教材や教授法の開発と評価，教育実践の報告などについての原稿を募集す

る。投稿は，本会の会員が筆頭者であるものに限る。ただし，編集委員会が特に認めた場合は非会員からの

論文等を掲載できるものする。査読審査を経て編集委員会が公表に値すると認めた原稿について，編集委

員長は掲載を決定する。 

第 2 条  投稿原稿と依頼原稿（編集委員会が執筆を依頼する原稿）の記事類別，内容とページ数は，以下の通りとす

る。ただし，ページ数については，テンプレートの本文のページ数とし，編集委員会が必要と認めた場合はこの

限りではない。なお，記事を招待（Invited）形式としたり，日本語への翻訳（Translated）形式としたりする

場合もある。 

 

投稿・依頼の

別 

記 事 類 別 

（括弧内は英文原稿の場合） 
内 容 ページ数 

 

投稿原稿 

 

*編集委員会が

執筆依頼をする

こともある 

論文  

(Research Paper)  
リメディアル教育に関する研究結果など 5～13 

研究ノート 

(Research Note) 

論文に準じ，速報性を有し，断片的に得られた研究結

果・調査結果など 
3～10 

実践研究論文 

(Practical Research Paper) 

リメディアル教育に関する実践活動（授業など）から得

られた成果に関する研究結果など 
5～13 

実践報告 

(Practical Report) 

リメディアル教育に関する実践活動（授業など）から得

られた成果などについて，一般化には至らないが，ある

程度定性的・定量的に述べたもの 

3～10 

資料 

(Data) 

  

①リメディアル教育に関し，記録にとどめるべき資料や

情報，②本会に設置されている委員会・支部会・専門部

会からの報告，③会員にとって有用な情報などをまとめ

たもの 

1～7 

教材解説 

(Reviews of Teaching 

Methods) 

①リメディアル教育関係授業実施において，その工夫

や改善点をまとめたもの，②リメディアル教育に利用で

きる教材および教育プログラムの紹介と解説 

1～7 

会員の本（新刊紹介） 

(Books of Members) 
会員の著作紹介（場合によっては会員外の著作も可）  1 

 

依頼原稿 

 

*編集委員会が

投稿を認めるこ

ともある。 

論壇 

(Opinions) 

リメディアル教育に関して，意見や主張などを述べたも

の 
1～7 

展望 

(Review) 

リメディアル教育に関する主題について，最近の進歩や

将来の予測を広い視野に立って述べたもの 
1～7 

解説 

(Interpretations) 

リメディアル教育に関する主題について，会員に啓発す

るように平易に説明したもの 
1～7 

随筆・随想 

(Essays) 

リメディアル教育に関する主題について，感想や経験談

を述べたもの 
3～7 

会員の声 

(Members’ Voices) 
本会の事業などに対する提言などを述べたもの  1～2 

巻頭言 

(Prefatory Note) 
会長などが，巻頭に述べるもの  1～2 

 

第3条  投稿原稿については，下記URLのScholarOne投稿・査読システムにアクセスして，必要事項を入力する

こと。 

    https://mc.manuscriptcentral.com/jjade 



    原稿の受信後，編集委員会において書式等を確認したのち，受付の通知を行う。また，必要に応じて，著者照

会を行う。査読審査を経たのち本誌への掲載が決定した段階で，受理の通知を行う。  

依頼原稿については，依頼時に送付する「依頼記事投稿原稿テンプレート」に入力し，編集委員会のメールア

ドレス pub@jade-web.org にファイルを添付して送信すること。 

 

第 4 条  原稿は未発表の完全原稿に限る。本誌に投稿した原稿の採否が決定するまでは，著者は同内容の原稿を他

の雑誌等に投稿してはならない（二重投稿の禁止）。原稿の執筆は原則として最新の「執筆要項」に従うことと

する。 

第 5 条  原稿（投稿・依頼）の採否は，査読審査を経て，編集委員会において決定する。原稿は，記事類別に応じて，以

下の○印で示される観点・項目で評価される。編集委員会の依頼による原稿についても，投稿論文と同じよ

うに扱う場合があり，必要に応じて，編集委員会から著者に原稿の修正を求める。 

 

 

        記事 

        種別 

 

 

