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Liberal arts
Liberal arts

 よりよく生きるための
 知の力を身につける。
「知は力」であり、「知は楽しみ」でもあります。

しかも、その力や楽しみは、尽きることはありません。

学べば学ぶほど、物事やニュースの「本質」が見えてきます。

混迷の時代に判断を誤らない「見識」も養われます。

そして、全人格的な「人間力」が磨かれます。

生涯、学びつづける――。そのことで、

人生の豊かさ、楽しさは、どんどん大きくなっていくのです。

「テンミニッツTV」は、日本を代表する有識者の

「本物の講義」を 1 話 10 分の動画で配信。

しかも、新しい講義が日々更新され、

膨大な知が蓄積されています。

まさに、生涯の学びを支える「最高の場」です。

新しい時代の「知のメディア」　Liberal Arts & Sciences

テンミニッツTV

1話10分の教養動画メディアで、

深く知りたい。本質・核心に迫りたい。
「知の力」こそが人生を豊かで、楽しいものにする。
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　現在は「知識の爆発」の時代である。科学や技術は急速に進歩し、それに伴って社会のあり方も
激変していく。日々の選択や決断のために必要となる知識や情報が、爆発的に増えている。
　それはつまり、「知の全体像」を皆がある程度は共有しないと、社会全体として前に進めないと
いうことである。私が「知の構造化」ということを言い出した背景はそういうことであった。「知
の構造化」とは、知識のピースを集めて「知の全体像」を描いていくことである。
　では、どうすれば「知の構造化」ができるだろうか。私が大学にいたときからやってきたことは、
「このことは、この人に聞くと、だいたい正しそうだ」という人たちのネットワークを、各分野に築
き上げていくことであった。
　そういう信頼に足る人を、「どれだけの分野で、どれだけ持っているか」。そのことが、世界の全
体像をできるだけ正しく把握するために、重要になる。
　そこで私が考えたのが、そのようなことを可能にする「有用な場」を、デジタル空間につくりあ
げることであった。
　物事の本質をつかむには、そのテーマについて「わかっている人」の話を聞くことが、もっとも
効率のよい手段となる。これこそ、「知の構造化」のために有力な手法である。
　ただし、そのためには「わかっている人」を見分ける「感性」が必要不可欠だ。もし、その「感性」
を代行してくれるサービスがＷｅｂ上にできたら、それは驚くほど有用ではないか。
　時間は 10分単位であることが重要だ。話し手からすれば、テレビ放送などでは収録で数十分話
しても、数秒、数十秒だけ切り取って使われることが多く、徒労感ばかり覚える。逆に聞き手とし
ても、1時間も 2時間も要点を理解しがたい話が続いたら疲れてしまう。やはり標準的には 10分
ぐらいを一単位とした話を、クオリティの保証された人に話してもらうのがいい。
　このような考えが、テンミニッツＴＶの発想の原点となり、最高水準の「教養」を 10分の動画で
学ぶ教養メディアが誕生したのである。
　「知識の爆発」の時代には、一生勉強していくことが大切である。人間には誰しも知的好奇心があ
るはずである。それが満たされるような「学び」は、人生の喜びの一つであろう。
　デジタル空間に築き上げられた「知の構造化」の学び舎であれば、生涯にわたって学び、成長し
ていくことができる。そして、過誤の情報に惑わされることなく、誇り高き自由人として正しく
判断し行動するために必須の「現代のリベラルアーツ」を身につけることができる。
　これまでの常識さえ、どんどん覆されていく激動の時代においては、そのようなリベラルアー
ツこそが、最大の武器となる。現代におけるリベラルアーツとは、まさに「よりよく生きるための
知の力」なのである。

　さまざまな分野の第一線で活躍する有識者の 1 話約 10 分の講義動画の配信により、「より
よく生きるための知の力」を養い高めるというコンセプトの下、東京大学第 28 代総長・小宮山
宏氏を講師陣の座長に迎え、島田晴雄氏（慶應義塾大学名誉教授）、曽根泰教氏（慶應義塾大学
名誉教授）を副座長として、2014 年 2 月より、株式会社 NTT ドコモとの協業事業としてサ
ービスを開始しました。

　大学教授をはじめ、技術者・経営者・政治家・作
家・医師など、各界で活躍する数多くの有識者が講
師として出演しています。また、毎日１話以上の講
義が追加されています。

　さまざまな分野の学術的・古典的な教養のみなら
ず、時事問題や社会課題、ビジネス・経営分野など、
広範な分野の動画講義を配信しています。日々、講
義が増え、テーマも次々に拡大しています。

　さまざまな方のライフスタイルに沿って、スキマ時間に、
いつでもどこでも、ＰＣ、タブレット、スマートフォンなど
マルチデバイスで、良質かつ多彩な講義を視聴できます。
　また、「講義テキスト」（印刷可能）や、「講義メモ機能」
（講義中の名言や、自分の所感などを書き留めて蓄積
できる）など、学びに便利な機能を実装しています。

テ ン ミ ニ ッ ツ Ｔ Ｖ と は

最高水準の「教養」を、１０分の動画で学ぶ

約280名の
日本を代表する
各界の有識者が講師

5,100話以上の
広範な分野を網羅する講義

1話約10分の
マイクロラーニング＆
充実の学びの機能

ス マ ホ や Ｐ Ｃ で 、い つ で も 、ど こ で も

本 メ デ ィ ア の 3 つ の 特 長

経　営
と

スキル

時事問題
の
洞　察

芸　術
と

文　化

科　学
と
技　術

哲　学
と
生き方

歴　史
と

社　会

政　治
と

経　済

特

長

1

特

長

2

特

長

3

テンミニッツＴＶの
意義と喜び

ご挨拶／テンミニッツＴＶ座長　小宮山 宏
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　散歩中に、車の運転中に、就寝前に……。音だけでテンミニッツTVを聞くと、どこ
でも気軽に「学び」を満喫できます。1話 10分の講義を最大25話まで登録できます。
●スマホで、連続再生リストに入れたい講義の「音声再生」をタップ。
●「講義を連続再生リストに追加」をタップ。
●TOPページのメニュー「音声連続再生リスト」からいつでも聴けます。

　よく、ゴルフ場に車で行きますが、以前はラジオを聴くか、
音楽を聴くかでした。ためしにテンミニッツTVの連続再生
で講義を聴いてみたところ、すっかりハマってしまいました。
車に乗っている時間はムダな時間だと思っていましたが、遊
びに行きながら学べるので、不思議な充実感と、得をした感
じがあります。　　　　　　　　　　　　（東京都　I.Tさん）

　台所の時間を充実させたいと思い、最初はタブレットを使
っていましたが、ずっと画面を見ているわけでもないので、
スマホの「連続再生リスト」で聴いています。そうすると、気

　以前は、様々なページをプリンターで印字してファイリン
グし、そこにメモをして学びの記録にしていました。「講義メ

兼ねなく家のあちこちに行け
るのもいいです。さらに、テ
ンミニッツTVが便利なのは、
あとで「講義テキスト」を読め
ることです。「ながら聴き」な
ので、全部をしっかり聴けて
いるわけではありませんが、
もう一度、最初から最後まで
視聴しなおすのはおっくうです。講義テキストを読めば、高
速でおさらいできます。　　　　　　　　（東京都　K.Tさん）

モ」機能で保管スペースも不要になり、メモを書いた講義も一
覧できるので、検索もとても便利です。（岩手県　W.Hさん）

　興味のある講義がたくさんある点が「テンミニッツTV」の良いところと感じてい
ます。いろいろなものを学んでいくことは登山に似ているなと思っていたので、「学
習データ」というコーナーで修習講義数に応じて、建造物や山に登っている演出さ
れることに合点しました。毎日の学びの歩みを通じて登山の疑似体験をしているよ
うで、学びの励みになっています。　　　　　　　　　　　　　（長野県 T.Kさん）

　講義を視聴して胸に響いた言葉や気になった言葉などをコピー
して貼り付けたり、自分の所感や考えたことなどを自由に書き込ん
だりできる機能です。本の余白にメモを書いたり、傍線を引いたり
するのと同じ感覚で、自分自身の知の記録を積み重ねていけます。
●講義ページ右下の「鉛筆マーク」をクリック。
●最大 3000 文字まで書き込むことができます。
●メニューの「マイデータ」にある「講義メモ履歴」で、自分のメモ
　を整理・管理できるだけでなく、いつでも講義メモに飛ベます。

　自分はどれだけ学んだのか。学習継続日数や、修習講義数、さらにジャンルごとの
学習進捗度まで、わかりやすく一覧できます。まだ学んでいない講義も教えてくれる
ので、学びのガイドにもなります。
●メニューの「マイデータ」から「学習データ」をクリック。

機 能 紹 介

テンミニッツTVの便利な機能
とっても便利、スマホの「音声連続再生リスト」

自分のためのかけがえのない記録「講義メモ機能」

自分の達成がひと目でわかる「学習データ」

こ ん な 使 い 方 も

こ ん な 使 い 方 も

こ ん な 使 い 方 も
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講師一覧

あ

講師数：284名

青島 未佳
社会・福祉／ビジネス・経営

一般社団法人チーム力開発研究所 理事

秋池 玲子
社会・福祉／ビジネス・経営

ボストンコンサルティンググループ 日本共同代表

秋山 弘子
社会・福祉／医療・健康

東京大学名誉教授
東京大学未来ビジョン研究センター 客員教授

阿久津 聡
ビジネス・経営

一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専
攻教授
DBA プログラムディレクター

朝倉 敏夫
医療・健康

立命館大学 BKC 社系研究機構上席研究員
国立民族学博物館名誉教授
総合研究大学院大学名誉教授

浅島 誠
科学技術

東京大学名誉教授
帝京大学 先端総合研究機構 特任教授

浅見 帆帆子
文化・芸術

作家

東 秀敏
国際

米国安全保障企画研究員

荒木 一視
医療・健康

立命館大学食マネジメント学部 教授

阿良田 麻里子
医療・健康

立命館大学食マネジメント学部 教授
立命館大学食総合研究センター センター長

飯田 哲也
環境・資源

特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所 
所長

五十嵐 沙千子
哲学・思想

筑波大学人文社会系准教授

池上 英洋
文化・芸術

東京造形大学教授

池谷 浩
社会・福祉

山梨県富士山科学研究所 客員研究員
農学博士

井澤 裕司
医療・健康

立命館大学食マネジメント学部 教授

石川 正俊
科学技術

東京理科大学学長
東京大学名誉教授

石川 好
国際

作家

石田 雅芳
医療・健康

立命館大学食マネジメント学部 教授

石原 結實
医療・健康

医学博士
イシハラクリニック院長

磯貝 明
環境・資源／科学技術

東京大学特別教授
東京大学名誉教授

一條 和生
ビジネス・経営

一橋大学名誉教授

一ノ瀬 正樹
哲学・思想

東京大学名誉教授
武蔵野大学人間科学部人間科学科教授

伊藤 充
社会・福祉／教育

新潟青陵大学 福祉心理こども学部 特任教授

伊藤 元重
金融・経済／ビジネス・経営

東京大学名誉教授

井上 正也
政治／歴史・民族

慶應義塾大学法学部教授

井口 潔
教育

九州大学名誉教授
日本外科学会名誉会長
医学博士・理学博士

猪瀬 直樹
政治／社会・福祉／ビジネス・経営／環境・資源

作家
参議院議員

今村 聡
医療・健康

元公益社団法人日本医師会 副会長
一般社団法人 健康・省エネ住宅を推進する国民
会議 会長

植田 和男
金融・経済

第 32 代日本銀行総裁
東京大学名誉教授

上野 誠
歴史・民族／文化・芸術

國學院大學文学部日本文学科 教授（特別専任）
奈良大学 名誉教授

上濱 正
医療・健康

日本顎咬合学会元理事長
ウエハマ歯科医院院長
歯学博士

臼井 二美男
社会・福祉／医療・健康

義肢装具士
切断者スポーツクラブ「スタートライン Tokyo」創
設者

内田 智士
医療・健康

東京医科歯科大学 難治疾患研究所 教授 
京都府立医科大学 大学院医学研究科 特任教授

浦 環
科学技術

東京大学名誉教授
株式会社ディープ・リッジ・テク代表取締役

江上 剛
社会・福祉／ビジネス・経営

作家

江口 克彦
教育／ビジネス・経営

株式会社江口オフィス代表取締役社長
元参議院議員
PHP 総合研究所元社長

江崎 昌子
歴史・民族／文化・芸術

洗足学園音楽大学・大学院教授
日本ショパン協会理事

江渡 浩一郎
社会・福祉／ビジネス・経営

産業技術総合研究所 主任研究員
デジタルハリウッド大学大学院 特任教授

遠藤 英俊
医療・健康

元国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 
長寿医療研修センター長
いのくちファミリークリニック院長

及川 智正
ビジネス・経営

株式会社農業総合研究所 代表取締役会長 CEO

大上 二三雄
金融・経済／ビジネス・経営

MICG 代表取締役
トプコンヘルスケア社 チェアマン
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大久保 喬樹
文化・芸術

東京女子大学名誉教授

大鹿 哲郎
医療・健康

筑波大学眼科教授

大竹 美喜
教育／ビジネス・経営

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）
日本支社創立者

太田 差惠子
社会・福祉

介護・暮らしジャーナリスト
ファイナンシャルプランナー（AFP)

大野 玄妙
哲学・思想／文化・芸術

法隆寺第 129 世住職、聖徳宗第 6 代管長

岡崎 久彦
国際

外交評論家

岡島 礼奈
ビジネス・経営／科学技術

株式会社 ALE 代表取締役社長 CEO

岡田 有策
ビジネス・経営

慶應義塾大学理工学部管理工学科 教授

岡 朋治
科学技術

慶應義塾大学理工学部物理学科教授

岡部 徹
環境・資源／科学技術

東京大学生産技術研究所教授

岡村 定矩
科学技術

東京大学名誉教授
東京大学 EMP（エグゼクティブ マネジメント プロ
グラム）エグゼクティブ・ディレクター

岡本 薫明
政治／金融・経済

第 15 代財務事務次官
日本たばこ産業（JT）取締役副会長

岡本 浩
環境・資源／科学技術

東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長
執行役員最高技術責任者
スマートレジリエンスネットワーク代表幹事

