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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

 
（1）山梨学院大学の「建学の精神」 

本学は、創立者古屋眞一・古屋喜代子が終戦直後の荒廃した状況の中で、今後の日本の復興の礎は教育に

あると考え、昭和21（1946）年に郷里である山梨の地に山梨実践女子高等学院を創設したことに発する。そ

の際、教育の支柱としたのが「建学の精神」である。 
《建学の精神》 

 本学ハ日本精神ヲ主義トスル 
 本学ハ祖国ノ指導者養成ヲ旗幟トスル 
 本学ハ徳ヲ樹ツルコトヲ理想トスル 

この「建学の精神」は校歌にも表現されており、長らく教職員・学生に親しまれてきた。しかし、その定

められた時期が終戦直後ということもあり、次第に教職員の理解も一様ではなくなるとともに、その時代的

な表現から、学生にも理解しにくいものとなりつつあった。 

そこで、現代にふさわしい「建学の精神」の解釈を確認する作業を全学的に行い、平成18（2006）年1月の

合同教授会において審議した。また、平成29（2017）年3月には「建学の精神」の現代的解釈に係る再確認を

行なうなど、「建学の精神」の現代的解釈については、「教育理念」として位置付けるとともに、時代に即し

た在り方を常に検討することとしている。 
《 教 育 理 念 》 

本学は、日本文化への深い理解と広い国際的視野をもって社会に貢献する人間の
育成を目指し、豊かな教養と創造力を備えた人格の形成を図る。 

 

（2）本学が目指す大学像 

本学では、「建学の精神」の現代的解釈を本学の「教育理念」として位置付けているが、この理念に基づき、

より具体的な教育目標・実践の指針を「本学が目指す大学像」という形で定め、教育理念の具体化、明確化

を推進している。 
《 本学が目指す大学像 》 

【教 育 目 標】 
 ① 自律と寛容の精神を備えた、個性豊かな人間の育成 
 ② 広い教養と深い専門の知識をもち、実践力のある逞しい人間の育成 
 ③ 自己実現を目指しつつ、地域社会･国家及び国際社会に貢献できる人間の育成 
【本学の指針】 
 ① 学生の個性を尊重する。 
 ② 独創的な教育・研究・運営に努める。 
 ③ チャレンジする意欲を積極的に支援する。 
 ④ 地域と連携し、地域に貢献する。 

教育理念（建学の精神）の大学及び大学院への展開については、「山梨学院大学学則」第 1条及び第 2条、

並びに「山梨学院大学大学院学則」第 1条にそれぞれの設置の目的・使命を定めている。また、各学部・学

科及び各研究科の教育目的については、それぞれ「山梨学院大学学則」第 2条、及び「山梨学院大学大学院

学則」第 3条に定めている。【資料 1-2-1】【資料 1-2-2】 
 

（3）学部設置の過程 

昭和37（1962）年1月、長年の宿願であった短期大学法経科の学部への昇格（改組）が認可され、昭和37

（1962）年4月、法学部法学科が開設された。この学部は、山梨県内唯一の私立大学法学部として誕生し、県

民の希望と期待に応えて年毎にその発展をみた。 

その使命は、法学を学び、正義と衡平の観念を基礎とした識見ある社会人を養成し、発展する地域社会の

要望に応えるとともに、日本の文化向上に寄与することであった。昭和38（1963）年度には同学部に教職課

程を開設し、更なる充実が図られた。 

昭和 40（1965）年 1月には商学部商学科の設置が認可され（昭和 40（1965）年度開設）、現在の基盤が築

かれた。その使命は、商学を学んで商業倫理を体得した人材を育成し、法学部と同様に、発展する地域社会

の要望に応えるとともに、日本の文化向上に寄与することであった。 

なお、同学部学科は、平成 19（2007）年度より、現代ビジネス学部現代ビジネス学科と名称を改めた。な

お、現代的諸課題にも対応する学部として相応しい普遍的な名称とするため、平成 31（2019）年度より同学

部学科の名称を経営学部経営学科に改めた。 

商学部には、昭和61（1986）年12月に経営情報学科の設置が認可された（昭和62（1987）年度開設）。情報

が人・物・金に次ぐ第四の経営資源として、企業活動に不可欠であると認識されつつある中、社会的要請に

応える学科として開設されたものである。 

その後、情報分野の急速な進展に伴い、同学科は平成6（1994）年度には、経営情報学部として独立した。

その後、同学部学科は、25年余に渡る学科運営を経て、情報化の進展と浸透が推進され、社会に対する人材

育成の一定の役割を終えたとして平成31（2019）年3月末日付で廃止された。 
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平成 2（1990）年 12月には、私立大学の法学部としては初めての行政学科の設置が認可され（平成 3（1991）