観点・項目 

投稿原稿・依頼原稿  

観点・項目の概要 
論
文 

研
究
ノ
ー
ト 

実
践
研
究
論
文 

実
践
報
告 

そ
の
他 

分野の妥当性 〇 〇 〇 〇 〇 原稿の内容は本会で扱うものとして適当か。 

記述の妥当性 〇 〇 〇 〇 〇 
原稿の位置づけは明確か。表現は正確か。理解困難な

表現はないか。文献引用は適切か。 

信頼性 〇 〇 〇 〇 〇 
内容に矛盾や誤りはないか。論理の展開に無理はない

か。 

独創性・新規性 〇 〇 × × × 
新しい考え方，理論，実践，手段，事例などが示されてい

るか，従来のものに，意義のある成果を付与しているか。 

教育的寄与 〇 〇 〇 〇 〇 
原稿の成果が教育において有用か。教育効果の向上が

期待できるか。 

将来的発展性 × 〇 × 〇 × 
得られた知見，手法等が教育分野において将来的発展・

拡大に寄与する可能性があるか。 

完結性 〇 × 〇 × × 

まとまった成果が得られ，独立したものとして評価できる

段階にあるか。教育効果に対する考察がなされている

か。 

 

第6 条  本誌に掲載された論文等の全ての著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む）は，日

本リメディアル教育学会に帰属する。著作権の取り扱いについては，日本リメディアル教育学会著作権規程

に従うものとする。 

第 7 条  他の文献から文章，図，表をそのまま転載する場合は，著作権の問題が生じないよう，必ずその著作権者お

よび出版権者の書面による許可を受ける（自著の場合も必要である）。また，他の文献から文章，図，表を改

変して転載する場合は，前段を準用するほか，著作者人格権の問題が生じないよう，必ずその著作者の書面

による許可を受ける（自著の場合は不要である）。 

第8条  本誌は原則として年一回以上発行する。 

第9条  この規程を改廃するときは，編集委員会の議を経るものとする。 

 

日本リメディアル教育学会 編集委員会 

（2025 年3 月26日 変更） 

 

 

  



『リメディアル教育研究』投稿原稿テンプレート 

 

英文のすべての記事種別の原稿には，投稿時に英文校閲証明書が必要です。 

和文の原稿の場合，英文のタイトル・要旨・キーワードは採録決定後に英文校閲を受け，証明書を提出してください。 
※本誌の査読はダブルブラインド方式のため，投稿者に関する情報は記入しないでください。 
※生成AI を著者とすることおよび生成AIから得た情報を文献として引用することはできません。 

 

和文タイトル 
すべての記事種別の原稿に必須 

ScholarOneと同一の内容 
 

和文サブタイトル 
任意 

ScholarOneと同一の内容 
 

英文タイトル 
すべての記事種別の原稿に必須 

ScholarOneと同一の内容 
 

英文サブタイトル 
任意 

ScholarOneと同一の内容 
 

和文キーワード（3～5 語） 
すべての記事種別の原稿に必須 
ScholarOneと同一の内容 

 

英文キーワード（3～5 語） 
すべての記事種別の原稿に必須 
ScholarOneと同一の内容 

 

和文要旨（400 字程度） 
注1を参照のこと 
ScholarOneと同一の内容 

 

英文要旨（300 語程度） 
注2を参照のこと 
ScholarOneと同一の内容 

 

研究課題（200 字程度） 
(Research Question) 

注1と注3を参照のこと 

 

生成AI の使用について 
すべての記事種別の原稿に必須 

注4を参照のこと 
 

注1：論文，実践研究論文，研究ノート，実践報告，資料，教材解説，Research Paper，Practical Research Paper，Research Note，
Practical Report，Data，Reviews of Teaching Methods の記事種別の原稿は投稿時に必須 

注2：Research Paper，Practical Research Paper，Research Note，Practical Report，Data，Reviews of Teaching Methods の記事種別の

原稿は投稿時に必須（英文校閲証明書の提出も必要） 
論文，実践研究論文，研究ノートの記事種別の原稿は掲載時点で必須（英文校閲証明書の提出も必要） 
実践報告，資料，教材解説の記事種別の原稿は掲載時点で任意（英文校閲証明書の提出は必要） 

注3：この投稿で何をどこまで明らかにしようとしているか記入してください 

注4：この投稿の原稿の執筆時や研究過程において生成AI を使った場合，どのような方法で何に使ったか記入してください 

 