岡本 行夫
国際

外交評論家
MIT 国際研究センターシニアフェロー

沖 大幹
環境・資源／科学技術

東京大学大学院工学系研究科 教授

沖野 郷子
環境・資源／科学技術

東京大学大気海洋研究所教授
理学博士

小黒 一正
金融・経済

法政大学経済学部教授

刑部 芳則
文化・芸術

日本大学商学部准教授

尾崎 紀夫
医療・健康

名古屋大学大学院医学系研究科特任教授
医学博士

小澤 俊夫
歴史・民族

小澤昔ばなし研究所所長
筑波大学名誉教授

落合 弘樹
歴史・民族

明治大学文学部史学地理学科専任教授
博士（文学）

大内 尉義
医療・健康

国家公務員共済組合連合会虎の門病院 顧問
東京大学名誉教授
医学博士

小野寺 五典
政治／国際／社会・福祉

衆議院議員

小和田 哲男
歴史・民族

静岡大学名誉教授
文学博士

海部 陽介
歴史・民族／科学技術

東京大学総合研究博物館 教授

柿沼 陽平
歴史・民族

早稲田大学文学学術院教授

柿埜 真吾
政治／金融・経済／歴史・民族／哲学・思想

経済学者
思想史家

葛西 敬之
ビジネス・経営

元東海旅客鉄道（JR 東海）代表取締役名誉会長

梶川 裕矢
科学技術

東京大学 未来ビジョン研究センター 教授
東京工業大学環境・社会理工学院 特定教授

片岡 一則
医療・健康

ナノ医療イノベーションセンター センター長
東京大学名誉教授

片田 敏孝
社会・福祉

群馬大学名誉教授

片山 杜秀
歴史・民族／文化・芸術

慶應義塾大学法学部教授
音楽評論家

片山 善雄
政治／社会・福祉

元防衛省防衛研究所 防衛政策研究室 主任研究官

加藤 真平
社会・福祉／科学技術

東京大学大学院情報理工学系研究科 特任准教授
株式会社ティアフォー　創業者

蒲島 郁夫
政治／社会・福祉

元熊本県知事

椛島 健治
医療・健康

京都大学大学院 医学研究科 皮膚科学 教授

鎌田 東二
歴史・民族／哲学・思想／文化・芸術

京都大学名誉教授

鎌田 富久
ビジネス・経営

TomyK Ltd. 代表
株式会社 ACCESS 共同創業者

上石 勲
社会・福祉

防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター 特任
参事
長岡技術科学大学 客員准教授

神藏 孝之
教育／歴史・民族／ビジネス・経営／国際

公益財団法人松下幸之助記念志財団 理事
松下政経塾塾長代理
テンミニッツ TV 論説主幹

河合 祥一郎
文化・芸術

東京大学大学院総合文化研究科教授
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川合 伸幸
社会・福祉／哲学・思想／科学技術

名古屋大学大学院情報学研究科教授

河合 弘之
ビジネス・経営

さくら共同法律事務所 所長・弁護士
映画監督

川上 浩司
社会・福祉／ビジネス・経営／科学技術

京都先端科学大学教授

川嶋 渉
文化・芸術

京都市立芸術大学 美術学部美術科（日本画専攻）
教授

川瀬 慈
国際／社会・福祉

国立民族学博物館学術資源研究開発センター教授
総合研究大学院大学教授
映像人類学者

川出 良枝
政治／哲学・思想

東京大学大学院法学政治学研究科教授

河原 英雄
医療・健康

日本顎咬合学会元会長（現顧問）
医学博士

菊地 臣一
医療・健康

福島県立医科大学 元・理事長兼学長

岸 輝雄
環境・資源／科学技術

東京大学名誉教授

北河原 公敬
哲学・思想／文化・芸術

東大寺長老

行徳 哲男
哲学・思想

日本 BE 研究所 所長

清宮 克幸
教育／文化・芸術

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会 副会長

釘貫 亨
歴史・民族／文化・芸術

名古屋大学名誉教授

楠木 新
社会・福祉／ビジネス・経営

人事・キャリアコンサルタント

楠木 建
ビジネス・経営

一橋大学大学院 経営管理研究科 国際企業戦略
専攻 特任教授

久住 時男
政治／社会・福祉

元・見附市長

工藤 七子
金融・経済

一般財団法人 社会変革推進財団（SIIF）常務理事

國廣 正
ビジネス・経営

弁護士・国広総合法律事務所パートナー

神代 雅晴
社会・福祉／医療・健康

元一般財団法人日本予防医学協会理事長
産業医科大学名誉教授
学術博士

黒川 伊保子
社会・福祉／教育

株式会社感性リサーチ 代表取締役社長
人工知能研究者
随筆家

黒澤 尚
医療・健康

社会医療法人社団順江会江東病院理事長
順天堂大学医学部名誉教授

黒田 麻衣子
ビジネス・経営

株式会社東横イン 代表執行役社長

黒田 基樹
歴史・民族

駿河台大学法学部教授
日本史学博士

桑原 晃弥
金融・経済／ビジネス・経営

経済・経営ジャーナリスト

小泉 純一郎
政治／国際／環境・資源

第 87 代、第 88 代、第 89 代内閣総理大臣
元衆議院議員

小泉 武夫
環境・資源／文化・芸術

農学博士
食文化評論者
東京農業大学名誉教授

小泉 宏之
科学技術

東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授

纐纈 一起
環境・資源／科学技術

東京大学地震研究所 名誉教授
理学博士

髙坂 節三
哲学・思想

公益財団法人 日本漢字能力検定協会 顧問

古賀 伸明
社会・福祉／ビジネス経営

日本労働組合総連合会（連合）第 6 代会長
公益社団法人国際経済労働研究所 会長

コシノ
ジュンコ

文化・芸術

腰原 幹雄
環境・資源／科学技術

東京大学生産技術研究所 教授

小林 浩
社会・福祉／教育

リクルート進学総研所長・カレッジマネジメント編
集長

小林 喜光
ビジネス・経営

東京電力ホールディングス株式会社 取締役会長

小林 りん
社会・福祉／教育／ビジネス・経営

ユナイテッド・ワールド・カレッジ ISAK ジャパン 
代表理事

小原 雅博
国際

東京大学名誉教授

小宮山 宏
教育／環境・資源／科学技術

東京大学第 28 代総長
株式会社三菱総合研究所 理事長
テンミニッツ TV 座長

小室 淑恵
社会・福祉／ビジネス・経営

株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長

西川 廣人
ビジネス・経営

株式会社西川事務所代表
日産自動車株式会社 元代表執行役社長兼 CEO

斉藤 永吉
社会・福祉／ビジネス・経営

株式会社北都銀行名誉顧問

齋藤 健
政治／教育

衆議院議員 経済産業大臣
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斎藤 成也
歴史・民族／科学技術

国立遺伝学研究所 名誉教授

三枝 匡
ビジネス・経営

株式会社ミスミグループ本社名誉会長、第２期創
業者

早乙女 勝元
歴史・民族

元東京大空襲・戦災資料センター名誉館長
作家

坂井 孝一
歴史・民族

創価大学文学部教授
博士（文学）

坂村 健
科学技術

YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所 所長
東京大学名誉教授

佐々木 健一
ビジネス・経営／科学技術

NHK エデュケーショナル シニアプロデューサー
（TV ディレクター／ノンフィクション作家）

佐々木 正人
科学技術／哲学・思想

多摩美術大学美術学部・統合デザイン学科客員
教授
東京大学名誉教授

佐宗 邦威
社会・福祉／ビジネス経営

戦略デザインファーム BIOTOPE 代表

佐高 信
政治

評論家

佐藤 康宏
文化・芸術

東京大学名誉教授

佐野 尚見
教育

元松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式
会社）代表取締役副社長

澤田 秀雄
ビジネス・経営

株式会社エイチ・アイ・エス 最高顧問

ジェラルド・
カーティス

政治／国際

政治学者
コロンビア大学名誉教授

執行 草舟
哲学・思想

戸嶋靖昌記念館館長
（株）日本生物科学、（株）日本菌学研究所 代表
取締役社長

柴 裕之
歴史・民族

東洋大学文学部史学科非常勤講師
駒澤大学文学部歴史学科日本史学専攻非常勤講師
文学博士

渋沢 雅英
ビジネス・経営／歴史・民族

渋沢栄一曾孫
公益財団法人渋沢栄一記念財団相談役

島田 晴雄
政治／金融・経済／国際／ビジネス・経営／歴史・民族

慶應義塾大学名誉教授
テンミニッツ TV 副座長

島 宗理
哲学・思想

法政大学文学部心理学科教授

上甲 晃
教育／ビジネス・経営

志ネットワーク代表

白石 隆
国際

公立大学法人熊本県立大学 第 3 代理事長
国際政治学者

末井 昭
社会・福祉

編集者・作家

鈴木 真二
科学技術

東京大学名誉教授
東京大学未来ビジョン研究センター特任教授
福島ロボットテストフィールド所長

鈴木 達治郎
国際／環境・資源／科学技術

長崎大学 核兵器廃絶研究センター (RECNA) 教授

鈴木 宏昭
社会・福祉／教育／ビジネス・経営

元青山学院大学 教育人間科学部教育学科 教授
博士（教育学）

鈴木 康友
政治／社会・福祉／歴史・民族

元浜松市長
山梨県顧問
浜松医科大学顧問

住 明正
環境・資源／科学技術

理学博士
東京大学名誉教授
東京大学未来ビジョン研究センター 客員研究員

関 幸彦
歴史・民族

歴史学者
元日本大学文理学部史学科教授

瀬口 清之
ビジネス・経営

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹

曽根 泰教
政治／社会・福祉／教育

慶應義塾大学名誉教授
テンミニッツ TV 副座長

高尾 善希
歴史・民族

三重大学国際忍者研究センター 准教授

高島 修
金融・経済

シティグループ証券 チーフ FX ストラテジスト

高橋 一生
国際／教育

元国際基督教大学教授
リベラルアーツ 21 代表幹事

高橋 誠一
ビジネス・経営

三光ソフランホールディングス株式会社 代表取締
役社長

高橋 孝雄
社会・福祉／医療・健康

慶應義塾大学名誉教授（医学部）

髙森 建二
医療・健康

順天堂大学 名誉教授・特任教授
環境医学研究所所長

髙柳 雄一
教育／科学技術

多摩六都科学館 館長

田口 佳史
歴史・民族／哲学・思想

東洋思想研究家

竹内 修一
哲学・思想

上智大学神学部教授
カトリック司祭（イエズス会）

竹内 昌治
科学技術

東京大学大学院情報理工学系研究科 教授

武田 俊太郎
科学技術

東京大学大学院工学系研究科准教授

武田 将明
文化・芸術

東京大学大学院総合文化研究科 教授
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田島 木綿子
科学技術