年度開設）、平成 2（1990）年 4月に学科に先立って開設された行政研究センターとともに、地域行政を支え

る人材の育成を目指してきた。同学科は、平成 14（2002）年度に、政治行政学科と名称を改めている。 

また、行政研究センターは、平成 19（2007）年 7月、ローカル・ガバナンス研究センターに発展的に改組

された。なお、同学科は、令和 2（2020）年 3月末日付で、学生募集を停止することとし、令和 1（2019）年

5月 14日付で定員変更手続を終えている。 

平成 7（1995）年度には、社会人を中心とした大学院公共政策研究科公共政策専攻（修士課程）を開設し、

県や市町村職員をはじめ一般社会人が、自治体等の政策形成や公共政策について学ぶ場となることを目指し

た。平成 13（2001）年度、同研究科を社会科学研究科に名称変更し、さらに拡がりを見せる公共政策分野を

視野に入れて、地域の政治・行政・経済・経営・教育の場で活躍する人材の育成を目指している。 

また、平成 16（2004）年度には、大学院法務研究科法務専攻（専門職学位課程（法科大学院））を開設し、

地域に貢献できる法曹人材の養成に努めた。なお、法科大学院は、14年に渡る法曹家の養成を経て、平成 30

（2018）年 3月末日付で地域におけるその役割を終えたとして廃止した。 

平成 22（2010）年度には、管理栄養士養成課程としては山梨県下で唯一となる健康栄養学部管理栄養学科

を新たに開設した。その使命は、栄養学を学んで食と健康に関わる分野で活躍する人材を育成し、地域の安

全や発展の基盤となる人々の心身の健康を確保し、食に関わる様々な産業の活性化を推進する有為な人間を

育成することである。 

この管理栄養士養成課程においては、管理栄養士国家試験に例年多くの合格者を輩出しており、令和 2年

度の合格者も 40 名と合格率 93％であり山梨県内の唯一の養成施設として、その使命を果たしている。 

平成 27（2015）年 4月には、地域及び日本社会のグローバル化への要請に応えるべく、国際リベラルアー

ツ学部国際リベラルアーツ学科（International College of Liberal Arts：「iCLA」と通称する。）を開設

した。その使命は、英語による卓越したコミュニケーション能力と国際的な視点に基づく教育の実践により、

グローバルな視野を有する専門知識を身に付けた実践力ある人材を養成し、国際社会及び地域社会に貢献す

ることである。 

平成 28（2016）年 4月には、これまでのカレッジスポーツの振興を基盤に、スポーツを科学として学問的

に探究するスポーツ科学部スポーツ科学科を開設した。その使命は、スポーツ科学の知と技の修得とスポー

ツ競技力の向上・実技能力の向上を基盤とし、トップスポーツ（競技者のスポーツ）と地域スポーツ（みん

なのスポーツ）との好循環システムを推進していくことのできる人材を育成し、国内外のスポーツ振興に貢

献することであった。平成 31（2019）年に完成年度を迎え、令和 3（2021）年 3月 15日に、スポーツ科学部

として第二期の卒業生を輩出した。 

以上のように、建学の精神に基づく教育理念は、各学部の教育において展開され、かつ社会の要請に則し

た形に改善を加えながら、今日に至っている。 

 

（4）山梨学院大学の個性・特色 

大学の創造性とは、大学が主体的に改革に取り組むことであり、存在感のある学園づくりを実現させるこ

とである。そのため、本学では次のような個性化への取組みを行っている。 

第一は、時代とともに進展する大学教育改革に根ざした学生の満足度の向上である。これは教育の本質に

連なることであり、時代を越えて変わらない普遍的な価値の追求である。そのためには、常に学生・教職員

間の豊かな人間関係の醸成に努め、心の触れ合うサービスの徹底を図ることを重視している。 

本学の取組みとしては、商学部に経営情報学科（後の経営情報学部経営情報学科）を増設することを契機

として、昭和 62（1987）年度より全学に教養演習を活用した初年次教育を導入し、以降、その実践を重視す

る教育に取り組んできた。令和 2（2020）年度は、法学部・健康栄養学部が「基礎演習Ⅰ」・「基礎演習Ⅱ」、

経営学部が「ライティング」・「基礎演習」、スポーツ科学部が「スポーツ基礎演習」、国際リベラルアーツ学

部が「リベラルアーツ入門」を初年次に開講している。 

加えて、学生センターにおける、修学及び学生生活支援や、就職・キャリアセンターによる体系的な就職・

キャリア支援においても、きめ細かな指導を心がけ、学生からも高い評価を受けている。 

また、平成 27（2015）4月には、インスティテューショナル・リサーチ（ＩＲ）活動に基づき、大学の意

思決定に資す情報の収集と分析に努めながら、学生の学習支援を開発し、大学全体や学部の教育、そして個々

の授業について研究支援し、本学の教育改革に資することを目的として、学習・教育開発センターを設置し

た。 

第二は、地域に開かれたキャンパスづくりと地域文化創造の積極的な推進として、平成 5（1993）年より

「生涯学習センター」を設置して生涯学習の推進を図ってきた。また、地域に密着した情報を提供するコミ

ュニティエフエム局「エフエム甲府」が大学キャンパス内に開設されており、大学との協力のもと、地域振

興・文化創造のために貢献している。 

平成 19（2007）年には、それまでの「行政研究センター」を改組し、「ローカル・ガバナンス研究センタ
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ー」を設立して、地域行政に関わる人々に対して、地域課題・地域経営についての研鑽の場を提供している。

また、平成 24（2012）年 12月には、商学部から続く地域経済への貢献の具現化として、「経営学研究センタ

ー」を開設し、地域企業の持つ課題への解決策の研究など、地元・地域の経済活性化への一助となってきた

が、令和 2（2020）年 3月に、「経営学研究センター」については、その役割を新たに名称変更した経営学部

に集約し、その役割を終えた。 

第三は、カレッジスポーツの振興である。本学では、創立 40 周年（昭和 61（1986）年）を契機として、

カレッジスポーツの振興を運営方針のひとつとして掲げ、鋭意その振興を図ってきた。以来、箱根駅伝で全

国に名を馳せた陸上競技部をはじめ、スケート部、レスリング部、柔道部、水泳部、ホッケー部等、オリン

ピックや国際競技大会に多くの選手・役員を派遣するなどの活躍をみせている。 

この取組みの目的は、カレッジスポーツの振興を通じて「学生のたくましい人間としての基礎力」を育成

することであり、かつ、カレッジスポーツで活躍する学生「カレッジ・アスリート（本学における「強化育

成クラブ」、「準強化育成クラブ」に所属する学生）」の活躍を、学園全体や地域に還元することによる「学園

の活性化」、「地域社会の活性化」である。 

こうした本学の取組みが認められ、公益財団法人日本オリンピック委員会（Japanese Olympic Committee：

JOC）が平成 16（2004）年に制定した JOC スポーツ賞「トップアスリートサポート賞」において初代優秀団

体賞を受賞した。また、平成 22（2010）年度には文部科学省が新設した「スポーツ功労団体表彰」を受賞し、

平成 25（2013）年度にも二度目の受賞をするに至っている。また、これまでのカレッジスポーツの振興を基

盤に、平成 28（2016）年 4月には、スポーツを科学として学問的に探究する「スポーツ科学部スポーツ科学

科」を開設した。 

第四は、全学的国際化である。本学で平成 30（2018）年に策定した「山梨学院大学 2つのビジョン」の内

の「全学的国際化」の実現のために、平成 31（2019）年 4月には、国際共修及び語学教育の企画と運営を通

し、本学の国際化（グローバル化）のビジョンとミッションの達成に資することを目的として、グローバル

ラーニングセンターを設置した。同センターは、国内における語学学習（英語・中国語・日本語）や国際共

修の科目運営、および国外における学修活動の企画立案・運営を行っている。 

 

Ⅱ．沿革と現況 

 

（1）本学の沿革 
昭和21（1946）年 6月  山梨実践女子高等学院設立 
昭和23（1948）年12月  財団法人山梨学院認可 
昭和26（1951）年 2月  学校法人山梨学院組織変更認可 
昭和28（1953）年 1月  山梨学院短期大学法経科設置認可（昭和28（1953）年度開設） 
昭和37（1962）年 1月  山梨学院大学法学部法学科設置認可（昭和37（1962）年度開設） 
昭和40（1965）年 1月  山梨学院大学商学部商学科設置認可（昭和40（1965）年度開設） 
昭和61（1986）年12月  山梨学院大学商学部経営情報学科設置認可（昭和62（1987）年度開設） 
平成 2（1990）年12月  山梨学院大学法学部行政学科設置認可（平成 3（1991）年度開設） 
平成 5（1993）年12月  山梨学院大学経営情報学部経営情報学科設置認可（商学部経営情報学科