 

  



1 はじめに  ←章（大見出し) 
『リメディアル教育研究』（以下，本会誌）の場合，投稿

者は学会誌のサイトから投稿システムにアクセスし，著者

情報，記事種別，タイトル，要旨，キーワードは，投稿・

査読システムの該当画面で入力し，本テンプレートに上書

きした原稿を添付して投稿する。 
投稿前には，学会誌サイトで最新の「投稿規程」「執筆要

項」を確認してほしい。各種別で期待される記載内容と原

稿ページ数，等が記載されている。 
完成原稿の本文は，26字×50行の2段組である。原稿

提出時には，ページ番号は入れず，タイトル，キーワード

等の原稿への記入は不要である。 
 
2 原稿の作成について  
2.1 本文   ←節（中見出し） 
2.1.1 文字  ←節（小見出し） 

Word を使用する場合，このテンプレートに上書きする

ことで，印刷原稿に近い原稿が作成できる。査読者の負担

軽減のため，投稿者はテンプレートに沿って原稿を作成し

てほしい。 
和文原稿の場合，基本的には，全角（明朝，10.5pt）で

作成する。英文原稿の場合は，半角(Century, 10.5pt) で作

成する。本文中のアルファベットと数字は，すべて半角

(Century, 10.5pt)とする。ただし，Centuryはイタリック

体に対応していないため，必要があればCenturyを用いな

くても良い。ローマ数字は全角（明朝，10.5pt）である。 
なお，これら英数字の字体は，表記の揺れを統一するた

め，印刷時に印刷所が修正する場合がある。 
2.1.2 括弧 
括弧は，括弧内に全角文字がある場合，全角括弧を使用

する。たとえば，文部科学省（以下，文科省）の両括弧は

全角である。一方，括弧内がすべてアルファベットや数字

などの半角文字の場合，半角括弧を使用する。たとえば，

谷川 (2012) の両括弧は半角である。 
2.1.3 句読点 
本文中の句読点は，原則として，和文の場合は「。」「，」

（全角），英文の場合は「.」「,」（半角）である。その他の言

語や数式等が入る場合には，適宜，判断する。 
 
2.2 見出し 
印刷原稿の見出しは，すべてゴシックである。サイズは

すべて本文と同じ10.5ptとする。 
それぞれの見出しには，階層に準じた通し番号を付ける。

見出しの数字部分は，半角である。ただし，大見出しのみ

数字も全角で太字とする。 
「大見出し」は，章（「１ はじめに」など），「中見出し」

は，節（「2.1 本文」「2.2 見出し」など），「小見出し」

は項（「2.1.1 文字」「2.1.2 括弧」など）を指す。 

大見出しと中見出しの場合，見出しの上は 1 行あける。

ただし，大見出しと中見出しが続く場合にはその間はあけ

ない。また，小見出しの場合には，上下に行をあけない（こ

のテンプレートの通りである）。 
 

2.3 見出しに関する注意点 
見出しの段数は 3 段（大見出し，中見出し，小見出し）

までとする。階層はこのレベルまでに収め，これ以上に見

出しを深くしない。 
見出しは，見やすさの観点から1行で収まるように簡潔

に書いてほしい。やむを得ず見出しが2行以上にわたる場

合，2行目は 次のように1行目の文頭に揃える。 

2.3.1 見出しを1行に収めることができない場合の 

    見出しの書き方 
  

2.4 図表 
2.4.1 図と表の定義 

 「表」は文字・数字・罫線で構成されたもので，数値自

身が説明的な意味を持つものである。例えば，収支報告，

成績表などは表である。ただし，数値がなく，文字情報だ

けであっても，罫線で区切ってあれば表とする。例えば，

時間割，旅程などは表である。 
 一方，「図」は，表以外のもので，物の形状などが描写さ

れ，それが説明的な意味を持つものである。例えば，グラ

フやフローチャートなどは図である。また，写真は図であ

る。 
 

2.4.2 図表の色 
 本会誌の印刷は原則として白黒になる。事前に必ず白黒