国立科学博物館 動物研究部 脊椎動物研究グルー
プ 研究主幹

田中 研之輔
ビジネス・経営

法政大学キャリアデザイン学部教授
一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事

田中 琢二
金融・経済／国際

元・国際通貨基金（IMF）日本代表理事

田中 秀明
政治／金融・経済

明治大学公共政策大学院専任教授

田中 洋
ビジネス・経営

中央大学名誉教授

田中 博通
科学技術

東海大学海洋学部　教授

田中 能之
ビジネス・経営

元デュポン株式会社取締役会長
湧永製薬株式会社取締役

谷口 和弘
ビジネス・経営

慶應義塾大学商学部教授
南開大学中国コーポレート・ガバナンス研究院招
聘教授

田村 潤
ビジネス・経営／哲学・思想

元キリンビール株式会社代表取締役副社長
100 年プランニング代表

為末 大
社会・福祉／教育／文化・芸術

Deportare Partners 代表
一般社団法人アスリートソサエティ代表理事
元陸上選手

津崎 良典
哲学・思想

筑波大学人文社会系 教授

鄭 雄一
哲学・思想／医療・健康

東京大学大学院工学系研究科 バイオエンジニア
リング専攻教授

出口 治明
社会・福祉／教育

立命館アジア太平洋大学（APU）学長特命補佐

土井 香苗
社会・福祉

国際 NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチ 日本代表

童門 冬二
社会・福祉／教育／歴史・民族

作家

遠山 亮子
ビジネス・経営

中央大学 大学院 戦略経営研究科 教授

徳岡 晃一郎
社会・福祉／ビジネス・経営

株式会社ライフシフト 代表取締役会長 CEO
多摩大学大学院名誉教授・特任教授

鳥海 不二夫
社会・福祉

東京大学大学院工学系研究科システム創成学専
攻教授

中尾 彰宏
社会・福祉／科学技術

東京大学 大学院工学系研究科 教授

中島 隆博
歴史・民族／哲学・思想／文化・芸術

東京大学東洋文化研究所長・教授

中西 輝政
政治／国際／歴史・民族

京都大学名誉教授
歴史学者
国際政治学者

中村 彰彦
歴史・民族

作家

中村 尚
社会・福祉

東京大学 先端科学技術研究センター 教授

成清 雄一
ビジネス・経営

西日本工業大学常務理事・副学長
元 TOTO 株式会社取締役常務執行役員

新浪 剛史
ビジネス・経営

サントリーホールディングス株式会社 代表取締役
社長

仁坂 吉伸
政治／社会・福祉

元和歌山県知事

西垣 通
ビジネス・経営／哲学・思想／科学技術

東京大学名誉教授

西野 精治
医療・健康

スタンフォード大学医学部精神科教授

西山 圭太
金融・経済／ビジネス・経営／科学技術

東京大学未来ビジョン研究センター客員教授
元・経済産業省商務情報政策局長

丹羽 宇一郎
国際

元中華人民共和国駐箚特命全権大使

貫 成人
哲学・思想

専修大学文学部教授
文学博士

納富 信留
哲学・思想／文化・芸術

東京大学大学院人文社会系研究科 研究科長・学
部長・教授

野田 一夫
ビジネス・経営

元一般財団法人 日本総合研究所名誉会長

野田 佳彦
政治／国際

衆議院議員
第 95 代内閣総理大臣

野中 朋美
医療・健康

早稲田大学 創造理工学部経営システム工学科 教授

野本 由紀夫
文化・芸術

玉川大学芸術学部芸術教育学科 教授

橋爪 三郎
社会・福祉／歴史・民族／哲学・思想

社会学者
東京工業大学名誉教授
大学院大学至善館教授

橋本 英樹
社会・福祉／医療・健康

東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻 
保険社会行動学分野 教授

蓮実 一隆
ビジネス・経営／科学技術

ソフトバンクロボティクス株式会社 取締役 CMO

長谷川 眞理子
社会・福祉／哲学・思想／環境・資源／科学技術

日本芸術文化振興会理事長
元総合研究大学院大学長

は
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浜口 直太
教育

国際経営コンサルタント

浜崎 洋介
哲学・思想／文化・芸術

文芸批評家
京都大学経営管理大学院特定准教授

林 望
歴史・民族／文化・芸術

作家・国文学者

原 丈人
金融・経済／ビジネス・経営

内閣府参与
国連経済社会理事会特別諮問機関アライアンス・
フォーラム財団代表理事

板東 洋介
歴史・民族／文化・芸術

東京大学大学院人文社会系研究科 准教授

樋口 隆一
文化・芸術

明治学院大学名誉教授
音楽学者
指揮者

日高 義樹
国際

ハドソン研究所首席研究員

兵藤 裕己
歴史・民族／文化・芸術

学習院大学名誉教授

平野 多恵
歴史・民族／文化・芸術

成蹊大学文学部日本文学科教授

平林 良仁
ビジネス・経営

株式会社キャピタル・アドバイザリー代表取締役
会長

廣瀬 通孝
科学技術

東京大学名誉教授

福井 義高
国際／歴史・民族

青山学院大学 大学院国際マネジメント研究科 教授

藤井 達人
金融・経済／ビジネス・経営

株式会社みずほフィナンシャルグループ　執行理事　
デジタル企画部 部長

藤井 輝夫
教育／科学技術／文化・芸術

東京大学 総長

藤井 敏嗣
環境・資源／科学技術

東京大学名誉教授
環境防災総合政策研究機構・副理事長 兼 環境・
防災研究所長／山梨県富士山科学研究所長

藤尾 慎一郎
歴史・民族

国立歴史民俗博物館 名誉教授

藤田 達生
歴史・民族

三重大学教育学部教授

藤森 義明
ビジネス・経営

株式会社 LIXIL グループ 元 取締役 代表執行役
社長 兼 CEO
日本オラクル株式会社 取締役会長

普天間 朝佳
歴史・民族

ひめゆり平和祈念資料館館長

船橋 洋一
国際

公益財団法人国際文化会館グローバル・カウンシ
ル チェアマン
元朝日新聞社 主筆

夫馬 賢治
ビジネス・経営／環境・資源

株式会社ニューラル代表取締役 CEO
経営・金融コンサルタント
信州大学特任教授

星 浩
政治

TBS スペシャルコメンテーター

堀江 重郎
医療・健康

順天堂大学医学部・大学院医学研究科 教授

堀口 茉純
歴史・民族／文化・芸術

歴史作家
江戸風俗研究家

前野 隆司
哲学・思想

武蔵野大学ウェルビーイング学部、学部長

前原 誠司
政治／国際

衆議院議員

松尾 豊
科学技術

東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究セ
ンター
技術経営戦略学専攻長 教授

松下 功
文化・芸術

元東京藝術大学副学長
元一般社団法人 日本作曲家協議会会長

松下 幸之助
ビジネス・経営／哲学・思想

パナソニック（旧松下電器産業）グループ創業者

松田 次泰
文化・芸術

刀匠

松田 智生
社会・福祉

三菱総合研究所 主席研究員

松本 洋一郎
科学技術

東京大学名誉教授
外務大臣科学技術顧問

真野 俊樹
ビジネス・経営／医療・健康

中央大学大学院戦略経営研究科 教授
多摩大学大学院 特任教授
医師

真山 仁
文化・芸術

小説家

丸島 和洋
歴史・民族

東京都市大学共通教育部 人文・社会科学系 教授

三澤 千代治
ビジネス・経営

MISAWA・international 株式会社 代表取締役社長
ミサワホーム創業者

水島 昇
科学技術／医療・健康

東京大学 大学院医学系研究科・医学部 教授

三谷 宏治
ビジネス・経営／哲学・思想

KIT（金沢工業大学）虎ノ門大学院 教授

南 直人
医療・健康

立命館大学食マネジメント学部 教授

宮坂 昌之
医療・健康

大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい
教授
大阪大学名誉教授

宮本 弘曉
政治／金融・経済／国際

一橋大学経済研究所教授
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宮脇 淳子
歴史・民族

公益財団法人東洋文庫研究員

武藤 真祐
社会・福祉／医療・健康

医療法人社団鉄祐会 理事長

村井 満
ビジネス・経営

公益財団法人日本バドミントン協会代表理事会長
公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）
第 5 代チェアマン

村井 嘉浩
政治／社会・福祉

宮城県知事

村上 輝康
ビジネス・経営

産業戦略研究所 代表　

村田 知之
医療・健康

神奈川県総合リハビリテーションセンター 研究部
リハビリテーション工学研究室研究員

毛内 拡
科学技術

お茶の水女子大学 基幹研究院自然科学系 助教

元祐 昌廣
科学技術

東京理科大学工学部機械工学科 教授

本村 凌二
歴史・民族／哲学・思想

東京大学名誉教授
文学博士

森川 亮
教育／ビジネス・経営

C Channel 株式会社 代表取締役（元 LINE 株式
会社代表取締役社長）

森口 佑介
社会・福祉／教育

京都大学大学院文学研究科准教授

森田 朗
社会・福祉

一般社団法人 次世代基盤政策研究所（NFI）所長・
代表理事
東京大学名誉教授

門田 守人
医療・健康

日本医学会 会長
地方独立行政法人堺市立総合病院機構理事長
大阪大学名誉教授

柳川 範之
金融・経済／ビジネス・経営

東京大学大学院経済学研究科・経済学部 教授

山内 昌之
政治／国際／歴史・民族／哲学・思想

東京大学名誉教授
歴史学者
武蔵野大学国際総合研究所客員教授

山浦 一保
哲学・思想／ビジネス・経営／社会・福祉

立命館大学スポーツ健康科学部・研究科 教授
博士（学術：広島大学）

山下 万喜
国際

元海上自衛隊自衛艦隊司令官

山添 博史
国際

防衛研究所 地域研究部 米欧ロシア研究室長

山田 宏
政治／教育

参議院議員

山田 康弘
歴史・民族

東京都立大学人文社会学部人文学科歴史学・考
古学教室 教授

山本 貴博
科学技術

東京理科大学理学第一部 物理学科 教授

山本 博文
歴史・民族

元東京大学史料編纂所教授

由井 宏治
科学技術

東京理科大学理学部第一部化学科 教授

養田 功一郎
金融・経済／国際

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社 執行
役員

吉川 洋
金融・経済／社会・福祉

東京大学名誉教授

吉田 正紀
政治／国際

元海上自衛隊佐世保地方総監
一般社団法人日本戦略研究フォーラム政策提言
委員

與那覇 潤
社会・福祉／哲学・思想

評論家

賴住 光子
歴史・民族／哲学・思想

駒澤大学仏教学部 教授

R・ターガート・
マーフィー

金融・経済／国際

筑波大学名誉教授

若宮 啓文
国際

元朝日新聞主筆

分林 保弘
ビジネス・経営

株式会社日本 M&amp;A センターホールディング
ス 名誉会長

渡部 玄一
哲学・思想／文化・芸術

チェロ奏者

渡部 昇一
歴史・民族

上智大学名誉教授

渡辺 宣彦
社会・福祉／ビジネス・経営／科学技術

日本マイクロソフト株式会社　執行役員常務 エン
タープライズ事業本部長

渡部 泰明
文化・芸術

東京大学名誉教授
国文学研究資料館館長

渡部 芳德
医療・健康

介護老人保健施設ひもろぎの園 創設者

渡邉 義浩
歴史・民族

早稲田大学常任理事・文学学術院教授

和田 有史
医療・健康

立命館大学食マネジメント学部 副学部長・教授

テンミニッツ
TV 編集部 教養動画メディア
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配信講義一覧

あ

あ

青島 未佳
チームパフォーマンスを高める心理的安全性（全7話）
ハラスメント防止に向けた風土づくり（全5話）

秋池 玲子
組織改革の要諦～活性化と人材活用（全2話）
産業再生機構に学ぶ新産業の人材育成

秋山 弘子
長寿社会の課題と可能性（全6話）

阿久津 聡
健康経営ブランディングのすすめ（全5話）
健康経営とは何か～その取り組みと期待される役割～

朝倉 敏夫
立命館大学食マネジメント学部シリーズ（全8話）

浅島 誠
生命科学の現状と課題～生物研究と再生医療（全6話）

浅見 帆帆子
感じる力～直感で夢を実現する（全3話）

「起こることはすべてベスト」の理由
守護神（目に見えないもの）の働きを認める―宇宙につながる方法

東 秀敏
2020年全米暴動を考える（全2話）
ハーディングとトランプ～100年前の米大統領選を読む（全6話）
2020年度独立記念日演説と第2次米国革命（全7話）
Qanonとは何か？（全3話）

“アメリカとは何か”～米国論再考Vol.1（全3話）
“アメリカとは何か”～米国論再考Vol.2（全4話）
米国史サイクル～歴史の逆襲と2020年代（全4話）
バイデン・ドクトリンの可能性（全3話）

荒木 一視
立命館大学食マネジメント学部シリーズ（全8話）

阿良田 麻里子
立命館大学食マネジメント学部シリーズ（全8話）

飯田 哲也
加速する自然エネルギーの拡大（全2話）

五十嵐 沙千子
[対談]「幸福とは何か」を考えてみよう（全9話）
[対談]「教養とは何か」を考えてみよう（全15話）

池上 英洋
ルネサンス美術の見方（全8話）

池谷 浩
土砂災害と防災（全3話）

井澤 裕司
立命館大学食マネジメント学部シリーズ（全8話）

石川 正俊
高速ビジョンが創る未来～高速画像処理の可能性（全7話）

石川 好
中国の歴史認識・歴史の記憶と日中関係（全4話）
中国の「なぜ」（全8話）

「2015年問題」を考える
「ワン・ピープル、ワン・ネーション」をめざす中国
「逆さ地図」に見る日ロ中韓の宿命的な関係
アメリカの建国の理念と中華思想の類似性
今の時代は「日清戦争前夜」
中国にとって国境問題とは何か
中国の歴史的な習性である二重構造
百年河清を俟つ～中国流の物事の解決方法～

石田 雅芳
立命館大学食マネジメント学部シリーズ（全8話）

石原 結實
クスリのいらない健康法（全14話）

磯貝 明
セルロースナノファイバーとは（全7話）

一條 和生
AIとデジタル時代の経営論（全9話）

一ノ瀬 正樹
原因と結果の迷宮～因果関係と哲学（全8話）
東大ハチ公物語―人と犬の関係（全5話）

伊藤 充
新潟発わくわく教育ファームの推進（全3話）

伊藤 元重
日本企業の「稼ぐ力」を創出するために（全2話）
脱デフレのポイント（全2話）
2017年トランプ新政権を考える（全2話）
トランプ政権と保護主義（全2話）
GDP統計から読み取る日本経済の課題（全2話）
日本の百貨店～培われた強みとは？（全2話）
実務に生きる行動経済学（全2話）
デジタルトランスフォーメーション（全2話）
トランプ政権の保護主義政策の影響（全2話）
オリンピック後の経済を考える（全2話）
[対談]アンチ・グローバリズムの行方を読む（全6話）
グローバル化のトリレンマ（全2話）
米中貿易摩擦の核心と展望（全2話）
危機は経済を大きく変える（全2話）
コロナ禍の世界経済とその行方（全2話）
ビジネス・エコノミクス（全5話）
気候変動問題から考えるSDGs（全2話）
インフレ社会への転換と日本経済の行方（全2話）
2020年以降の日本経済を動かす3つの要因
50年ぶりの「円安」日本～その原因と為替対策に迫る
Amazonが促す流通革命
GXとDX～創造的破壊と「low-hanging fruit」のすすめ
IoT・AIが社会を変える―企業が生き残るための転換点
IoTの活用とサブスクリプションビジネスの可能性
TPPの本質はグローバル化～日本経済の活力に
TPP署名式を終えて―今後の各国の動きと日本の未来予想

「実質実効」の円レートと今後の為替動向
「消費増税再延期」を考える－三つの手法と三つの論点
「働き方改革」の課題と可能性―労働力不足を逆手に
「同一労働同一賃金」～日本の働き方がどう変わるのか
ＡＩＩＢの現状と今後の展望
ＢＲＩＣｓの幻想・中国の勘違い
ＴＰＰ交渉～ＴＰＡ法案が妥結のポイント
まとまらなかったＴＰＰ交渉
　～これで全て終わりではない、妥結に向けた今後のポイント
アジア大交流時代の観光戦略
アベノミクス5年間の成果と課題
アベノミクス～第３の矢は如何に投資を引き出すかがポイント
アベノミクスで潮目は変わったか～「改革のツボ」探り成果を～
アベノミクスの中間総括
アメリカ抜きの「TPPイレブン」、その意味を考える
グローバル競争のメルクマール～中国がEV分野を先導～
グローバル経済の動向～米国は強く欧州は安定、問題は新興国
コンビニの戦略～高級ＰＢ商品の好調と次のステップ
コンビニエンスストアの戦略に見る流通市場のトレンド
サブスクリプション・ビジネスーデマンドサイドから考える
シェアードエコノミーとプロダクト・アズ・ア・サービス
スーパースターの経済学とＡＩの可能性
セキュラースタグネーションと技術革新
トランプ政権とマクロ経済政策―その期待と懸念
トランプ政権と為替の関係
トランプ政権の通商政策を読む
ハブ・アンド・スポークからローカル・トゥ・ローカルへ
ビッグデータの価値とリスク～FB問題と電子マネー～
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ビッグデータ活用が社会や産業の構造を変える
ホンハイのシャープ買収―日本の対内直接投資を考える
マイナス金利導入～ルビコン川を渡った日銀の黒田総裁～
医療改革～医療費抑制のための二つの方向性～
円安が進んでいるのになぜ輸出が増えないのか？
格差と成長～トマ・ピケティ『21世紀の資本』考
格差の固定化と教育問題
学習院大学国際社会科学部の創設
黒田バズーカの影響とこれから―成長戦略との関係で読む
今回の解散総選挙が経済に与える影響
今後、日本の賃金は上がるのか
最終合意見送り～どうなるＴＰＰ交渉
財政健全化～歳出抑制とともに財政の質的向上を
財政健全化～増税先送りの影響と社会保障改革
財政赤字の特効薬は、穏やかなインフレ
若者の就職観とロールモデルの変遷
需要は安泰なのか～マクロ経済の観点から考えるリスク要因
消費増税、ここがポイント～景気は失速するのか～
情報革命の未来―消える仕事、伸びる仕事
情報技術の破壊力
人生100年時代の時間配分と大学の役割
中国の不動産バブル崩壊は本当に起こるのか～三つのケースとの比較～
中国経済の「ニューノーマル」
中国経済の動揺と正確な楽観論の必要性
長期金利の低水準下で取るべき日本の政策
東北、沖縄発―チャンスをつかんだ地域活性化実例
働き方改革―同一労働同一賃金とワークライフバランス
日銀物価見通し修正～脱デフレはトータルで判断
日本の大バーゲンセールが始まった～実質実効為替レートに注目せよ！
日本の電力システム改革～発送電分離と小売の自由化
日本の薬剤費と医療制度改革を考える
日本経済の救世主は「雇用」の中から出現するか
日本経済の展望～「３安」の金利・為替・原油
日本経済を元気にする～対内直接投資
破壊のメカニズム「フィンテック」と金融ビジネスの行方
破壊型イノベーションの必要性
米中の貿易戦争の行方と今後の日本の役割
法人税改革はアベノミクス第三の矢の試金石

井上 正也
岸信介と日本の戦前・戦後（全7話）
福田赳夫と日本の戦後政治（全9話）

井口 潔
98歳の医師が明かす「生物学的教育論」（全9話）

猪瀬 直樹
東京五輪を考える（全3話）
カーボンニュートラル革命と日本の未来（全3話）

『昭和16年夏の敗戦』と『昭和23年冬の暗号』

今村 聡
日本の医療を考える～その特徴と課題（全6話）

植田 和男
日本銀行の新しい政策枠組み（全2話）
金融政策正常化の難しさ（全2話）
2018年の経済動向～インフレ率と金利～
FEDの金融政策、米国株価から見る日本経済の今後