を改組転換）（平成 6（1994）年度開設） 
平成 7（1995）年 3月  山梨学院大学大学院公共政策研究科公共政策専攻修士課程設置認可（平

成7（1995）年度開設） 
平成12（2000）年10月  山梨学院大学大学院社会科学研究科名称変更届出受理（公共政策研究

科を名称変更）（平成13（2001）年度開設） 
平成13（2001）年 1月  山梨学院大学法学部政治行政学科名称変更届出受理（法学部行政学科を

名称変更）（平成14（2002）年度開設） 
平成15（2003）年11月  山梨学院大学大学院法務研究科法務専攻専門職学位課程（法科大学院）

設置認可（平成16（20004）年度開設） 
平成18（2006）年 4月  山梨学院大学現代ビジネス学部現代ビジネス学科名称変更届出受理（商

学部商学科を名称変更）（平成19（2007）年度開設） 
平成21（2009）年10月  山梨学院大学健康栄養学部管理栄養学科設置認可（平成22（2010）年度

開設） 
平成26（2014）年10月  山梨学院大学国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科設置認

可（平成27（2015）年度開設） 
平成27（2015）年 4月  山梨学院大学学習・教育開発センター設置 
平成27（2015）年 8月  山梨学院大学スポーツ科学部スポーツ科学科設置認可（平成28（2016）

年度開設） 
平成30（2018）年 3月  山梨学院大学大学院法務研究科法務専攻専門職学位課程（法科大学院）

廃止届出 
平成30（2018）年 6月  山梨学院大学経営学部経営学科名称変更届出受理（現代ビジネス学部現

代ビジネス学科を名称変更）（平成31（2019）年度開設） 
平成31（2019）年 3月  山梨学院大学経営情報学部経営情報学科廃止届出 

  山梨学院大学法学部政治行政学科学生募集停止 
平成31（2019）年 4月  山梨学院大学グローバルラーニングセンター設置 
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（2）本学の現況（2021年 5月 1日現在） 

・大 学 名   山梨学院大学 

・所 在 地   山梨県甲府市酒折二丁目 4-5 

・学部構成   学部・学科 
法学部  法学科 
  政治行政学科 
経営学部  経営学科 
健康栄養学部  管理栄養学科 
国際リベラルアーツ学部  国際リベラルアーツ学科 
スポーツ科学部  スポーツ科学科 

         大学院研究科・専攻（課程） 
社会科学研究科  公共政策専攻（修士課程） 
   

・学生数、教員数、職員数（2021年 5月 1日現在） 

【大学学部】                               （単位：人） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

（注 1）法学部法学

科は、令和 3

（2021）年度より入学定員を変更。（30人：270人→300人） 

（注2）法学部政治行政学科は、令和2（2020）年度より学生募集停止。 

（注3）スポーツ科学部スポーツ科学科は、令和3（2021）年度より入学定員を変更。（△30人：200人→170人） 

（注4）法学部法学科には大学設置基準に示す専任教員に算入しない教員2人（教授2人）を含む。 

（参考掲載）健康栄養学部管理栄養学科に助手5人を配置。 

 

【大 学 院】                                （単位：人） 

研 究 科 専  攻 

学 生 数 教 員 数 

入 学 

定 員 

収 容 

定 員 

在 籍 

学生数 
専任 兼任 計 

社 会 科 学 研 究 科 
公 共 政 策 専 攻 

（ 修 士 課 程 ） 
20 40 23 

11 

(注1) 
4 15 

合       計 20 40 23 11 4 15 

 

（注1）社会科学研究科に所属する専任教員は、学部の専任教員を兼ねる者（11人）を含め、大学院設置基準に基づき記入。 

 
Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の設定 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

（1）1－1の自己判定 

基準項目 1－1を満たしている。 

学    部 学    科 

学 生 数 教 員 数 

入 学 

定 員 

編入学 

定 員 

収 容 

定 員 

在 籍 

学生数 
専任 兼任 計 

法 学 部 

法 学 科 
300 

（注1） 
－ 

1,200 

（注1） 
1,236 

23 

（注4） 
23 46 

政 治 行 政 学 科 
募集停止 

（注2） 

募集停止 

（注2） 

募集停止 

（注2） 
316 12 12 24 

経 営 学 部 経 営 学 科 300 － 
1,200 

 
1,321 27 23 50 

健 康 栄 養 学 部 管 理 栄 養 学 科 40 10 180 163 10 3 13 

国際リベラルアーツ学部 国際リベラルアーツ学科 50 － 200 190 25 12 37 

ス ポ ー ツ 科 学 部 ス ポ ー ツ 科 学 科 
170 

（注3） 
 

680 

（注3） 
797 25 13 38 

学 習 ・ 教 育 開 発 セ ン タ ー － － － － 13 5 18 

グ ロ ー バ ル ラ ー ニ ン グ 

 

セ ン タ ー 

－ － － － 11 5 16 

合       計 860 10 3,460 4,023 146 96 242 
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（2）1－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学では、前身である山梨実践女子高等学院の創設の際に定めた「建学の精神」について、その現代的解

釈を施したものを「教育理念」として位置づけている。この理念に基づき、本学が目指す大学像として、よ

り具体的な「教育目標」を掲げている。この「教育理念」と「教育目標」は、本学の基本理念として、各学

部・学科、各研究科の使命・目的の具体化や明確化の基礎としている。 
「山梨学院大学学則」第 1章第 1条並びに「山梨学院大学大学院学則」第 1章第 1条には、教育理念（建

学の精神）に基づく大学及び大学院の設置目的を定めている。より具体的な使命・目的については、学部・

学科及び研究科毎に明確にしており、それぞれ「山梨学院大学学則」第 1章第 2条並びに「山梨学院大学大

学院学則」第 1章第 3条に定めている。【資料 1-1-1】【資料 1-1-2】 

本学における教育理念と大学の使命・教育目的及び大学院の教育目的については、次に示す通りである。 
 

【教育理念】 
本学は、日本文化への深い理解と広い国際的視野をもって社会に貢献する 
人間の育成を目指し、豊かな教養と創造力を備えた人格の形成を図る。 

 
 