印刷をして，読み取りに支障がないことを確認する。図表

には外枠を付け，背景は無色とする。 
 なお，カラー印刷については，原稿の採択後，編集委員

会がその必要があると認める場合のみ可となる。この場合

は筆者の実費徴収で対応する。 

 
2.4.3 印刷仕上がりでの配置 
 図表は，原則として，本文で言及があった箇所以降に埋

め込む。貼り付ける図表が1段に収まらなければ，左右2
段にまたがってもよい。 
 図や表1)は，本テンプレートの図1または表1のように，

本文と図表の間は1行あけ，本文中に埋め込むように配置

する。ただし，図表が段の1番上に来る場合は，1行あけ

なくて良い。 
 ただし，図表の位置は，最終的には印刷所のレイアウト

により，原則として印刷時には段の最上部あるいは最下部

にまとめられる。 
 
2.4.4 図題と表題 
図題は，図の下に付ける。図題には，通し番号を付ける。

「図 1」のように，図題はゴシック，図番はArial である。

たとえ原稿中に図が一つしかなくても，「図1」となる。 
 



 
図 

図1 図題はセンタリング 

 
 表題は，表の上に付ける。表題には，通し番号を付ける。

「表 1」のように，表題はゴシック，表番はArial である。

たとえ原稿中に表が一つしかなくても，「表1」となる。 
 

表1 表題はセンタリング 

――――――――――――――――――――― 
 
表 
 

――――――――――――――――――――― 
 
図題・表題が2行以上にわたる場合は，2行目以降の書

き出し位置は，1 行目の図題・表題の書き出し位置に揃え

る（書き方は，2.3.1を参照）。 
 

2.4.5 図表の本文中での言及 
すべての図表は，本文中で必ず言及する（本文中に言及

のない図表が原稿に含まれていないことを確認する）。な

お，図または表に本文中で最初に言及する際は，図1や表

1のように，ゴシック＋Arialで表す。同一図表に再度言及

する場合は，図 1 や表 1 のように，明朝＋Century とな

る。 
 

３ 本文中の引用資料の記載 

本文中の文献の引用方法や引用・参照文献の書き方につ

いては，以下の通りである。 
3.1 著者年号方式 

本文中の引用・参照文献は，著者年号方式（ハーバード

方式）で書く。文中には下記のように資料を特定できる情

報（著者名と発行年）を載せる。 
 
リメディアル教育 (remedial / developmental 

education) というタームは，荒井 (1995), 羽田

(1996)によって初めて提示された（谷川, 2010）。ア
メリカの学会や社会における受容の様相について

はArendale (2005)が詳しく論じている。 

 
本文で括弧内に文献情報を複数記載する場合は，アルフ

ァベット順で，同一筆者ごとにまとめ，間は半角のセミコ

ロンで区切る。 
 

アメリカ型学習センターが日本高等教育機関に

設置されてから22年目を迎えた（中園他,2016; 谷
川, 2018,2019; 寺田・長尾, 2013）。学生によるさま

ざまな学習・学修支援がなされている。 

 
引用ページを示す場合には，本文中で（長尾，2019，

pp.15-16）あるいは，長尾 (2019, pp.15-16)等のように示

す。地の文のカンマは全角だが，この場合は半角カンマ＋

半角スペースである。 
背景の理解や知識に関する情報を与えるために文献等

の資料を引用したい場合には，本文や注釈の中でその旨を

明記する。 
 

3.2 著者が複数の場合 

 共著者が2名の場合は，寺田・長尾 (2013)や（寺田・長

尾, 2013）のように，2名の筆者を全ての引用箇所に書く。

英文の場合は，Nozaki & Ogawa (2013)や(Nozaki & 
Ogawa, 2013)のように「&」を使用する。 
 共著者が 3 名以上の場合は，中園他 (2019)や（中園他, 
2019）のように「他」を使用し，第一筆者名を書く。英文