「ヘリコプターマネー」とは何か？ 
ＧＤＰ速報値から読み解くアベノミクスの評価と今後の展望
アベノミクスの正念場～東大日次指数から見る～
イギリスEU離脱のグローバル経済への影響
ギリシャ危機～経済指標から見る今後の展望～
円安が日本経済に与える影響
欧州の金融緩和策と初の「マイナス金利」とは？
金利はどこへ行く？ 長期停滞論とトランプ大統領誕生
公的年金運用の基本姿勢を考える
　～GPIFの基本ポートフォリオの見直し～
新著『大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる』を語る
世界金融経済情勢と日銀のマイナス金利
難民とテロ問題で揺れるヨーロッパ経済
日本の経済動向：2015年秋～アベノミクスの正念場
半年で２倍に急上昇した中国株～バブル到来か～
米国の異例の金融緩和終了へ

上野 誠
「万葉集」の聖徳太子――語りかける人（全6話）
ソフトな歴史学のすすめ（全5話）
折口信夫が語った日本文化の核心（全4話）
万葉集の秘密～日本文化と中国文化（全5話）

上濱 正
[対談]歯科の健康づくり（全4話）

「噛める」ことこそ、健康維持の要点（全2話）

臼井 二美男
義肢装具士の世界と義足作り（全2話）
パラリンピックでの衝撃と「スタートラインTokyo」の挑戦
義足を魅せる！ ー義足モデルによるファッションショー開催

内田 智士
感染症予防・がん治療に使えるmRNAワクチン（全5話）

浦 環
自律型海中ロボット～深海に切り込む（全5話）
自律型海中ロボットは何を目指すか（全4話）
海のジパング計画～海底鉱物を探れ（全3話）
自律型海中ロボットの仕事（全4話）

「ｒ２Ｄ４」インド洋を潜る（全3話）
「ツナサンド」の日本近海調査（全2話）
遠隔操縦機～重作業ROV（全5話）
遠隔操縦機～カメラロボ（全5話）
遠隔操縦機～原子炉ロボット（全3話）
五島列島沖合の海没処分潜水艦群調査（全8話）
若狭湾海中調査と潜水艦曼荼羅（全10話）
戦時徴用船の悲劇と大洋丸捜索（全8話）

「トライドッグ1号」の活躍～ハオリムシサイトの地図作成
自律型海中ロボットの効能

江上 剛
会社人生「50代の壁」（全5話）
バブル世代の現実とこれからの生き方

江口 克彦
松下幸之助の言葉～人間大事の心（全5話）
松下幸之助を語る（全5話）
生き続ける松下幸之助の経営観（全12話）
[対談]松下幸之助と人間大事の経営（全7話）
李登輝に学ぶリーダーの神髄（全10話）

江崎 昌子
ショパンの音楽とポーランド（全9話）

江渡 浩一郎
創造的な場を支える仕組みを研究する（全10話）

遠藤 英俊
認知症とは何か（全7話）

及川 智正
ビジネスとしての農産業～農業×ITベンチャー（全5話）

大上 二三雄
日本企業のグローバル戦略～外資系企業との比較（全5話）
日本企業のグローバル化（全4話）
日本企業のグローバル化を考える

大内 尉義
新病態フレイルとサルコペニア（全3話）

大久保 喬樹
岡倉天心『茶の本』と日本文化（全6話）

大鹿 哲郎
目の健康と医療・最前線（全5話）

大竹 美喜
2020年の再出発に向けて
　～大きな視野で捉えるウォーミングアップの時期～
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欧米の金融資本主義に対する警鐘
自立し自律する若者を育てるために－言葉の力と心の力を養う
努力の積み重ねこそが勝利への道
魅力ある国家形成のために ～挑戦し、限界を突破する～
歴史を知り、偉大なる先人に学び、真のリーダー像を考える

太田 差惠子
50代からの親の介護～その課題と準備（全5話）

大野 玄妙
法隆寺は聖徳太子と共にあり（全8話）

岡崎 久彦
靖国問題の歴史的経過を振り返る（全2話）
オバマ大統領訪日の成果を問う（全2話）

「逆オイルショック」とソ連崩壊
クリミア問題を語る～ロシアへの対応と米欧の思惑～
安倍政権は「従軍慰安婦問題」をどう扱うべきか
安倍総理の保守主義と指導力
極東のバランス・オブ・パワーは中国ＶＳ日米同盟
　～高まる中国軍事力の脅威～
苦節35年、集団的自衛権閣議決定　日本の安保体制確立へ
今後１年の世界動向と日本外交を予測する
混迷するイラクと対応策が分からないアメリカ
習近平の野望～中国の権力闘争
集団的自衛権から憲法改正へ～今後の安倍政権のロードマップ～
政治家としての才覚～安倍晋三と歴代の政治家たち～
対中国問題は政経分離で考えよ
日本は右傾化しているのか
米国とイランの秘密交渉が与える影響力

岡島 礼奈
[対談]宇宙ビジネスの現在と未来（全5話）

岡田 有策
ヒューマンエラーと経営戦略（全10話）
安全活動の構築と企業戦略（全7話）

岡 朋治
ブラックホールとは何か（全8話）

「宇宙の創生」の仕組みと宇宙物理学の歴史（全12話）

岡部 徹
レアメタルの光と影（全7話）
[対談]科学的思考はなぜ大切か（全5話）
アニメで入門「身近なレアメタル」
レアな研究者はいかに「精錬」されたか
レアメタルあれこれ～東大岡部研究室潜入レポ
レアメタルとは何か～レアメタルをめぐる主要課題
レアメタルは本当に体に良いのか？
レアメタル資源戦略～四つのポイント
岡部徹の世界の鉱山・精錬所アドベンチャー紀行
中国レアアース対日禁輸と日本の資源戦略
不安な白金族金属～パラジウムが世界に及ぼす影響
紛争鉱物～レアメタルが抱える光と影
夢は「チタン閣寺」～チタンをコモンメタルへ

岡村 定矩
現在の宇宙の姿（全6話）

岡本 薫明
財政問題の本質を考える（全3話）
[対談]財務省の課題と役割を問う（全2話）

岡本 浩
日本のエネルギー＆デジタル戦略の未来像（全9話）

岡本 行夫
[対談]アンチ・グローバリズムの行方を読む（全6話）

沖 大幹
水と地球と人間と～日本と世界の水問題（全8話）
水ビジネスの動向（全5話）

沖野 郷子
海底の仕組みと地球のメカニズム（全8話）

小黒 一正
日本の財政の未来（全10話）
日本財政を巡る課題（全8話）

刑部 芳則
古関裕而・日本人を応援し続けた大作曲家（全8話）

尾崎 紀夫
睡眠：体、脳、こころの接点（全8話）

小澤 俊夫
小澤開作と満洲事変・日中戦争（全10話）

落合 弘樹
幕末・維新史を学ぶ～英傑たちの決断（全6話）
私のおすすめ本～幕末の歴史を知るため～

小野寺 五典
人生の挫折と再生を経て（全2話）
自衛隊改革～使える組織へ（全4話）
[対談]自衛隊改革～使える組織へ（全4話）
政治家としての原点、そして挫折と再生
[対談]戦争の常識を覆すハイブリッド戦争にどう立ち向かうか
東日本大震災を振り返る～地元・気仙沼への想い～
日本の安全保障～アジアの安定・成長を保つ「抑止力」～

小和田 哲男
明智光秀の真実（全5話）
戦国武将の経済学（全4話）
豊臣政権に学ぶ「リーダーと補佐役」の関係（全5話）
家康の人間成長～戦略性をいかに培ったか（全5話）

か

海部 陽介
最初の日本列島人～3万年前の航海（全3話）

柿沼 陽平
古代中国の「日常史」（全5話）

柿埜 真吾
本当によくわかる経済学史（全16話）
日本人が知らない自由主義の歴史～前編（全7話）
日本人が知らない自由主義の歴史～後編（全13話）
クライン『ショック・ドクトリン』の真実（全4話）

葛西 敬之
東海道新幹線50周年と海外展開（全2話）
今の日本で優れたリーダーを育てられるのか
超電導リニア（ＳＣＭＡＧＬＥＶ）を日米同盟のショーケースに
日米同盟の必要性～アメリカにとって日本は死活的に必要な同盟国～
日本のリーダーはどうあるべきか

梶川 裕矢
科学技術とイノベーションマネジメント（全7話）

片岡 一則
ナノテクノロジーで創る体内病院（全5話）

「研究開発型ベンチャー」成功の条件（全3話）
ナノテクノロジーでがんに挑む（全8話）

片田 敏孝
釜石の子どもたちにみる防災教育（全3話）
日本の防災の課題（全3話）
行政との関係構造から考える防災（全2話）
海外の防災に学ぶ～アメリカとキューバの事例から～

片山 杜秀
クラシックで学ぶ世界史（全13話）
戦前日本の「未完のファシズム」と現代（全9話）
近現代史に学ぶ、日本の成功・失敗の本質（全9話）
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天皇のあり方と近代日本（全7話）
石原慎太郎と三島由紀夫と近衛文麿（全9話）
徳川家康の果断と深謀～指導者論と組織論（全5話）
司馬遼太郎のビジョン～日本の姿とは？（全6話）
伊福部昭で語る日本・西洋・近代（全8話）
新型コロナウイルス問題を日本の疫病対策の歴史から考える

片山 善雄
テロ対策の理論と実際（全6話）

加藤 真平
自動運転が社会を変える（全6話）

「自動運転の民主化」が生み出す近未来の社会（全5話）

蒲島 郁夫
人生の可能性～学者知事が語る（全2話）
蒲島県政（全3話）

椛島 健治
最強の臓器「皮膚」のふしぎと最新医療（全3話）

鎌田 東二
世界神話の中の古事記・日本書紀（全9話）
神話の「世界観」～日本と世界（全8話）
古事記・日本書紀と世界神話の類似（全10話）
ギリシア神話の基本を知る（全5話）
宮沢賢治『銀河鉄道の夜』を読む（全6話）
メソポタミア神話の基本を知る（全3話）
ケルト神話の基本を知る（全3話）
インド神話の基本を知る（全4話）
北欧神話の基本を知る（全2話）
大国主神に学ぶ日本人の生き方（全9話）
ユダヤ神話の基本を知る
日本神話の基本を知る～世界・人間・文化のはじまり

鎌田 富久
スタートアップ流イノベーション（全5話）

上石 勲
雪氷防災の今とこれから（全7話）

神藏 孝之
逆境の克服とリーダーの胆力（全8話）
[対談]崇高と松下幸之助（全8話）
[対談]人間的魅力とは何か（全12話）
[対談]サントリー流「海外M&A」成功術（全7話）
[対談]読書と人生（全10話）
[対談]人生に活かす東洋思想（全8話）
[対談]知識の構造化のために（全5話）
[対談]経済学的発想とは何か（全3話）
[対談]海外Ｍ＆Ａ成功の条件（全5話）
[対談]いま求められる「教養」とは（全4話）
[対談]渋沢栄一の凄さ（全2話）
[対談]日本のイノベーションのために（全5話）
[対談]民主主義と政治（全8話）
[対談]科学的思考はなぜ大切か（全5話）
[対談]世界と日本の医療～課題と未来（全6話）
[対談]幕末の人材論～逸材の素顔（全2話）
[対談]自衛隊改革～使える組織へ（全4話）
[対談]魂の芸術（全10話）
[対談]国際秩序の変容～危機の予兆（全7話）
[対談]佐久間象山に学ぶ（全5話）
[対談]民主主義の根源とは（全6話）
[対談]世界の新型コロナ対応を俯瞰する（全6話）
[対談]伝染病と死生観（全7話）
[対談]コロナ禍で問うべき「転換期の在り方」（全7話）
[対談]松下幸之助と人間大事の経営（全7話）
[対談]「Go To トラベル」キャンペーンの意味を考える（全2話）
[対談]答えなき時代、「目利き」と失敗に学ぶ（全2話）
[対談]財政再建のために何が必要か（全2話）
[対談]毒を食らえ（全8話）
[対談]徳川将軍と江戸幕府の軌跡～家康編（全5話）
[対談]「壁」ありてこそ（全8話）
[対談]脱人間論（全11話）
[対談]財務省の課題と役割を問う（全2話）

米国史から日本が学ぶべきもの（全5話）
[対談]徳川将軍と江戸幕府の軌跡～吉宗編（全5話）
[対談]徳川将軍と御三家――紀州藩と尾張藩（全2話）
[対談]憂国の芸術（全9話）
[対談]徳川将軍と江戸幕府～家重、家治、家斉編（全5話）
[対談]墨子に学ぶ「防衛」の神髄（全2話）
[対談]孫子と統帥綱領でウクライナ侵略を読む（全4話）
[対談]哲学の役割と近代日本の挑戦（全6話）
[対談]徳川将軍と江戸幕府～家慶と烈公斉昭（全4話）
[対談]経済と社会の本質を見抜く（全6話）
[対談]経営者の運と使命（全3話）
[対談]東京大学の新たな挑戦（全5話）
[対談]徳川将軍と江戸幕府～阿部正弘編（全5話）
[対談]価値と人間（全8話）
[対談]これからのベンチャー論～スモールサイズと失敗に学ぶ～
[対談]戦争の常識を覆すハイブリッド戦争にどう立ち向かうか

河合 祥一郎
深掘りシェイクスピア～謎の生涯と名作秘話（全6話）

川合 伸幸
「怒り」の仕組みと感情のコントロール（全5話）

河合 弘之
不動産投資の危険な罠（全2話）
株主代表訴訟の仕組み（全2話）

川上 浩司
不便益システムデザインの魅力と可能性（全7話）

川嶋 渉
日本画を知る～その技法と見方（全3話）

川瀬 慈
映像で考えるエチオピア（全5話）

川出 良枝
政治思想史の古典『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ（全11話）

河原 英雄
[対談]歯科の健康づくり（全4話）

菊地 臣一
最新の腰痛医療（全2話）

岸 輝雄
マテリアル革命（全5話）
[鼎談]未来を拓く「知材」革命の底力（全5話）

北河原 公敬
東大寺建立に込められた思い（全7話）

行徳 哲男
野鴨の哲学～安楽から離れ自分自身を生きる（全3話）
驀直去～まっしぐらに突き抜けろ（全2話）
リーダーのための感性哲学「煩悩を生きる」
行徳哲男が語る稀代の変乱煽起者・吉田松陰
松岡修造はなぜあれほど熱いのか～心の師匠が語る
平和ボケ日本人への警句―「常在戦場」

清宮 克幸
清宮克幸の「監督術」（全8話）

釘貫 亨
文明語としての日本語の登場（全6話）

楠木 新
定年後の人生を設計する（全6話）

楠木 建
ストーリーとしての競争戦略（全9話）
優れた経営者の条件（全8話）
イノベーションの本質を考える（全8話）

「逆・タイムマシン経営論」で磨く経営センス（全3話）
野獣の経営、家畜の経営（全2話）
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「逆・タイムマシン経営論」で見抜く思考の罠（全6話）