【教育目標】 
1. 自律と寛容の精神を備えた、個性豊かな人間の育成 
2. 広い教養と深い専門の知識をもち、実践力のある逞しい人間の育成 
3. 自己実現を目指しつつ、地域社会・国家及び国際社会に貢献できる人間の育成 

 
 

【本学の指針】 
① 学生の個性を尊重する。 
② 独創的な教育・研究・運営に努める。 
③ チャレンジする意欲を積極的に支援する。 
④ 地域と連携し、地域に貢献する。 

 

 
《大学の使命・教育目的》 
【使命】 
〈法学部〉 

法学及び政治行政学を学んで正義と衡平の観念を基礎とした識見ある人材を育成し、国家社会に寄与すること。 
〈経営学部〉 
商学を学んで現代のビジネスが必要とする人材を育成し、国家社会に寄与すること。 

〈健康栄養学部〉 
栄養学を学んで食と健康に関わる分野で活躍する人材を育成し、国家社会に寄与すること。 

〈国際リベラルアーツ学部〉 
英語による卓越したコミュニケーション能力と国際的な視点に基づく教育の実践により、グローバルな視野を有する
専門知識を身に付けた実践力ある人材を養成し、国際社会及び地域社会に貢献すること。 

〈スポーツ科学部〉 
スポーツ科学の知と技の修得とスポーツ競技力の向上・実技能力の向上を基盤とし、トップスポーツ（競技者のスポ
ーツ）と地域スポーツ（みんなのスポーツ）との好循環システムを推進していくことのできる人材を育成し、国内外
のスポーツ振興に貢献すること。 

【教育目的】 
〈法学部法学科〉 

法学の基本的素養を備え、公正・公平の観点から現代社会が直面する諸問題に対応できる能力を養成し、もって社会
正義の実現に貢献できる人間を育成すること。 

〈法学部政治行政学科〉 
現代における公共空間の変容に対応した、行政、市民、企業を主たる担い手とする政治社会のあり方に関する歴史的、
理論的、政策志向的な教育・研究に取り組み、公共性と社会性を備えた人間としての人格的成長を促進していくこと。 

〈経営学部経営学科〉 
人々から信頼される地域経済の担い手として、自律的な行動を通じて、幅広い分野で活躍できる人を育成すること。 

〈健康栄養学部管理栄養学科〉 
管理栄養士の養成を中核として、保健・医療・教育・福祉・介護の分野において健康の保持増進・疾病の予防と改善
を目指す栄養マネジメントを遂行できる能力を育成するとともに、地域社会の食生活と健康の向上に貢献する資質を
養うこと。 

〈国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科〉 
幅広い学問分野を横断的に英語で学ぶことにより教養を高めると同時に、母語の違いはもとより、国籍や地域、民族
及びその慣習や考え方などを乗り越えてコミュニケーションをとる能力と、自己規律と他者への配慮を身につけ、精
神的にも成長することができること。 

〈スポーツ科学部スポーツ科学科〉 
スポーツに関わる専門的能力とともに、社会人基礎力 (前に踏み出す力（アクション）、考え抜く力（シンキング）、
チームで働く力（チームワーク）)を身に付けることができること。 

《大学院の教育目的》 
日本文化への深い理解と広い国際的視野をもち、豊かな教養と創造力を備え、激動する社会を生き抜く健康な心身と
あわせて、とくに、高度の専門性を有する職業等に必要な能力をもった人材を育成すること。 

〈社会科学研究科（修士課程）〉 

本
学
が
目
指
す
大
学
像 

山
梨
学
院
大
学
の
基
本
理
念 
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広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力またはこれに加えて高度の専門性が求められる職業
を担うための卓越した能力を培うこと。 

以上のような、大学及び大学院の使命・目的及び各学部の目的は、各学則に具体的かつ明確に条文化され、

簡潔な文章化が行われている。さらに、各学部・学科、大学院研究科では、それぞれの個性・特色を踏まえ

た教育目的をより確実に達成するために、「基準 1-2」で示される教育目標を設定し、ホームページや大学

案内に明確かつ簡潔に明記している。 

変化への対応に関しては、「建学の精神」の現代的解釈を中心として、概ね 10年に一度の全学的な再確認

を行うこととして申し合わせ、運用している。 

また、2021年度に学校法人名称の変更が決定しており、これにともなって教育理念や教育目的の見直しの

検討が進展中である。 

 
（3）1－1の改善・向上方策（将来計画） 

本学の掲げる使命・目的等については、定期的に内容の解釈を議論しながら、現在の社会情勢に則した形

に変更を加えていく必要がある。そのためには、PDCA サイクルを活用しながら、本学のステークホルダーの

動向調査や意識の確認を行いつつ、より現実的な「建学の精神」の解釈を定期的に議論する組織体の構築な

どが必須となる。 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の反映 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

1-2-② 学内外への周知 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

 

（1）1－2の自己判定 

基準項目 1－1を満たしている。 

 
（2）1－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学では、建学の精神に則り、教育理念、使命・目的、教育目標の具体化・明確化を図り、年度単位で確

認しながら教育・研究を実践している。また、学生や教職員への周知はもちろん、広く社会に対する説明責

任を踏まえた教育情報の公開の一環として位置づけている。 

 

≪役員、教職員の参画≫ 

「本学が目指す大学像」は、本学の使命・目的及び教育目的の確認作業に照らし、理事会を中心にその運

営を補助する法人本部によって、併設する他の学校種（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、短期大学）の

教育事業の運営計画（事業計画）やその実践結果の報告（事業報告）との擦り合わせを行いながら、年度毎

に確認されるものである。法人全体（設置者）の運営方針の 1つとして、年度始めに Kick Off Ceremony

（例年、4 月 1 日実施）にて教職員と共有されてきたが、令和 2（2020）年度はコロナ禍により中止となっ

た。 

なお、本学の教育組織（学部・学科、研究科）及び事務組織毎にガバナンス（自治）の機能を踏まえて策

定する事業計画、及びその計画に則った実践を点検・評価するための事業報告が整えられ、役員、本学教職

員、あるいは設置者が設置する他の学校種の教職員の参画に反映されている。 

教育理念、使命・目的、教育目標に関しては、全学的な自己点検・評価作業において検証した上で、その

整合性・妥当性を確認している。 

 