の場合も同様に，Wayne et al. (2015) や (Wayne et al., 
2015)と表記する。  

 
４ 注と参考文献リストについて 
4.1 注 
注(note)は文末脚注とし，番号は本文中の該当箇所の右

肩に 1) のように上付き文字で表記する。数字と括弧は

Centuryである。同じ箇所に複数の注釈が関わる場合には，
1,2)や 1-4)のようにする。 
注は，本文のあとに1行あけて書く。文字の大きさにつ

いて，見出しは 10.5pt，本文は 10.0pt とする。本文中の

言及箇所に付した注番号と注釈の番号とが対応している

かどうかよく点検する。 
 

4.2 引用・参照文献リスト 

「注」の後に1行あけて，引用・参照文献リストを書く。

リストの見出しは「引用資料」である。これはreferences
の和訳である。 
文字の大きさは，見出し 10.5pt，本文 10.0pt とする。

リストは和文と英文を区別せず，筆頭著者の姓あるいは資

料作成者の名称をアルファベット順に並べる。和文の場合

は，ヘボン式ローマ字の順で並べる。 
同じ出版年のものが複数あるときは，2021a，2021b の

ようにアルファベットで区別する。また，出版年が不明の

場合はn.d.とする。 
文献リストの例を本稿末に示すので，参考にしてほしい。 
 
 
 



５ その他の注意事項  
5.1 検定等で用いる統計量の字体について 

 検定統計量の表記については，原則として，以下の通り

とする。 

 １）検定統計量を表す記号の立体，斜字体の区別について

は，APA 第7版(Table6.5)に従う（例えば，χは立体であ

る。t，Fは斜体である。） 

 ２）p値の表記については，小数点前の0を省略する（1%
水準ならば，p<.01）。 

 ３）検定においては，自由度を括弧内に書く（例えば，t 
(151) = 3.34，χ2 (1) = 12.792，F (25, 30) = 1.33など）。 

 本文中では2は右肩に数式用の指数（上付き文字）で表

示する。その他，カイ二乗検定の統計量は，χ（カイ）を用

い，x（エックス）で代用しないこと。 

 

5.2 文章表現上の注意 

5.2.1 本文の体言止めの禁止 
文章として読み上げたときに意味が通じるように書く

ことを基本とするため，本文の文章では，原則として体言

止めはしない。 
ただし，どうしても体言止めで項目を列挙したい場合に

は，小見出しを活用する。または，図あるいは表として構

成し，本文から外に出す。あるいは，次のような箇条書き

にしてもよい。 
 ①このようなこと 
 ②あのようなこと 
 ③・・・・・ 
5.2.2 記号について 
本文中では「＝」「→」などの意味に幅のある記号はでき

るだけ使わず，文章化する（数式として利用する場合を除

く）。使うのであれば，その記号の意味するところをあらか

じめ明示する。 
5.2.3 対象者の表記 
原則として，小学生は「児童」，中学生・高校生は「生徒」，

大学生・短期大学生・高等専門学校生は「学生」と表記を

統一する。大学院生は「大学院生」とする。 
5.2.4 年号について 
 「平成」や「令和」の年号は使用せず，原則として西暦

で表現する。 
5.2.5 その他 

適切に段落分け，改行をし，読みやすい紙面になるよう

に工夫する。例えば，一章が改行なしで完結している場合，

どこかで改行できないか，節で分けられないかを再度検討

して欲しい。 
また，読みやすさの観点から「字面の白さ」（「及び」よ

りも「および」，「従って」よりも「したがって」）が望まし

い。また，同一原稿の中で表記を一致させることも査読者

のストレスを軽減するので，留意して欲しい。なお，こう

した表記のゆれは，印刷所による校正の際に統一する場合

がある。 

６ おわりに 
本学会は，その性格上，様々な学問分野の会員が所属し

ている。投稿者は，専門外の会員が読むことを想定して，

言いたいことが確実に伝わるよう，明晰で平明な文章で書

くようお願いする。内容的には高度な原稿が持って回った

表現や分かりにくい表現であることがしばしばある。 
原稿の文章が明晰で，平明であることは，オープンアク

セスが当たり前の現代の学会誌に必要な資質である。筆者

の文体は尊重する一方で，専門外の会員にとって理解が困

難と判断される場合は，査読を通過しても，編集委員会か

ら構成や文章表現等について執筆者に変更を求める場合

がある。 
 
注（この行は10.5pt） 
1) 注はこのように，本文末にまとめて書く。ページごとの

脚注とはしない。「注」の見出しには通し番号を付けず，

ゴシックの太字とする。注の番号とともに，注の文字サ

イズは，10ptとする。また，「注」と「引用資料」は，文

字サイズと行間が異なる。 
2) 文献リストにおいて共著者名（20名以下）は省略せず全

員を記入する。共著者が 20 名を越える等，本テンプレ

ートが想定していないケースは APA 第 7 版の書式に従

うものとする。 
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