久住 時男
スマートウエルネスみつけの実現へ（全5話）

工藤 七子
社会的インパクト投資～社会課題を解決する（全2話）

國廣 正
「ものがたり」のあるコンプライアンス（全7話）
本質から考えるコンプライアンスと内部統制（全6話）

神代 雅晴
労働寿命と健康寿命の延伸（全6話）

黒川 伊保子
黒川伊保子先生に学ぶ「子育てのトリセツ」（全7話）

黒澤 尚
“膝の痛みの名医”が語る（全2話）

黒田 麻衣子
東横インに学ぶ「女性活躍」の秘策（全7話）

黒田 基樹
百姓からみた戦国大名～国家の本質（全8話）

桑原 晃弥
ウォーレン・バフェットの成功哲学（全7話）
スティーブ・ジョブズの成功哲学（全9話）
イーロン・マスクの成功哲学（全7話）
サム・アルトマンの成功哲学とOpenAI秘話（全8話）

小泉 純一郎
[鼎談]トモダチ作戦を忘れるな（全6話）

小泉 武夫
ニッポンの食文化が危ない（全3話）
発酵は人類を救う（全3話）
和食の深い秘密～なぜ身体に良いのか（全7話）
驚異の味噌パワー
発酵の町おこし
発酵はマジックだ！

小泉 宏之
宇宙探査の現在と可能性（全10話）

纐纈 一起
地震を知って防災に生かす（全2話）

髙坂 節三
過去から未来へ、京都学派の役割（全5話）

古賀 伸明
これからの社会と働くということ（全6話）
労働基準法の精神（全6話）

コシノジュンコ
[対談]勢いと余白（全11話）

腰原 幹雄
都市木造の可能性～木造ビルへの挑戦（全5話）
森と都市の共生～木材活用の豊かな社会（全8話）

小林 浩
教育改革で何が変わるのか～2020年改革の解説（全4話）

小林 喜光
エレクトロニクス産業の凋落要因と化学産業の目指すべき方向性（全2話）
茹でガエル日本への処方箋（全5話）
[対談]ポストコロナ、日本の指針（全5話）
GDPに代わる日本の目標
グローバル時代のハイエンド教育
経営者としての生きる証―ゲーム理論の実践
国への二つの提言～企業の海外移転と民から見た国家論～

今、求められる経営者像とは？
赤字は罪悪である―経営者としての信念と覚悟

小林 りん
全寮制国際高校ISAKの挑戦（全5話）
これからの人材育成（全2話）
新しいリーダーシップと問題意識と発信力
新しい学び直しの方法と可能性

小原 雅博
「中華民族の偉大な復興」と中国外交（全4話）
国家の利益～国益の理論と歴史（全16話）
北朝鮮の脅威と日本の国益（全9話）
国際政治を見る視点～外交の現実と理想（全6話）
[対談]激動の世界情勢を読む～米中対立の行方（全11話）
新型コロナウイルスによる世界変動（全7話）
[対談]世界の新型コロナ対応を俯瞰する（全6話）
米中関係の行方と日本の今後を読む（全12話）
2021年米中関係と日本外交の針路を読む（全4話）
習近平―その政治の「核心」とは何か？（全6話）
バイデンの政治とアメリカの民主主義（全4話）

「危機の時代」の気候変動（全6話）
ウクライナ侵略で一変した国際政治（全5話）
2024年危機～米中関係の行方（全5話）
戦争と平和の国際政治（全4話）
[対談]「教養」と「リベラルアーツ」の違いとテンミニッツTV

小宮山 宏
資源大国日本（全2話）
人生はアクシデンタルに決まる（全2話）
2050年の世界を考える―質疑応答（全4話）
2050年の世界を考える―プラチナ条件（全6話）
2050年の世界を考える―日本再発見（全3話）
2050年の世界を考える―世界の現状（全3話）
持続可能で明るい低炭素社会（全4話）
[鼎談]トモダチ作戦を忘れるな（全6話）
[鼎談]AIがもたらす社会・企業変革（全4話）
2018年頭所感（全2話）
[鼎談]未来を拓く「知材」革命の底力（全5話）
2019年頭所感（全2話）
プラチナ社会へのビジネス創造（全8話）
[対談]知識の構造化のために（全5話）
[対談]日本のイノベーションのために（全5話）
2020年頭所感（全3話）
脱コロナを「知の構造化」で考える（全8話）
[対談]経済社会と「隠れた価値」の行方（全5話）
[対談]脱コロナへの課題と展望（全3話）
[対談]ポストコロナ、日本の指針（全5話）
[対談]新型コロナ問題の現在地とこれからの課題（全5話）
[対談]第2次緊急事態宣言・コロナ対策再検証（全4話）
エネルギー問題と世界の潮流を読む（全2話）
2022年頭所感（全2話）
[対談]これからの日本をどうすべきか（全4話）
[対談]現代人に必要な「教養」とは？（全8話）
再生可能エネルギー大国・日本への道（全2話）
日本の「新しい成長」実現のために（全4話）
完全循環型社会と教養の時代（全2話）
1話10分のハイクオリティメディア
2017年頭所感－プラチナ社会へ合理的楽観主義のすすめ
2021年頭所感－コロナ問題の克服と日本の未来に向けて－
COP21の成果と日本の役割

「プラチナ社会」実現に向けて
「働き方改革」を二つの視点から考える
2050年の世界を考える―21世紀のビジョン「プラチナ社会」
イノベーションがビジネスを生む「創造型需要」
エネルギー自給国家の実現
グラフの座標軸は思想を表す
グローバルとローカルがつながっていない日本
プラチナ構想ネットワークとは？
プラチナ社会における農業
プラチナ社会における林業
プラチナ社会構想の集大成、『新ビジョン2050』を語る
円安は日本の新たな産業育成のチャンス
課題先進国としての日本
会社は社会を変えられる―これからのCSR
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楽観は強い意志であり、悲観は人間の本性である
究極の省エネ自動車
教育の多様性
研究者を志したきっかけ
再生可能エネルギーの可能性―将来有望な中小水力発電
再生可能エネルギーの技術革新と蓄電池の価格破壊
再生可能エネルギーの未来～小水力発電と地方再生
志のある学生を育てるために
女性に選択の自由が生まれた時代
新しい教育ビジョン～産業革命の兵士育成とのはざまで～
身近なところから技術でエコ
人工物の飽和
人類の成果・高齢化を楽しむ
人類史的な転換点における日本人の課題
対アジア輸出の可能性を広げる小水力発電
知識の爆発
蓄電池はより安くなる～再生可能エネルギーの技術予測
中小水力発電の対アジア輸出で創造型需要をつくる
日本が成し遂げた四つの偉業
脳が大丈夫ならロボットで自立
飽和の時代を迎えた日本に欠けているものとは？
飽和型から創造型に移り変わる需要

小室 淑恵
経営戦略としての働き方改革（全3話）

さ

西川 廣人
ゴーン改革の反省とグローバル経営の教訓（全9話）
電気自動車で、自動車業界の激変は起きるのか

斉藤 永吉
地方銀行が取り組む地域資源を活用した地方創生

齋藤 健
教育論～歴史の中のエリートたち（全3話）
良質なリーダーをどう育てるか（全2話）
敗戦から学ぶ戦前のリーダーシップ（全2話）
３年４か月の浪人時代を振り返って
ジェネラリストの巨星・原敬
リーダーに必要な能力～ハーバードケネディスクールに学ぶ～
降りない日本へ～対米通商交渉を語る～

斎藤 成也
核DNAからさぐる日本のルーツ（全11話）
私のおすすめの本～日本の成り立ちについて考えるために～

三枝 匡
企業改革の核心は何か（全2話）

早乙女 勝元
東京大空襲と私（全3話）

坂井 孝一
鎌倉殿と北条氏（全9話）
源氏将軍断絶と承久の乱（全12話）

坂村 健
IoTとは何か～モノのインターネットの本質（全9話）

佐々木 健一
世界を変えた「フラッシュメモリ」（全5話）

佐々木 正人
「アフォーダンス」心理学～環境に意味がある（全9話）

佐宗 邦威
ビジョン講座「直観と論理をつなぐ思考法」（全8話）

佐高 信
失われている「保守の知恵」～友好の井戸を掘った人たち（全10話）

『未完の敗者　田中角栄』を語る（全3話）
著者・佐高信が語る『自民党と創価学会』

佐藤 康宏
日本美術論～境界の不在、枠の存在（全6話）

佐野 尚見
松下幸之助の経営理念（全6話）

澤田 秀雄
ハウステンボス再生への戦略（全2話）
再生ハウステンボス（全5話）
わが行動原則「運気と波動」
国を豊かにする方法～今の行政に欠けていること～

ジェラルド・カーティス
いまアメリカが日本に問う（全4話）
日本の外交を理解するための三つの質問（全3話）
55年体制と2012年体制（全3話）
衆院選後の安倍政権を読む～「14年体制」誕生の可能性と課題（全2話)
トランプ政権の行方と日米関係（全8話）
衆院解散総選挙の理由と安倍首相にとってのリスク
中国事情・最前線～北京での“トラック２外交”から
日中首脳会談の大きな意味
日米同盟を強化し、中国と戦略的対話を
　～アジア太平洋の10年先を見据えて～

執行 草舟
[対談]崇高と松下幸之助（全8話）
[対談]人間的魅力とは何か（全12話）
[対談]読書と人生（全10話）
[対談]魂の芸術（全10話）
武士道の神髄（全10話）
[対談]民主主義の根源とは（全6話）
[対談]伝染病と死生観（全7話）
[対談]真のやる気とは何か（全14話）
[対談]渡部昇一に学ぶ教養と明朗（全10話）
[対談]毒を食らえ（全8話）

「壁」ありてこそ（全8話）
[対談]「壁」ありてこそ（全8話）
[対談]脱人間論（全11話）

「葉隠武士道」を生きる（全12話）
私の「葉隠十戒」（全4話）
[対談]勇気について（全10話）
[対談]憂国の芸術（全9話）
[対談]自信について（全12話）
作用と反作用について…人間と戦争（全10話）

『ベラスケスのキリスト』を読み解く（全13話）
[対談]勢いと余白（全11話）
逆遠近法の美術論（全10話）
人生のロゴス（全14話）
電脳社会の未来（全9話）
[対談]日本企業の病巣を斬る（全12話）
[対談]価値と人間（全8話）

柴 裕之
天下人・織田信長の実像に迫る（全11話）

渋沢 雅英
曾孫が語る渋沢栄一の真実（全7話）

島田 晴雄
沖縄問題を考える（全6話）
アベノミクスの成果とリスク（全3話）
岩盤既得権・規制分野の成長可能性（全3話）
未活用資源の潜在的可能性（全3話）
シンガポールの謎～驚異的な経済発展の秘密（全2話）
中国近代化の真実~科挙と日清戦争（全2話）
ブラジルの繁栄と転落（全2話）

『歩こうアメリカ、語ろうニッポン』レポート（全5話）
「積極的平和主義」とは何か（全5話）
イスラエルの安全保障観に学ぶ（全4話）

「島田村塾」リベラルアーツ特講（全5話）
私の東京オリンピック体験“誇りと感動”（全2話）
近代イスラエルの誕生：その苦闘の背景（全2話）
イスラエルの歴史、民族の離散と迫害（全2話）
アゼルバイジャン訪問に学ぶ（全4話）
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アベノミクス新成長戦略のポイント（全4話）
欧州から見たアベノミクス（全3話）
ブラジル訪問に学ぶ（全3話）
20世紀前半の日中関係～この歴史から何を学ぶか（全3話）
ウズベキスタン訪問に学ぶ（全3話）
メコン川の恵みとラオス経済（全4話）
激動する世界情勢と日本（全10話）
湖南省訪問記～共産党の英雄たちを輩出した地（全2話）
ハンガリー訪問に学ぶ（全2話）
トランプのアメリカと日本の課題（全4話）
[鼎談]トモダチ作戦を忘れるな（全6話）
2017年世界と日本（全11話）
トランプ政権研究（全11話）
キューバから見る現代史（全3話）
敗戦から日本再生へ～大戦と復興の現代史（全13話）
高齢化と財政危機～その解決策とは（全24話）
現代ドイツの知恵と経験に学ぶ（全7話）
2018年激動の世界と日本（全14話）
知られざるロシアの情と理（全6話）
明治維新とは～幕末を見る新たな史観（全17話）
トランプ発貿易戦争（全6話）
BREXITの経緯と課題（全8話）
明治維新から学ぶもの～改革への道（全22話）
2019年激変する世界と日本の針路（全14話）
イスラエルの現況と日本（全6話）
戦後復興～“奇跡”の真実（全16話）
悪化する日韓関係（全6話）
中国、驚異の情報革命（全7話）
米中ハイテク覇権戦争（全9話）
2020世界の政治経済と日本（全8話）
徹底検証・日本のコロナ対策（全9話）
躍進するインドIT産業の可能性と課題（全8話）
コロナ禍で揺れる世界経済の行方（全9話）
コロナパンデミックと闘う世界と今後の課題（全12話）
国際地域研究へのいざない（全8話）
2021年激変する世界と日本の針路（全9話）
シリコンバレー物語～IT巨人の実像と今後（全7話）

「激動と激変の世界」の読み方2022（全4話）
「激動と激変の時代」の日本復活戦略（全3話）
続・シリコンバレー物語～創業者群像と課題（全11話）
[対談]これからの日本をどうすべきか（全4話）
岸田内閣「新しい資本主義」を徹底検証（全4話）
日本を復活させる国家戦略（全4話）
台湾有事を考える（全9話）
半導体から見る明日の世界（全12話）
グローバル・サウスは世界をどう変えるか（全10話）
2019年4月BREXITの状況とその行方
COP26と気候変動問題の行方～世界の取り組みと日本の課題

「グローバル・ビジネス・ハイスクール」の挑戦
「成長戦略」とは日本社会の体質改革である
これからの日本へ～異次元的成長戦略の提案
アベノミクス２年の評価～第一の矢と第二の矢
アベノミクス第三の矢・日本再興戦略と新成長戦略
イスラエルの今
テンミニッツTVが挑む「知の革命」
ニューメディアの誕生：マルティン・ルターの宗教改革にかかわらしめて
ブラジルと日本の問題点～ブラジル２世・植木茂彬氏からの進言～
安倍政権の成長戦略について～三つのアクションプランとその成果～
女性の活用―子育て支援
待ったなしの経済動向と安倍首相の総選挙断行
難航するＴＰＰ交渉～膠着状態の経緯と原因、今後の展望を考える～
日本とブラジルの将来に向けて～何を学び合えるか？
日本の成長のキーワードは「全否定」
日本経済の成長の本当の可能性はどこにどれほどあるのか
農業改革と規制改革の進捗状況を評価する

島 宗理
人の行動の「なぜ」を読み解く行動分析学（全7話）

上甲 晃
人生の転機～本気で「志」に生きる（全2話）
松下幸之助と上甲晃の人づくり（全2話）

“志”とは何か？
「青年塾」運営のための３つの約束
そこまでやるか

マザーテレサとの出会い
己の損得を超えろ～上甲氏自身の人生の葛藤
松下幸之助から学んだこと～経営の根本は「シラス」にあり
松下幸之助の人づくり
松下電器を辞めて決めた「人生のテーマ」
真理は平凡の中にある

白石 隆
政策研究大学院大学とは（全2話）
インド太平洋の基本的構造（全3話）
国家戦略コア技術～技術革新と国家（全2話）
戦後100年に向けた日米関係（全2話）