≪学内外への周知≫ 

教育理念及び教育目標は、「本学の基本理念」として、『学生便覧』等の刊行物やホームページ

（http://www.ygu.ac.jp/guide/jyouhoukoukai.php）の利用により学内外に周知している。学則についても、

同様である。また、新入生には 3日間にわたるオリエンテーションを、在学生には履修ガイダンスを利用し

て、さらに新入生の保護者には入学式後に保護者説明会を開催し説明を行う（2020 年度はコロナ禍のため中

止）など、学内への周知については、十分な効果を上げていると考えている。 

特に新入生オリエンテーションにおいてはコロナ禍により充分にできなかった点は、入学後、学科・学年

の単位でも教育目的・教育目標を説明し、学生への周知を高める工夫を行った。 

この新入生オリエンテーション及び 2・3・4年のガイダンスについては、各学部や事務所属から必要な情

報を伝達しているが、その総量の増大や情報共有の未徹底により、情報の重複や不要な資料配布など、経年

の問題が山積してきた。そこで、各学部及び事務所属の担当者による「ガイダンス検討プロジェクト」を発
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足させ、配布資料のデジタル化、伝達内容の共有、学生への資料配信方法の確立など、これまで抱えてきた

課題の解決を実施した。 

入学志願者ほか学外関係者に対しても、『大学案内』、入試広報用動画など広報媒体を通じて周知するとと

もに、ホームページに掲載することにより、学内外の方々への理解を図った。なお、2020年度はコロナ禍の

ため、オープンキャンパスはオンラインのみとした。【資料 1-2-1】 

 

≪中長期的な計画及び三つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映≫ 

学園の中長期的な計画は「建学の精神」に沿った本学の使命・目的を踏まえた策定を行っており、大学・

大学院を含めた学園全体では、毎年度設置者の示す運営方針に基づいた事業計画を定めて運営している。ま

た、年度毎に設置者に対して事業報告を行っており、本学の使命・目的を踏まえた PDCA サイクルが展開で

きる仕組みを取り入れている。なお、重要業績評価指数（Key Performance Indicators; KPI）を定めた向こ

う 3か年の本学の行動計画・指針として、平成 30（2018）年 7月には「国際化ビジョン」【資料 1-2-2】を、

平成 31（2019）年 2月には「教育の質的転換ビジョン」【資料 1-2-3】をそれぞれ定め、今後の PDCAサイク

ルに生かすこととしている。 

アドミッション、カリキュラム、ディプロマの三つの方針（ポリシー）に関しても建学の精神に則り、法

令に基づき本学の使命・目的を踏まえた策定を行っている。【資料 1-2-4】 
《アドミッション・ポリシー》 
〈大学全体〉 

① 知識・技能：各学科での学びに繋がる基礎学力を備えている人。 
② 思考力・判断力・表現力等の能力：問題を多角的に捉えて、適切に判断し表現することができる人。 
③ 主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度：目標・目的を定めて、向上心をもって成長しようとする人。 

〈法学部法学科〉 
本学の教育理念および教育目標のもと、法学科では、次のような人材を求める。 
［求める学生像］ 
① 法学科での学びにつながる基礎学力を備えている人。 
② 社会で起きているさまざまな問題に対して興味をもち、それを主体的に考え、表現することができる人。 
③ 法学科で自分を成長させようとするつよい意志と意欲を持っている人。 
④ 明確な目的をもち、その実現のための具体的計画を立てられる人。 
［入学者に求める能力］ 
現代社会の基礎となっている市民社会と人権を理解するために、公民（現代社会、倫理、政治・経済）、地理歴史

（世界史、日本史、地理）、また、言語感覚及び論理的思考力を身につけるために国語、外国語及び数学の基本的な
事項について学んでおくことを求める。 
［評価方法］ 
・入試（センター方式、本学一般試験方式） 

大学入試センター試験及び本学が実施する個別学力検査において、志願者の能力や資質を総合的に評価する。 
・入試（推薦試験） 

調査書、面接及び小論文において、志願者の能力や資質を総合的に評価する。 
〈法学部政治行政学科〉 

① 政治行政学科の学びに繋がる基礎学力を備えている人。 
② 身近な地域から世界まで、社会的な事象に対する関心を持っている人。 
③ 自発的自律的に学び、自己を向上させようという意欲を持っている人。 
④ 学びの成果を、社会の発展につなげ、役立てようという意志を持っている人。 

〈経営学部経営学科〉 
経営学部では、人々から信頼される地域経済の担い手として、自律的な行動を通じて、幅広い分野で活躍できる人

を育成するため、高い知的好奇心に支えられた基礎的な学力を持った入学者を求める。 
① 基礎的な地域・技能：大学での学修に必要となる基礎的・基本的な知識・技能、特に、国語（文章の読解や作成）、 
数学（論理的思考や計算）、地理・歴史・公民（社会の仕組みの理解）の基礎知識を備えた人。 
② 思考力・判断力・表現力等の能力：大学での学修、特に、企業事例の分析、地域課題への提言、インターンシ 
ップ等の能動的な学びに必要となる高い知的好奇心、問題を分析する力、自らの考えを的確に伝える表現力を備え 
た人 
③ 主体性・多様性・協働性：幅広い分野に興味・関心を持って積極的に大学での学修に取り組み、教員・学生・ 
社会人と円滑にコミュニケーションをとって自ら進んで学ぼうとする意欲を持った人。 

〈健康栄養学部管理栄養学科〉 
① 知識・技能：専門的な知識を学ぶ上で重要となる基礎学力を備えている人。 
② 思考力・判断力・表現力：課題の解決に必要な分析能力や思考力を備え、自己の考えを論理的に述べることがで

きる人。 
③ 主体性：専門職として明確な目標と向上心を有し、学問に取り組む意欲をもっている人。 

〈国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科〉 
国際リベラルアーツ学部では、英語による授業の実施と幅広い授業科目の展開を通じて、学生が知的側面において

も精神的側面においても成長することを目指した教育が実施されることから、次のような人材を求める。 
① 意欲が高く熱心な人。 
② 学問的な潜在能力と一定の学業上の成果を有する人。 
③ 寛容な精神とともに、知的好奇心があり、批判的で柔軟な思考ができる人。 
④ 本学部での学修に必要となる基礎的な英語力と、英語の学習能力が備わっている人。 

〈スポーツ科学部スポーツ科学科〉 
① 知識・技能：大学での学びにつながる基礎学力、運動能力を備えている人。 
② 思考力・判断力・表現力：スポーツや体育、健康に関わる今日的な課題を多角的に捉え、判断し、表現すること

ができる人。 
③ 主体性：周囲と協働しながら、以下に示す課題を達成しようとする人。 
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（１）授業やスポーツクラブの活動をとおして、競技力や運動能力をさらに高めること。 
（２）授業やスポーツクラブの活動をとおして、スポーツ科学の“知と技”（指導能力、研究能力、科学的サポー