「TPP」か「一帯一路」か（全5話）
アジア政治経済の過去と現在（全6話）
トランプ政権と今後の世界情勢（全5話）
GRIPSの課題と人材育成（全3話）
東アジアと世界の行方（全6話）

『オンリー・イエスタデイ』のエッセンス（全2話）
米中戦略的競争時代のアジアと日本（全7話）

「アングロ・チャイニーズ」の台頭
アメリカ型キャリア・パターンで大学変革を
日本の大学改革の進むべき道

末井 昭
末井昭、「自殺」を語る（全6話）
末井昭、「結婚」を語る（全2話）

鈴木 真二
ドローンが拓く「空の産業革命」（全6話）
航空機事故ゼロをめざして（全12話）

鈴木 達治郎
原子力発電の戦争リスク（全2話）

鈴木 宏昭
認知バイアス～その仕組みと可能性（全7話）

〈続〉認知バイアス～その仕組みと可能性（全5話）

鈴木 康友
浜松市の多文化共生の取り組み（全6話）

住明 正
地球温暖化問題～温室効果と異常気象（全4話）

「不確実性」と「不都合」の確率分布
サステイナビリティ学とは何か
気象予測の歴史と今後の展望
地球の限界と日本人が幸せになれる道
地球温暖化のリスクとコスト

関 幸彦
「武士の誕生」の真実（全8話）
平安時代の歴史～「貴族道」と現代（全9話）

瀬口 清之
中国経済は安定保持（全3話）
ゴーストタウン現象の真相（全2話）
中国高度成長は2020年まで（全2話）
習政権の課題とリスク（全2話）
日本企業の黄金時代到来（全2話）
中国ビジネス成功のカギ（全2話）
日中協調発展のために（全2話）

曽根 泰教
野党再編（全2話）
2014年総選挙の結果を総括する（全3話）
戦後レジームとは何か～IMF、自民党、リベラル（全3話）
日本政治の疑問～政治主導と内閣人事局（全6話）
平成という時代を考える（全2話）
[対談]民主主義と政治（全8話）
政治学講座～選挙をどう見るべきか（全9話）
[対談]激動の世界情勢を読む～米中対立の行方（全11話）
[対談]脱コロナへの課題と展望（全3話）
対コロナ、危機の意思決定を考える（全5話）
[対談]免疫の仕組みからポストコロナ社会を考える（全11話）
[対談]新型コロナ問題の現在地とこれからの課題（全5話）
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日本人が知らないアメリカ政治のしくみ（全5話）
[対談]第2次緊急事態宣言・コロナ対策再検証（全4話）
野党論から考える日本政治の課題（全4話）
政権と経済政策～政治を動かす経済学説（全3話）
国際変動の中の経済政策（全3話）
深刻化する「複合危機」を分析する（全2話）
2017年9月ドイツ連邦議会選挙の総括
2017年の「日本新党」～都議会選挙と政界再編へのシナリオ～
2017年イギリス総選挙とメイ首相の誤算
2017年フランス大統領選挙と今後のフランス政治
2017年解散総選挙の意味～小池新党は台風の目となるか
2017年韓国大統領選挙の見方と韓国の課題
2017年総選挙の結果とその見方
2017年東京都議会選挙の結果と国政への影響
2018アメリカ中間選挙の評価と今後の見通し
2018年の世界と予測の構造
2019イギリス保守党党首選挙の結果とブレグジットの行方
2019年最大の問題「イギリスのEU離脱はどうなるのか」
2019年参議院選挙の総括
21世紀のリベラル・アーツ
EUを離脱したイギリスがTPPに入ったら？
Post-Truth Politics―トランプの政治とメディアの敗北

「70年談話」における賢い選択肢とは？
「おもてなし」のビジネスモデル
「イギリスのEU離脱問題」を考える
「イベント経済」の限界
「デザイン思考」を活かすには
「ラスト・ワンマイル」問題を考える
「移民問題」の要諦とは何か？
「改革」を望まない人間の心理
[対談]「教養」と「リベラルアーツ」の違いとテンミニッツTV

「国会の質問時間の変更」から考える日本政治の本質的問題
「衆参同日選挙」と「消費税増税延期」問題
「消費増税先送り」解散の意味を問う
「政治とカネ」の裏の意味－政治資金不記載問題
「税と社会保障と保険料の一体改革」の必要性
「地方創生」に向けて
「保守主義」の分類とその尺度について
2015統一地方選中間総括
2015年イギリス総選挙の結果
2016アメリカ大統領選の行方―予備選挙とトランプ現象
2016参院選で問われるもの
あなたの旗は何ですか？
あなたは「お米」を食べていますか？
どうなるイギリスのEU離脱問題
われわれの求めるリベラルアーツの全体像
アベノミクスの行方を読む～量的緩和とインフレ期待～
アメリカの孤立主義とトランプの保護主義政策
アメリカの凋落と大統領選の制度的欠陥
イタリアとロシアの選挙から両国の政治を読み解く
イタリアの国民投票から何を学ぶか
イノベーションと経済成長
インターネットのもつ大きな力：われわれは、Good Questionをつくり、
Good Answerを引き出したい
エレファントカーブの読み方
オバマ広島訪問
カントリークラブの発想
ギリシャ問題を解き明かす～ＥＵの問題点と日本への教訓～
グローバリゼーションの意味と対処法
グローバルとローカル～それぞれの論点の違い～
ケネディ演説の起源
サイバースペースの国境とは何か
シチズンシップ教育の課題
セブンマイナスプラン～平均寿命と健康寿命の差～
トランプ大統領が抱える三つのリスク
トランプ大統領の就任演説を読み解く
ドイツ政治の現在～連立協議はなぜ難航するのか～
ヒラリー・クリントン氏出馬表明～2016米大統領選
フェイクニュースをフェイクヒストリーにしないために
マクロン勝利のフランス国民議会を読む
マグナ・カルタから考える「法の支配」と議院内閣制
マスコミと政治の距離～マスコミの使命と課題を考える
モノづくりは、モノをつくることか
安保法制はなぜてこずったのか
伊勢志摩サミットを総括する

駅前大学の限界
岡田民主始動～政権奪取への課題～
加速する「アメリカの政治的分極化」と今後の可能性
寄付の文化を育てるには
金持ちでないと学者になれないか
憲法改正のための国民投票～準備不足の国民投票～
誤報の広がり方：私は阿川佐和子の結婚相手ではありません
思考するときに相手の立場をどのくらい考えるか
自民党「一強多弱」は何が問題か
自民党総裁選～その真の意味と今後の展望
衆参同日選挙の可能性と争点
集団的自衛権論議の盲点～アメリカが「リスク要因」となる可能性
小選挙区制度の是非
新型コロナ問題の全体像～グローバリゼーションと国家主権～
身近なノーベル賞
政界再編の異なる考え方
政権交代とねじれ国会
政権交代時代のリーダー
政策誘導が困難な「少子化・高齢化・グローバリゼーション」
政治とカネの問題
政治における「利益相反」問題を考える
政党をどう見るか：日米の違い
正しさの根拠
戦略的国際広報のすすめ
選挙結果の読み方
選挙制度改革－問われる政党の覚悟
総括・2016参院選～「改憲勢力３分の２」の意味を問う
多数派が多数でなくなるとき
大学改革はサプライ・サイドの見直しから
大阪都構想
大番狂わせの2016年アメリカ大統領選挙－その要因と影響
第三次ベビーブームはなぜ起きなかったのか
知識の３類型
中央銀行の役割
天安門事件から30年～冷戦終焉と中国の経済成長～
都知事選を総括するー小池氏圧勝の理由と東京都への提言
東京はワンダーランドだ
東京都知事選と東京問題
特区は長崎出島か
内閣改造とは何か～安倍政権の内閣改造を分析・評価する～
二つのビジョンの観点：少数のトップと社会全体の違い
日本のジャーナリズムを建て直すために～朝日新聞の慰安婦問題を斬る～
日本のビジョンの二つの考え方
日本の安全保障をめぐる3つの論点
日本の右傾化・保守化について考える
日本は何と戦っているのか
日本人の不得意科目～ユーゴスラヴィアの数え唄から読む～
評価をめぐる三つの問題
保守とリベラル～左右の政党位置とその研究～
法人税改革の三つの論点
夢のビジネススクール
野党とは何か
予想を裏切った2016年米大統領選―その実態とリスク
量的緩和で日本経済の体質改善は果たせるか？
忖度とは何か～政治学の視点から考える～

た

高尾 善希
「忍者」とは何か（全5話）

高島 修
原油安と為替相場への影響（全4話）
スイスショックとユーロ安（全4話）
ユーロの十字架とギリシャ問題（全4話）
円安をどう捉えるか（全3話）
年金改革～GPIFの運用方針変更（全3話）
実質実効円相場から為替を読む（全3話）
ブラジルレアル安の行方（全3話）
日銀がマイナス金利政策を導入（全3話）
ブラジルレアルの反発（全3話）
ブレグジットと英ポンド相場（全4話）
トランプ時代の米ドル相場（全3話）
トランプ政権の通商政策（全3話）
2017年の為替相場とモデル分析（全3話）
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2017総選挙と円相場とアベノミクス（全3話）
外貨準備の世界的状況（全3話）
貨幣・通貨の変貌（全4話）
2019米中貿易協議（全3話）
円安の構造的メカニズム（全4話）
期待されるモディ政権、メイクインインディア政策とは
世界で重要性が増すインドの経済成長
続落するインドルピー～インドの経済政策は？
中国人民元切り下げによる今後の見通し
中国人民元切り下げによる他国への影響
中国人民元切り下げの背景

高橋 一生
権力政治化する国際社会と国際協力（全2話）
近代のドラマ～民族国家と経済成長～
国際参謀が語る、これからの世界に必要な人材像
三つの千年紀から見た世界の変遷

高橋 誠一
億万長者への道（全2話）

「お金持ち大家さん」を語る
介護施設事業、急成長の舞台裏

高橋 孝雄
現代の小児科学と最高の子育て（全7話）

髙森 建二
かゆみのメカニズム（全4話）

髙柳 雄一
育てよう！ 科学の心と視点
多摩六都科学館プラネタリウム　バーチャル鑑賞

田口 佳史
中国古典思想に学ぶ～そのエッセンスとは（全3話）
東洋思想を考える～東洋と西洋の融合と日本（全2話）

『大学』に学ぶ江戸の人間教育（全5話）
東洋思想の主張～見えないものを見る（全3話）
江戸と現在の教育比較（全2話）
儒家思想におけるリーダーシップ（全4話）
西郷南洲のリーダーシップ（全4話）
重職心得箇条～管理職は何をなすべきか（全15話）

『貞観政要』を読む（全15話）
老荘思想に学ぶ（全5話）
[対談]人生に活かす東洋思想（全8話）
[対談]渋沢栄一の凄さ（全2話）
[対談]幕末の人材論～逸材の素顔（全2話）
[対談]佐久間象山に学ぶ（全5話）
日本の特性とは何か～「日本的」の本質（全7話）
[対談]コロナ禍で問うべき「転換期の在り方」（全7話）

『孫子』を読む：作戦篇（全3話）
『孫子』を読む：謀攻篇（全3話）
日本文化を学び直す（全11話）

『孫子』を読む ：計篇（全5話）
『孫子』を読む：形篇（全4話）
『孫子』を読む：勢篇（全3話）
渋沢栄一の生涯と教養としての『論語』（全9話）

『孫子』を読む：虚実篇（全6話）
[対談]墨子に学ぶ「防衛」の神髄（全2話）
[対談]孫子と統帥綱領でウクライナ侵略を読む（全4話）
徳川家康と貞観政要（全10話）

『孫子』を読む：軍争篇（全5話）
石田梅岩の心学に学ぶ（全9話）

「陰陽論」は仕事の役に立つ！
「素読」の効果
「徳」から生まれる「感謝の人間関係」
『言志四録』～佐藤一斎の警告～
『小学』の説くところ
『水雲問答』～林述斎の教養～
『理財論』～山田方谷の人間哲学～
『盡心章句』～孟子からの最後の指導～
老子学と老子道～2冊の著書に込めた思い

竹内 修一
キリスト教とは何か～愛と赦しといのち（全6話）

竹内 昌治
培養肉研究の現在地と未来図（全5話）

武田 俊太郎
本当によくわかる「量子コンピュータ入門」（全4話）

武田 将明
『ロビンソン・クルーソー』とは何か（全7話）

田島 木綿子
「海の哺乳類」の生き残り作戦（全5話）

田中 研之輔
プロティアン～最先端の自律的キャリア形成（全7話）

田中 琢二
世界経済の見方とIMFの役割（全6話）

田中 秀明
少子高齢化と財政の役割（全12話）

田中 洋
ブランド戦略論をどう読むか（全7話）
ブランド戦略論を考える（全7話）

田中 博通
津波の力と波力発電の可能性
東海大学海洋学部臨海実験場潜入レポ

田中 能之
デュポンから見た世界と日本（全4話）

谷口 和弘
ダイナミック・ケイパビリティ～組織の戦略変化（全7話）
比較制度分析とは何か（全5話）
[対談]海外Ｍ＆Ａ成功の条件（全5話）

田村 潤
[対談]真のやる気とは何か（全14話）
営業の勝敗、キリンの教訓（全7話）
営業から考える企業戦略（全6話）
[対談]自信について（全12話）
キリンでつかんだ「幸せになる」仕事術（全8話）
[対談]日本企業の病巣を斬る（全12話）

為末 大
[対談]キャリア転換で人生を成功させる方法（全7話）
本番に向けた「心と身体の整え方」（全8話）
生き抜くためのチカラ～為末メソッドに迫る（全6話）

津崎 良典
デカルトの生涯に学ぶ（全2話）
デカルトの著作に学ぶ（全2話）
デカルトの方法論に学ぶ（全2話）
デカルトの存在論に学ぶ（全3話）
デカルトの哲学的処世術（全3話）
デカルトの科学論に学ぶ（全2話）
デカルトの感情論に学ぶ（全2話）
[対談]「幸福とは何か」を考えてみよう（全9話）
[対談]「教養とは何か」を考えてみよう（全15話）
私のおすすめ本～「学ぶことを学ぶ」ために～

鄭 雄一
老いない骨のつくり方（全5話）
道徳と多様性～道徳のメカニズム（全6話）
AIに善悪の判断を教える方法～新しい道徳論（全8話）

出口 治明
出口治明が語る「教養と日本の未来」（全3話）

『還暦からの底力』に学ぶ人生100年時代の生き方（全7話）

土井 香苗
ヒューマン・ライツ・ウォッチ（全3話）
LGBT生徒へのいじめと排除（全3話）
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童門 冬二
伊能忠敬に学ぶ「第二の人生」の生き方（全4話）

「50歳からの勉強法」を学ぶ（全6話）
「近代日本をつくった男、渋沢栄一」の素顔（全4話）

遠山 亮子
知識創造戦略論～暗黙知から形式知へ（全9話）

徳岡 晃一郎
人生100年時代の「ライフシフト概論」（全9話）

鳥海 不二夫
ソーシャルメディアにおける情報拡散（全3話）

な

中尾 彰宏
5Gとローカル5G（全9話）
Beyond5G・6Gで進む情報通信の民主化（全9話）

中島 隆博
東アジアにおける近代の啓蒙～儒教と近代（全4話）
現代中国の儒教復興（全4話）
グローバル化時代の資本主義の精神（全6話）
近代中国哲学と西洋哲学（全4話）
吉田松陰の思想（全10話）
中国の夢～中華から語る「普遍」（全3話）
東洋の普遍、西洋の普遍～中国の思想的課題（全7話）
人の資本主義～モノ、コトの次は何か？（全8話）
世界の語り方、日本の語り方（全9話）
[対談]哲学から考える日本の課題～正しさとは何か（全11話）
デジタル全体主義を哲学的に考える（全7話）

中西 輝政
激変しつつある世界―その地政学的分析（全10話）
インテリジェンス・ヒストリー入門（全11話）
米中対立の行方をどう読むか（全7話）
米中関係を見抜く（全4話）
国際情勢における日本の安全保障（全4話）
歴史から見た中国と世界の関係（全10話）
対中国戦略・日本の決定的な決断（全6話）
激動のインド太平洋・米中の思惑を読む（全2話）
グローバリズムの“終わりの始まり”（全4話）
戦前、陸軍は歴史をどう動かしたか（全7話）

「G7広島サミット」をどう読むか（全2話）
ポスト冷戦の終焉と日本政治（全7話）

中村 彰彦
[対談]ローマ史と江戸史で読み解く国家の盛衰（全8話）
戦国合戦の真実（全7話）
信長軍団の戦い方（全3話）

中村 尚
異常気象と気候変動・地球温暖化（全7話）
異常気象と気候変動・地球温暖化2（全6話）
2018年の異常気象を分析する（全5話）

成清 雄一
TOTOの北九州発グローバル戦略（全5話）

新浪 剛史
[対談]サントリー流「海外M&A」成功術（全7話）

仁坂 吉伸
新型コロナウイルス対策～和歌山モデルの教訓（全10話）

西垣 通
ChatGPT～AIと人間の未来（全8話）

西野 精治
「最高の睡眠」へ～知っておくべき睡眠常識（全7話）

西山 圭太
日本企業の弱点と人材不足の克服へ（全8話）

日本型ファンドはどうすれば成功できるのか

丹羽 宇一郎
「中国の大問題」について（全4話）

貫 成人
西洋哲学史の10人～哲学入門（全10話）
学びとは何か～哲学の入口と自分の発見～

納富 信留
プラトンの哲学を読む（全6話）
プラトン『ソクラテスの弁明』を読む（全6話）
西洋文明の起源から見るグローバル化（全6話）
[対談]哲学から考える日本の課題～正しさとは何か（全11話）

「ホメロス叙事詩」を読むために（全9話）
ギリシア悲劇への誘い（全7話）
プラトン『ポリテイア（国家）』を読む（全16話）
[対談]哲学の役割と近代日本の挑戦（全6話）

野田 一夫
戦前派一日本人の憂鬱～太平洋戦争と敗戦後を顧みて…（全2話）
本物の経営学、ドラッカー、ＭＩＴ

野田 佳彦
社会保障と税の一体改革（全3話）
野田前総理が語る今回の選挙と安倍政権（全3話）

Q. 松下幸之助との出会いはどんな影響を与えたか
Q. 池波正太郎や山本周五郎、藤沢周平になぜ影響を受けたのか
 「穏健保守」とは～大平正芳先生に学ぶ～
Q. なぜ政治家を志したのか
Q. 外交で各国のトップと会談をしてきた際のエピソード、印象に残った

人は
Q. 社会保障と税の一体改革のために民主党を敵に回した　なぜそれ

ができたのか
Q. 政権を担うということはどういうことか
Q. 政治の世界に入って影響を受けた人や目標としようと思った人は
Q. 中選挙区制と小選挙区制での違いはなにか　小選挙区は文化が違

うものを日本に植えつけたのではないか
Q. 天皇制、霞ヶ関文化、日米同盟の3つを軸として守ろうと考えたのは

いつ頃からか
Q. 野田政治の原点となった県議時代について聞かせてください

霞が関と力を合わせて～本当の政治主導と政権運営で大切なこと～
政治家としての信念と財産
日米同盟の重要性を考える

野中 朋美
立命館大学食マネジメント学部シリーズ（全8話）

野本 由紀夫
ピアノでたどる西洋音楽史（全11話）

は

橋爪 大三郎
宗教で読み解く世界（全5話）
宗教で読み解く「世界の文明」（全9話）
マルクス入門と資本主義の未来（全10話）
今こそ問うべき「人間にとっての教養」（全7話）
中国共産党と人権問題（全6話）
死と宗教～教養としての「死の講義」（全7話）

「アメリカの教会」でわかる米国の本質（全5話）
ポスト国連と憲法9条・安保（全5話）
民主主義の本質（全5話）

橋本 英樹
新型コロナウイルスの克服（全5話）

蓮実 一隆
「Pepper」の全て（全4話）

長谷川 眞理子
ヒトの進化史と現代社会（全4話）
性淘汰の理論～性差の意味は何か（全3話）
進化生物学から見た少子化問題（全5話）
知性の進化と科学技術文明の未来（全3話）
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進化心理学とは何か？ ～生物進化と心（全4話）
[対談]知能と進化（全8話）
人類学と「人種差別」（全3話）

『サピエンス全史』と『ホモ・デウス』（全5話）
ウイルスの話～その本質と特性（全3話）
人新世とは何か～人類の進化と負の痕跡（全3話）
性はなぜあるのか～進化生物学から見たLGBT（全4話）
進化医学からみた現代の病気（全3話）

「今、ここ」からの飛躍のための教養（全2話）
心と感情の進化（全3話）
[対談]現代人に必要な「教養」とは？（全8話）
もっと知りたいイヌのこと（全3話）
進化生物学から見た「宗教の起源」（全3話）
ヒトはなぜ罪を犯すのか（全3話）

「学びたい」心のための環境づくり
私のおすすめ本：『進化　生命のたどる道』
老いなき世界が告げるもの～永遠の命は本当に必要なのか～

浜口 直太
人間力をつけるために（全10話）
生涯教育が人間力の基礎となる

浜崎 洋介
小林秀雄と吉本隆明―「断絶」を乗り越える（全7話）

林 望
『源氏物語』を味わう（全8話）

原 丈人
「公益資本主義」の確立に向けて（全2話）

板東 洋介
『源氏物語』ともののあはれ（全5話）
もののあはれと日本の道徳・倫理（全4話）

樋口 隆一
バッハで学ぶクラシックの本質（全9話）

日高 義樹 
米中対立の今後を読む～覇権国家の条件とは何か～
北朝鮮危機の本質と核問題

兵藤 裕己
『太平記』に学ぶ激動期の生き方（全6話）

平野 多恵
おみくじと和歌の歴史（全5話）

平林 良仁
[対談]経営者の運と使命（全3話）

廣瀬 通孝
VRがつくりだす未来（全5話）
ゼロからわかるメタバース（全7話）

福井 義高
第二次世界大戦とソ連の真実（全4話）
日本人が知らない近現代史～陰謀論と歴史修正主義を考える

藤井 達人
フィンテックがもたらす金融革新（全3話）

藤井 輝夫
東大を人と人をつなぐ学びの場に（全4話）
[対談]東京大学の新たな挑戦（全5話）

藤井 敏嗣
火山の仕組みを知る（全4話）
火山防災のため知っておくべきこと（全6話）

藤尾 慎一郎
弥生時代の歴史～研究最前線（全12話）

藤田 達生
織田信長と足利義昭～検証・本能寺の変（全8話）

藤森 義明
藤森義明のＧＥ流経営論（全4話）

普天間 朝佳
ひめゆり学徒隊と沖縄戦、その記憶と記録（全3話）

船橋 洋一
[対談]国際秩序の変容～危機の予兆（全7話）

夫馬 賢治
武器としての「カーボンニュートラル経営」（全4話）
ESG投資の現状と課題（全3話）

星 浩
日本政治の俗説に反論する（全3話）
政治記者の考える政策課題（全2話）
今回の選挙の経緯と争点であるアベノミクスについて
今回の選挙を振り返る
今後の政治がどうなるか～安倍政権のゆくえ～
選挙戦の構図、選挙戦が意味するもの

堀江 重郎
男性医学とテストステロン（全6話）
選択する医療～後悔のない判断のために（全2話）
[対談]世界と日本の医療～課題と未来（全6話）
COVID-19戦時下の今できること（全5話）
ウィズ・コロナ時代の医学展望（全4話）
テロメアから考える「アンチエイジング」（全2話）
飽食時代の「選食」のススメ（全4話）

「ダヴィンチ」は医療経済にどのような影響を与えるか
「人生100年時代」の抗加齢医学と前立腺ガンの予防
「精子力」を高める三つの方法
「男性更年期」とは何か
１分チャージ！ 新・エクササイズ理論
やる気に関係するホルモン「テストステロン」
アンチエイジングのための「5：2ダイエット」
エボラ熱の流行と対策について
スマートフォンを活用した近未来の医療改革
タバコを吸う人の健康法～錆びにくい体づくり
リーダーシップのホルモン
ロボット手術が拓く外科イノベーション「ダヴィンチ」
在宅医療
前立腺がんの治療・予防の最前線
腸内細菌の可能性とマイクロバイオームのダイバーシティ
夜間頻尿の原因とその予防方法

堀口 茉純
『江戸名所図会』で歩く東京～日本橋（全2話）
『江戸名所図会』で歩く東京～駿河町・本町（全2話）
江戸時代を支えた大奥（全2話）

『江戸名所図会』で歩く東京～内藤新宿（全2話）
『江戸名所図会』で歩く東京～上水と十二社（全2話）

ま

前野 隆司
「心から幸せになるためのメカニズム」を学ぶ（全7話）

前原 誠司
前原レポート：米国から見た日本（全2話）
なぜ政治家を志したのか～松下政経塾と三つの出会い～
四人の恩師

松尾 豊
人工知能のディープな可能性（全4話）
ディープラーニング最前線（全4話）
AIで社会・ビジネスはどう変わる？（全4話）
[鼎談]AIがもたらす社会・企業変革（全4話）
[対談]知能と進化（全8話）
[対談]社会はAIでいかに読み解けるのか（全8話）
2019年ディープラーニングの最新事情
ディープラーニング産業論
日本のAI人材育成に向けた取り組み
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松下 功
「舞・飛天遊」―東京藝術大学COIのチャレンジ

松下 幸之助
松下幸之助の人づくり≪１≫真のリーダーとは（全11話）
松下幸之助の人づくり≪２≫塾設立の究極の目的（全6話）
松下幸之助の人づくり≪３≫理想の政治（全6話）

松田 次泰
刀匠・松田次泰に聞く―日本文化と日本刀（全3話）
刀匠・松田次泰に聞く―私の刀工修行（全2話）
刀匠・松田次泰に聞く―至高の美と強さ（全2話）
刀匠・松田次泰に聞く―日本刀のつくり方（全7話）

松田 智生
逆参勤交代が日本を変える（全2話）

松本 洋一郎
[座談]教養としてのナノテクノロジー（全10話）

真野 俊樹
医療とビジネスの健全な関係（全6話）

真山 仁
真山仁の小説論（全3話）
真山仁の社会論（全3話）
真山仁の経営論（全3話）

丸島 和洋
戦国大名の外交、その舞台裏（全8話）

三澤 千代治
経営者としての激動の人生（全5話）

水島 昇
オートファジー入門～細胞内のリサイクル～（全5話）

三谷 宏治
「重要思考」で考え、伝え、聴き、議論する（全4話）
「発想力」の技法を学ぶ（全2話）
楽しく未来を生き抜く「戦略子育て」を学ぶ（全2話）

南 直人
立命館大学食マネジメント学部シリーズ（全8話）

宮坂 昌之
[対談]免疫の仕組みからポストコロナ社会を考える（全11話）

宮本 弘曉
衰退途上国ニッポン～その急所と勝機（全6話）
日本の財政政策の効果を評価する（全6話）

宮脇 淳子
モンゴル帝国の世界史（全7話）

武藤 真祐
在宅医療とオンライン診療（全4話）

村井 満
[対談]勇気について（全10話）

村井 嘉浩
「富県共創」を掲げて～産業構造の転換に取り組む～
県知事として大切にしていること－「自分が前に出ていく」
常に全体の利益を考える～松下幸之助の発想にも通じる県政～
人生に無駄はない～県議、自衛隊時代の経験が生きる知事の仕事～
政治家の使命～目先にとらわれず50年、100年先のビジョンを描く～
創造的復興～震災から3年、民間活力とリスク予想に基づく宮城の挑戦～

村上 輝康
サービソロジーと経営～サービスイノベーション（全9話）

村田 知之
生活支援ロボットと人の共生（全9話）

毛内 拡
知られざる「脳」の仕組み～脳研究の最前線（全8話）

元祐 昌廣
[座談]教養としてのナノテクノロジー（全10話）

本村 凌二
世界史の中のローマ史～ローマ史講座Ⅰ（全3話）
古代ローマ人に学ぶ～ローマ史講座Ⅱ（全5話）
ローマ帝国への道～ローマ史講座Ⅲ（全7話）
ローマ史に学ぶ戦略思考～ローマ史講座Ⅳ（全8話）
ローマ帝国皇帝物語～ローマ史講座Ⅴ（全8話）
ユリウス・クラウディウス朝～ローマ史講座Ⅵ（全6話）
歴史家が語る『裕次郎』（全4話）
フラウィウス朝時代～ローマ史講座Ⅶ（全5話）
五賢帝時代～ローマ史講座Ⅷ（全9話）
五賢帝時代が去って～ローマ史講座Ⅸ（全4話）
軍人皇帝時代のローマ史～ローマ史講座Ⅹ（全6話）
教養としての世界史とローマ史～ローマ史講座・講演編（全11話）
四分治制時代のローマ史～ローマ史講座XI（全6話）
[対談]ローマ史と江戸史で読み解く国家の盛衰（全8話）
独裁の世界史～ギリシア編（全11話）
独裁の世界史～ローマ編（全4話）
独裁の世界史～ヴェネツィア編（全4話）
独裁の世界史～フランス革命編（全7話）
独裁の世界史～未来への提言編（全10話）
独裁の世界史～ビスマルク編（全3話）
独裁の世界史～ソ連編（全4話）
独裁の世界史～ファシズム編（全7話）
世界最高峰の競馬・凱旋門賞2021（全3話）
江戸とローマ～花見と剣闘士（全7話）
江戸とローマ～テルマエと浮世風呂（全3話）
江戸とローマ～諷刺詩と川柳・狂歌（全4話）
江戸とローマ～図書館と貸本屋（全5話）
江戸とローマ～日本酒とワイン（全4話）
江戸とローマ～「父祖の遺風」と武士道（全6話）
江戸とローマ～娼婦と遊女（全4話）
江戸とローマ～アッピア街道と東海道（全3話）
江戸とローマ～下水道と肥溜め（全3話）
江戸とローマ～哲人と俳人（全4話）
キケロ『老年について』を読む（全9話）
学びとは何か、教養とは何か
私のおすすめ本～馬と競馬をめぐる意外な側面～
大谷翔平と石原裕次郎「好かれる男」の共通点
独裁の世界史～番外編：世界史を一気通貫で見渡せる本