ト能力、マネジメント能力など）を実践的に身に付けること。 
（３）大学生活で得た学修成果を、国内外のさまざまなスポーツ関連分野において活かすこと。 

〈社会科学研究科公共政策専攻（修士課程）〉 
① 公共政策や産業経済等の分野で現在活躍し、その分野の発展のために研究を行おうとする人。 
② これまでの実務や経験を高い見地から整理・総括し、有用な問題提起をなそうとする人。 
③ 高度専門職業人に必要な専門知識や専門能力を身につけようとする人。 
④ 今後の職業や進路に資するために高度な学術や専門分野をより深く研究しようとする人。 

《カリキュラム・ポリシー》 
〈大学全体〉 
編成方針 
必要な知識・技能を修得するために、次のカリキュラム編成を行う。 
① 広い視野・広範な教養・豊かな人間性を養い、国際化社会に対応するため、教養教育として「総合基礎教育科目」
と「外国語教育科目」を設置する。 

② 「総合基礎教育科目」には、自らの価値観を形成し生きる力を養うための諸科目「共生」とスポーツ・健康に関
心を持ち生活の質を高めるための諸科目「健康とスポーツ」を設置する。 

③ 「外国語教育科目」には、国際コミュニケーション能力を育成するために英語を設置する。 
④ 「総合基礎教育科目」「外国語教育科目」は、それぞれ「基幹・基礎」科目と「発展・主題」科目に区分して設
置する。 

⑤ 「共生」の「発展・主題」科目は、「人間・文化」、「国際・社会」、「環境・科学」、「教育・学習」に区分
して設置する。 

⑥ 専門教育のカリキュラム編成は、授与する学位の専門分野に基づき、各学科において定める。 
到達目標 
① 異なった価値観・異文化に対して関心と理解を持つことができる。 
② 運動・スポーツに関心を持ち、健康を維持することができる。 
③ 教育の意義を理解し、自ら学習する態度を身につける。 
④ 自然・社会との関わりを理解し、自ら判断することができる。 
⑤ 外国語を用いて交流することができる。 
⑥ さまざまな学問の基本的な考え方を理解することができる。 

〈法学部法学科〉 
編成方針 
卒業後の進路を考慮し、法学科では、「公務員モデル」「企業モデル」「法律家モデル」という３つの履修モデルを
用意し、各モデルに沿った形の体系的なカリキュラムを編成する。 
①いずれのモデルにおいても、第１年次に基礎演習を履修、大学での基本的な学習作法を学ぶ。併せて、基本科目で
ある憲法・民法・刑法を中心としたカリキュラムを編成するが、法律学の学習に不慣れな点を踏まえ、体系的な理
解ができるような授業を展開する。また、資格試験に有用な科目を設置し、学習した法律学がどのように役立つか
も理解してもらうとともに、将来のキャリア形成の手助けをする。 

②各モデルに応じてカリキュラムマップを策定し、それに沿った形で、 
（１）「公務員モデル」にあっては、希望する公務員職種に合わせ、公務員試験および公務員任用後に必要な法律 

科目（憲法・民法・刑法・行政法・自治体法・刑事訴訟法など）を履修させる。 
（２）「企業モデル」にあっては、民間企業への就職およびその後の活躍に必要な法律科目（民法・会社法・商法・ 

国際私法・知的財産法・労働法など）を履修させる。 
（３）「法律家モデル」にあっては、法科大学院進学あるいは各種の資格試験（司法書士や行政書士など）を目指 

すことを想定し、いわゆる基本７法（憲法・行政法・民法・会社法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法）を含む 
広範な法律科目を履修する。また、学内の法科大学院研究室も、目標達成を支援する。 

到達目標 
① 法律を学ぶことを通じて、社会の仕組みを知り、社会のあらゆる問題に対して考える力を備えた人間になる。 
② 社会のさまざまな紛争とその解決過程を学ぶことを通じて、他者を理解し、物事を多面的にとらえることのでき
るバランスのとれた考え方ができる人間になる。 

③ 明確な自分の将来像をもつとともに、その実現のため、自ら考え、冷静・客観的な判断・行動ができる人間にな
る。 

④ ①～③により、総合的な学習を経験し、創造的思考力を身につけた人間になる。 
〈法学部政治行政学科〉 
編成方針 
① 学科専門教育と密接に連携した語学、基礎教育科目、政治行政学導入科目を幅広く設置する。 
② 政治学、行政学、憲法学など学科教育の中核となるべき科目を選択必修とし、幅広い専門科目修得に向けた基礎
的学力を養成する。 

③ 専門科目群履修に際し、学生の将来の志望に則した「行政・政策」、「市民・政治」、「国際関係」の各モデル
を設定し、自発的選択を促す。 

④ 総合科目、アクティブ授業など座学の知識を実践に転換する能動的科目を設置し、学生の社会性涵養をめざす。 
到達目標 
① 公共的な事柄に対する関心を持ち、政治・行政・社会との関わりを意識する。 
② 政治・行政・社会に関する概念・用語を理解し、知識として習得する。 
③ 知識を応用して、現実の政治現象を分析し、判断する。 
④ 分析と判断を基礎として、政策志向的な研究・議論を行う。 

〈経営学部経営学科〉 
編成方針 
経営学部の教育目的を達成するために、以下のカリキュラムを編成する。 
① 教養教育においては、大学での学修に必要な基礎的な知識・技能を身につける科目、幅広い教養と豊かな人間性
を養う科目、多様な価値観の理解を深める科目を設置する。 

② 専門教育を通底するものとして、協働と実践を通じて、地域経済の担い手としての意思と能力を養い、社会と職
業への適合を果たす科目を設置する。 

③ 専門教育の基盤をなすものとして、ビジネスに対する興味・関心を喚起する科目、および、ビジネスで必要とさ
れる基礎知識と汎用能力を養う科目を設置する。 
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④ 専門教育の中核をなすものとして、実践的な課題解決と専門的な知識習得の往還を通じて、ビジネスで求められ
る知識・技能の汎用能力を養う科目を設置する。 

〈健康栄養学部管理栄養学科〉 
編成方針 
管理栄養学科の教育目的を達成するために、以下のカリキュラムを編成する。 
① 総合基礎教育科目においては、社会を築く構成員としての幅広い教養を養う科目、大学で学ぶ意義を明確にし、
学ぶためのスキルと思考力、対人関係力の育成を図る科目、情報と機器を十分に活用できる能力を養うための科目
を設置する。 