森川 亮
ＬＩＮＥ流イノベーティブ思考術（全5話）

森口 佑介
「自分をコントロールする力」の仕組み（全6話）

森田 朗
人口減少と日本の未来（全7話）

門田 守人
がん対策の現状と今後（全5話）

や

柳川 範之
ファミリービジネスとＡＩ（全8話）
フィンテックと金融革命（全5話）

「働き方改革」の課題と展望（全6話）
ビッグデータの実用化～その課題と効果（全3話）
プラットフォームビジネス（全3話）
大人の学び直しのために（全2話）
今後の技術革新と企業経営（全8話）
[対談]経済学的発想とは何か（全3話）
[対談]いま求められる「教養」とは（全4話）
[対談]宇宙ビジネスの現在と未来（全5話）
新型コロナウイルスと経済問題（全3話）
[対談]社会はAIでいかに読み解けるのか（全8話）
[対談]「Go To トラベル」キャンペーンの意味を考える（全2話）
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や

[対談]答えなき時代、「目利き」と失敗に学ぶ（全2話）
[対談]財政再建のために何が必要か（全2話）
[対談]キャリア転換で人生を成功させる方法（全7話）
失敗する日本企業の構造と改革への宿題（全4話）
中央銀行デジタル通貨と貨幣のない世界（全5話）

「新しい資本主義」の本質と課題（全6話）
[対談]経済と社会の本質を見抜く（全6話）
AIと人間の働き方の関係

「大人の学び」のスタイル：重要なことと重要ではないこと
[対談]これからのベンチャー論～スモールサイズと失敗に学ぶ～
キャッシュレス化のこれから～ビジネスチャンスとその課題
キャッシュレス化の動きと日本での可能性
私のおすすめ本～「教養とは何か」を学ぶ～
新しいインフラの役割とその波及効果
米中の貿易戦争とその構造的要因～自由貿易の難しさ～

山内 昌之
技術と民生から見た明治維新（全5話）
吾妻鏡とリーダーの要諦（全4話）
中東・湾岸情勢（全2話）
ウクライナの宗教と民族の歴史（全2話）

『中東国際関係史研究』を読み解く（全3話）
読書とは何か（全6話）
神皇正統記と日本人のアイデンティティ（全3話）
ガザ地区におけるイスラエルとパレスチナの対立（全2話）
トルコ現地調査レポート（全3話）
知足の政治家・保科正之に学ぶ（全2話）

『歴史とは何か』を語る（全12話）
第一次世界大戦から100年にあたって（全4話）
幕末長州～松下村塾と革命の志士たち（全14話）
イスラム国とクルド独立（全3話）

「イスラム国」米イラク空爆～六つの背景とシリア情勢への対応～（全2話)
「イスラム国」の本質と将来（全6話）
中東のパラダイムシフト（全3話）

「イスラム国」と中東の変動（全3話）
戦後70年の歴史認識～中韓の意図と平和国家日本（全2話）
第一次世界大戦100年と日本（全5話）
ロシアの中東政策（全2話）

「イスラム国（ISIL）」日本人殺害事件に際して（全5話）
戦後70年談話～政治と歴史認識（全8話）
ムハンマドを知る（全6話）
狡猾国家イエメンの現状（全2話）
トルコとイランの関係（全2話）
将軍家光のリーダーシップ（全4話）
書物で学ぶギリシャ危機（全3話）
新しい東方問題～EUの課題（全3話）
イラン核協議最終合意の意味（全2話）
戦後70年談話所感（全4話）
トルコ民主主義の行方（全3話）
シリア難民問題（全3話）
混沌のシリア情勢を読む（全4話）
パリ同時多発テロ（全3話）
トルコ軍ロシア機撃墜問題（全4話）
ポストモダン型戦争と第二次冷戦（全3話）
中東最新事情を読む（全7話）
中東の火種・シリア（全3話）
イランのダブル選挙（全4話）

「テロ」とは何か（全4話）
モスクワ国際安全保障会議（全4話）

「イスラムとアメリカ」再考～米国内のイスラム教徒（全8話）
トルコの一番長い夜とクーデター（全3話）
アメリカとサウジ同盟関係の終焉（全7話）
天皇陛下のおことば～ご譲位について考える（全3話）
プーチンのユーラシア戦略（全2話）
中東協力現地会議（全3話）
日露関係正常化に向けて（全2話）
トランプ外交と世界への影響（全2話）
トランプ政権とロシアの関係（全2話）
中東和平とロシア・トルコ・イラン（全2話）
中東の新たな地政学的変動（全5話）
徳川家康のリーダーシップ（全2話）
ポスト・モスルの中東情勢（全2話）
2017年湾岸とシリア（全2話）
北東アジアと中東の危機（全2話）
関ケ原の戦い～勝者と敗者を分けたもの（全2話）

家康が築いたTOKYO（全3話）
トランプ政権の中東政策（全5話）
トランプの中東戦略とその影響（全2話）
深刻な中東情勢（全3話）
敗者の戦後～毛利家と吉川家（全2話）
アメリカの役割の変化（全2話）
IS最終局面と中東情勢2019（全2話）
安倍総理のイラン訪問を読む（全3話）
日本近現代史と歴史認識～日中韓の葛藤（全3話）
危機下のリーダーシップ、その要諦とは（全3話）
イスラム世界におけるコロナ問題（全4話）
中東におけるコロナ問題（全3話）
[対談]徳川将軍と江戸幕府の軌跡～家康編（全5話）
[対談]徳川将軍と江戸幕府の軌跡～吉宗編（全5話）
[対談]徳川将軍と御三家――紀州藩と尾張藩（全2話）
不安定化したアフガン、ウイグル、中国（全4話）
[対談]徳川将軍と江戸幕府～家重、家治、家斉編（全5話）
ロシアのウクライナ侵攻と中国、イラン（全5話）
ウクライナ戦争に揺らぐ国際秩序（全4話）
歴史的に考えるウクライナ問題とロシア（全5話）
日本の外交防衛政策…家康の教訓（全4話）
世界史から見たウクライナ戦争と台湾危機（全5話）
徳川将軍と江戸幕府～徳川家斉（全4話）
[対談]徳川将軍と江戸幕府～家慶と烈公斉昭（全4話）
イスラエル対ハマス…その背景、影響、未来（全4話）
パレスチナ問題…解決への道（全5話）
[対談]徳川将軍と江戸幕府～阿部正弘編（全5話）
運と歴史～人は運で決まるか（全7話）

「ふりかえれば未来」を歴史解釈の基本に
「天皇陛下のご譲位とご公務の負担軽減」について考える
イスラム教におけるシーア派とスンニ派の違い
イランは中東の新しい地政学をリードできるのか？
ウクライナ問題を読む
　～米ロの動きを注視する中国と日本の外交姿勢への提言～
オスマン帝国とは何か～その繁栄と共生の秘密～
ガザの悲劇、その反復の理由―新しい三つの変化
サウジアラビアがイエメンを空爆した背景
シリア・アレッポ情勢と三つの「限りなく嘘に近い神話」
シリア情勢を読む～トルコの思惑とクルド「苦渋の選択」～
チュニジアにおけるテロの狙い
トルコ大統領選とISIL
リーダーと教育者
稀勢の里、横綱昇進への道
江戸時代の異常気象と天下人の仕事
皇帝バトゥとプーチン～絵入り年代記が伝えるロシアの歴史
三つの戦争と「イスラム国」―中東情勢における悲劇の本質
次期アメリカ大統領に望む中東政策「５つの提言」
将軍のプレゼント
昭和天皇実録～公開の歴史的意義
中東の覇権を握ろうと目論むイランの野望
中東を理解するために
追悼・前財務次官　香川俊介氏
帝国に共通する性格とは何か～民族紛争の火種を知る～
二つのイスラム～現代イスラムをめぐる紛争の根源を理解するために～
日本の戦後70年とワイツゼッカーの演説
平成時代の国際情勢を振り返る～冷戦終結から何を学ぶか～

山浦 一保
組織心理学～「妬み」との上手な付き合い方（全3話）
組織心理学～「チームの温度差」を埋める（全2話）
組織心理学～「不満」を生かす（全2話）
組織心理学～若者とのコミュニケーション（全2話）
組織心理学とは何か～『武器としての組織心理学』と概論

山下 万喜
戦史に見る意思決定プロセス～日本海軍の決断（全4話）
意思決定プロセスに見る日米比較
海上自衛隊の人材育成と米海軍との連携がもたらすもの
昨今の軍事情勢と意思決定プロセスの重要性

山添 博史
プーチンのロシア ―その思想と戦略―（全6話）
歴史から考える「ロシアの戦略」（全7話）
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や

ら

わ

山田 宏
横の民主主義と縦の民主主義
改革の柱は自立心と自尊心～山田区政・杉並改革の実績から
増税はなぜ問題なのか―貨幣と自由の関係論
日本が取り戻すべき三つの教育～宗教心・道徳・歴史の大切さ

山田 康弘
概説・縄文時代～その最新常識（全13話）

山本 貴博
[座談]教養としてのナノテクノロジー（全10話）

山本 博文
元号とはなにか（全5話）
私のおすすめ本～歴史を学びたい方へ～

由井 宏治
[座談]教養としてのナノテクノロジー（全10話）

養田 功一郎
2023年前半の金融市場と日本の行方（全2話）
為替レートから考える日本の競争力・購買力（全2話）
歴史的転換点における影の主役「インフレ」（全3話）
資産運用の思考法…経済や市場の動きをどう読むか

吉川 洋
[対談]経済社会と「隠れた価値」の行方（全5話）

吉田 正紀
わが国の安全保障の構造（全2話）
安全保障最前線（全4話）
わが国の防衛法制の変遷（全4話）
安全保障のチャイナリスク対応（全5話）
ワシントン発、安全保障の未来像（全5話）
トランプ政権とソーシャルメディア（全3話）
トランプ政権の現状（全2話）
トランプ劇場第三幕へ（全2話）
米国の対中政策～戦略の現状と課題（全8話）
わが国の安全保障を考える～海上自衛隊の現状と今後～

與那覇 潤
『「甘え」の構造』と現代日本（全8話）

賴住 光子
【入門】日本仏教の名僧・名著～総論（全3話）
【入門】日本仏教の名僧・名著～聖徳太子編（全2話）
【入門】日本仏教の名僧・名著～最澄編（全4話）
【入門】日本仏教の名僧・名著～空海編（全3話）
【入門】日本仏教の名僧・名著～源信編（全2話）
【入門】日本仏教の名僧・名著～法然編（全3話）
【入門】日本仏教の名僧・名著～明恵編（全2話）
【入門】日本仏教の名僧・名著～親鸞編（全4話）
【入門】日本仏教の名僧・名著～道元編（全4話）
【入門】日本仏教の名僧・名著～日蓮編（全3話）
聖徳太子「十七条憲法」を読む（全6話）

ら

R・ターガート・マーフィー
日本　呪縛の構図～日本の重要性と懸念（全12話）

わ

若宮 啓文
安倍首相と祖父・岸信介氏のＤＮＡ（全3話）
靖国神社の参拝がなぜ問題になるのか（全4話）

「村山談話」とは何だったのか（全2話）
なぜ「ドイツの謝罪」のようにいかなかったのか（全2話）
日韓関係の悩ましさ（全3話）

「日中」をめぐる保守の内部対立（全3話）
尖閣諸島の周辺で「日中共同開発を」の真相（全2話）
秘話を通して考える日韓関係（全2話）
どうなる？ 戦後70年「安倍談話」（全5話）
日韓条約50年（全2話）

オバマ大統領の日韓歴訪の成果～日韓を取り持つアメリカの歴史的使命～

分林 保弘
M＆Aとは企業の存続と発展のための経営戦略ツール
Ｍ＆Ａ成功の法則～ワタミとタクショクの事例に学ぶ
企業の後継者問題・集約化とＭ＆Ａ
能楽師の家に生まれ、外資系企業に入社―分林保弘の半生

渡部 玄一
[対談]渡部昇一に学ぶ教養と明朗（全10話）
渡部昇一の「わが体験的キリスト教論」（全6話）

渡部 昇一
本当のことがわかる昭和史《1》
　誰が東アジアに戦乱を呼び込んだのか（全16話）
本当のことがわかる昭和史《2》
　軍縮ブームとエネルギー革命の時代「明治の精神」の死（全21話）
本当のことがわかる昭和史《3》
　社稷を念ふ心なし――五・一五事件への道（全18話）
本当のことがわかる昭和史《4》
　二・二六事件と国民大衆雑誌『キング』（全14話）
本当のことがわかる昭和史《5》
　満洲事変と石原莞爾の蹉跌（全12話）
本当のことがわかる昭和史《6》
　人種差別を打破せんと日本人は奮い立った（全14話）
本当のことがわかる昭和史《7》
　歴史を愛する日本人の崇高な使命（全18話）
本当のことがわかる昭和史～書籍連動企画のお知らせ～

渡辺 宣彦
Microsoft Copilot～AIで仕事はどう変わるか（全7話）

渡部 泰明
百人一首の和歌（全5話）
和歌のレトリック～技法と鑑賞（全12話）

『古今和歌集』仮名序を読む（全6話）
「令和」の出典「梅花の歌三十二種の序文」を読み解く

渡部 芳德
うつ病治療最前線（全4話）
うつ病対策と経営リスク（全5話）

渡邉 義浩
「三国志」の世界とその魅力（全6話）
関羽の「義」と現代中国の関係（全3話）

『三国志』から見た卑弥呼（全3話）

和田 有史
「食」と「こころ」を考える

テンミニッツ TV 編集部
編集部ラジオ2022（全16話）
編集部ラジオ2023（全17話）
編集部ラジオ2024（全4話）
テンミニッツTV講師陣が語る、教養・リベラルアーツの学び方
便利な機能を動画で紹介！「講義メモ機能」の使い方



■推奨環境：
　□PC︰Windows：Microsoft Edge 最新版／Google Chrome 最新版
　　Firefox 最新版／ MacOS：Safari 最新版
　□ iOS︰iPhone5 以降のiOS7.0 以上の端末／ iPad Air以降の
　　iOS7.0 以上の端末／ iPad mini Retina以降の iOS7.0 以上の端末
　□Android︰Android5.0 以上の端末
　□FireOS︰Fire タブレット第5世代以上の端末 

イマジニア株式会社   
〒163-0715　東京都新宿区西新宿 2-7-1　新宿第一生命ビルディング15階　コンテンツ事業本部　テンミニッツTV事業部 　　

MAIL︰support@10mtv.jp

■名称︰テンミニッツTV
■URL︰https://10mtv.jp/
■内容︰有識者の講義動画の配信
■サービス開始︰2014 年2月
■企画・運営会社︰イマジニア株式会社
■協業会社︰株式会社ＮＴＴドコモ
※掲載情報は2024 年4月時点のものです。配信内容は変更になる可能性があります。 テンミニッツ T V 検索