② 専門教育科目の導入分野では、専門領域を学ぶ上での基礎となる知識を修得し、管理栄養士の役割・使命につい
ての理解を深め、専門領域の学習に向けた学力の向上と目的意識の明確化を図るための科目を設置する。 

③ 専門基礎分野・専門分野では、管理栄養士として国民の健康栄養管理を担う意欲と質の高い専門の知識・技術を
養い、優れた栄養指導能力を育成するための科目を設置する。 

④ 専門発展分野では、管理栄養士としての総合的な学力の向上を図るとともに、地域の具体的課題に対応した健康
増進・食育推進・食産業振興の実践的な活動が展開できる能力を養うための科目を設置する。 

到達目標 
① 管理栄養士としての専門的な学習を通じて、基礎的な知識・技術を獲得している。 
② 体験的な学習を通じて、適切なコミュニケーションにより他者を理解し、客観的な判断と行動ができる。 
③ 管理栄養士としての社会的使命と責任を自覚している。 
④ 食と健康にかかわる課題を抽出し、解決するための具体的な提案ができる。 

〈国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科〉 
編成方針 
国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科の教育目的を達成するために、リベラルアーツ型のカリキュラムを
編成する。 
① 日本語と英語の双方における、高度なコミュニケーション能力を身につけるための科目を設置する。 
② 批判的、創造的、自立的、グローバルな思考力を身につけるための科目を設置する。 
③ 異文化に対する親しみと寛容の精神を身につけるための科目を設置する。 
到達目標 
① 日本語と英語の双方における、高度なコミュニケーション能力を身につける。 
② 批判的、創造的、自立的、グローバルな思考力を身につける。 
③ 異文化に対する親しみと寛容の精神を身につける。 

〈スポーツ科学部スポーツ科学科〉 
編成方針 
① 一般教養科目を幅広く履修できるための科目を設置する。〔総合基礎教育科目、など〕 
② 専門教育科目を幅広く履修できる科目を設置する。〔専門教育科目「共通科目」、など〕 
③ スポーツ実技科目を幅広く履修できるための科目を設置する。〔専門教育科目「共通科目」など〕 
④ 各人の興味・関心や将来設計に応じて、より発展的な専門科目を総合的に履修できるための科目を設置する。 
⑤ ④を踏まえて、卒業後の進路と大きく関連する専門科目を重点的に履修できるための科目を設置する。〔専門
教育科目「キャリア形成科目」〕 

⑥ 開設科目をできる限り精選し、意味のある科目を効率よく履修できるようにする。 
⑦ 各人の興味・関心や将来設計に応じて、個性を活かした履修計画を立てられるようにする。 
⑧ 学習意欲を喚起するために、できる限り少人数による授業を設置する。 
⑨ 学年進行に合わせて（レディネスに合わせて）授業を履修できるようにする。 
到達目標 
① スポーツ科学の学際的知識（人文科学・社会科学・自然科学）をもとに幅広い教養と豊かな人間性を身に付け、
複合的な視点から社会を捉えられるようになる。 

② 体系的にスポーツに関する理論を学ぶことによって、学問知と実践知・経験知を融合し、スポーツの実践場面で
有用な論理的思考や創造的判断ができるようになる。 

③ 高いスポーツ競技力や運動能力を身に付けるとともに、修得した競技スポーツや生涯スポーツの実践に有用な専
門的知識や技能を活かして、主体的に自己および社会を向上させようとする意欲を高める。 

④ 競技スポーツや生涯スポーツを学ぶことで、社会の多様な価値観に配慮し、地域社会等と連携を図りながら、全
人的なバランスのとれた態度で周囲に働きかけ協調することができる。 

⑤ 培った力を他者や社会のスポーツや体育、健康に関わる今日的課題の解決に活かすべく、社会人基礎力（前に踏
み出す力（アクション）、考え抜く力（シンキング）、チームで働く力（チームワーク））を身に付ける。 

〈社会科学研究科公共政策専攻（修士課程）〉 
本研究科は、社会科学を基礎とした幅広い授業科目（選択必修科目・選択科目）を、毎年度前期と後期に分けて配

置するとともに、実務と密着した高度の理論研究及び論文指導を行うことを主眼とした通年の演習科目を設置して、
双方の科目の履修並びに修士論文の執筆により、2年間の標準修業年限で修了しうる教育課程の編制を基本とする。 
前者の授業科目（選択必修科目・選択科目）は、半期ごとに同一科目をそれぞれⅠ・Ⅱに区分した2単位科目を中心

とする講義科目であり、入学年次を問わず履修することができる。若干の科目については、土・日曜日及び夏休み時
期の集中講義方式で開設する。また、後者の演習科目は、入学者の専修に合わせて、入学年次ごとに2年間にわたり演
習Ⅰ・Ⅱとして開設される通年4単位の科目であり、研究科の専任教員がそれを担当する。 
平成30（2018）年度の演習科目は、地方行財政、行政学、公共政策、政治学、地域政治論、国際政治学、中国法と

政治、経済学、経営学、マーケティング論、生涯学習論、租税法の12科目である。 
授業内容は、実務と密着した高度の理論研究を主眼としつつ、それに併せて実践的な問題解決志向の教育を重視す

る。税理士試験における租税科目免除のためのカリキュラムの整備とそれに基づく授業の実施はそのひとつの具体例
である。 

《ディプロマ・ポリシー》 
〈大学全体〉 

① 把握する力（知識・理解） 
専門知識をもとに複合的な視点から社会を捉えることができる。 

② 考え抜く力（判断・思考） 
論理的思考に基づき批判的・創造的な判断ができる。 

③ 挑戦する力（関心・意欲） 
自己および社会を向上させようとする意欲をもつ。 

④ 協調する力（態度・倫理） 
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多様な価値観に配慮しながら周囲と協調することができる。 
⑤ 行動する力（発信・表現） 

培った力を他者や社会の問題解決に活かすことができる。 
〈法学部法学科〉 

法学科では、法学科のアドミッション・ポリシー・到達目標・カリキュラム・ポリシーを踏まえ、以下の能力を備
えた者に学位を授与する。 
① 把握する力（知識・理解） 

社会で必要な法的な知識を習得し、社会における法律の役割を理解できる。 
② 考え抜く力（判断・思考） 

コミュニケーション・スキルを持ち、物事を冷静・客観的に分析し、合理的な判断ができる。 
③ 挑戦する力（関心・意欲） 

多様な価値観を受容しながら、公平・公正な社会を実現するために努力できる。 
④ 協調する力（態度・倫理） 

社会に貢献するため、社会人に求められる基本的な素養・倫理観を備えている。 
⑤ 行動する力（発信・表現） 

法学科で学んだ知識と考え方を活かし、自ら運用することができる。 
〈法学部政治行政学科〉 

① 把握する力（知識・理解） 
社会人として必要な幅広い教養と、政治学・行政学の専門的知識を身に付け、それらの知識を背景に社会的事象を
複合的に理解できる。 

② 考え抜く力（判断・思考） 
社会的事象に対して論理的・政策志向的に考察し、批判的・創造的な判断ができるようになる。 

③ 挑戦する力（関心・意欲） 
自らが志向する専門分野のみならず、関連・隣接分野に至るまで常に主体的・自主的に学び、学修の成果を社会の
発展に役立てるよう努める。 

④ 協調する力（態度・倫理） 
公共性に対して常に配慮する責任感・倫理観を持ち、グローバルな視点をもって、自らと異なる文化・価値観に対
し寛容な姿勢を涵養する。 

⑤ 行動する力（発信・表現） 
社会生活の基礎となるコミュニケーション能力、情報収集能力、問題発見・分析・解決能力を身に付ける。 

〈経営学部経営学科〉 
 経営学部の学生は、卒業後に人々から信頼される地域経済の担い手として、自律的な行動を通じて、幅広い分野で 
活躍できる人となるべく、卒業時には以下の 5つの力を兼ね備えているものとする。 
① 把握する力（知識・理解） 

幅広い教養と経済・経営・情報に関する専門知識を身につけ、これらを用いて多面的に経済社会を捉えることがで
きる。 

② 考え抜く力（判断・思考） 
地域社会で生じる諸課題を発見し、ビジネスの視点から課題解決に向けた論理的・批判的・創造的判断ができる。 

③ 挑戦する力（関心・意欲） 
ビジネス業界の特徴や地域社会が抱える課題に関心をもち、積極的に自己・組織・地域社会を改善する意欲をもつ。 

④ 協調する力（態度・倫理） 
高い職業倫理に基づいて自己コントロールができ、多様な価値観に配慮しながら、他者と積極的に関わることがで
きる。 

⑤ 行動する力（発信・表現） 
企業経営や組織運営において、適切なコミュニケーションを取り、培った力を効果的に発揮できる。 

〈健康栄養学部管理栄養学科〉 
① 把握する力（知識・理解） 

管理栄養士として保健・医療・教育・福祉・介護等の多様な領域で必要とされる専門的な知識・技能を修得し、多
角的な視点から社会の課題を考察することができる。 

② 考え抜く力（判断・思考） 
食と健康にかかわる課題を解決するための情報収集・分析能力と論理的・創造的な思考力を身につけている。 

③ 挑戦する力（関心・意欲） 
管理栄養士の社会的使命を自覚して新しい知識・技能の習得に努め、それらを総合的に活用して社会に貢献しよう
とする意欲を持っている。 

④ 協調する力（態度・倫理） 
健康と生命に対する倫理観を有し、人々の多様な社会的・文化的背景を理解しようとする意欲を持っている。 

⑤ 行動する力（発信・表現） 
考えを的確に表現し、他者と協同して社会で役立つ成果を生み出すことができる。 

〈国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科〉 
国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科では、所定の単位を修め、以下の能力を備えた者に学位を授与す

る。 
① 日本語と英語の双方における、高度なコミュニケーション能力を有している人。 
② 批判的、創造的、自立的、グローバルな思考力を有している人。 
③ 異文化に対する親しみと寛容の精神を身につけている人。 

〈スポーツ科学部スポーツ科学科〉 
① 把握する力（知識・理解） 

スポーツ科学の学際的知識（人文科学・社会科学・自然科学）をもとに幅広い教養と豊かな人間性を身に付け、複
合的な視点から社会を捉えることができる。 

② 考え抜く力（判断・思考） 
体系的にスポーツに関する理論を学ぶことによって修得した社会人基礎力を基に、スポーツの実践場面で論理的思
考に基づき批判的・創造的な判断ができる。 

③ 挑戦する力（関心・意欲） 
高いスポーツ競技力や運動能力を身に付けるとともに、修得した競技スポーツや生涯スポーツの実践に有用な専門
的な知識や技能を生かして、主体的に自己および社会を向上させようとする意欲を持つ。 

④ 協調する力（態度・倫理） 
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競技スポーツや生涯スポーツを学ぶことで、多様な価値観に配慮しながら全人的なバランスのとれた態度で周囲に
働きかけ協調することができる。 

⑤ 行動する力（発信・表現） 
培った力を他者や社会のスポーツや体育、健康に関わる今日的課題の解決に活かすことができる。 

〈社会科学研究科公共政策専攻（修士課程）〉 
本研究科に2年以上在学して所定の単位（選択必修科目2科目4単位、演習2科目8単位の計12単位、その他の講義科目

14単位以上、修士論文4単位）を修得し、最終試験（論文審査）に合格した者に「修士（公共政策）」の学位を授与す
る（前述の修士論文に代わる研究成果（研究レポート）を提出する特例を認めることもある）。 

以上のように、三つの方針（ポリシー）は、本学の使命・目的を踏まえ策定している。なお、本学におい

ては概ね 10年に一度、本学の使命・目的及び教育目的、及び三つの方針（ポリシー）の見直しを行うことと

しており、平成 28（2016）年度においては平成 29（2017）年４月１日付施行の学校教育法の一部改正なども

踏まえ、平成 29（2017）年 3月 1日開催の合同教授会において、これを実施した。 

 

≪使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性≫ 

本学の教育研究の基本的な組織は、法学部法学科・法学部政治行政学科、現代ビジネス学部現代ビジネス

学科（平成 31（2019）年 4月より経営学部経営学科に名称変更）、経営情報学部経営情報学科（平成 31（2019）

年 3 月末日付で廃止）、健康栄養学部管理栄養学科、国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科、ス

ポーツ科学部スポーツ科学科の 6学部 7学科と、大学院社会科学研究科の 1研究科、及び附属の教育研究組

織であるローカル・ガバナンス研究センター、グローバルラーニングセンター、学習･教育開発センターの 3

つのセンターで構成されている。 

健康栄養学部及びスポーツ科学部を除く 4学部は、人文系学部、社会科学系学部の差こそあれ国家社会に

寄与する人材を育成する学部として、「健康栄養学部」は食と健康を通じて保健・医療・福祉の分野で活躍す

る人材を育成する学部として、「スポーツ科学部」はスポーツを通じてスポーツの場で貢献できる人材を育

成する学部として、それぞれ位置づけられている。 

また、大学院社会科学研究科は、本学における社会科学系の研究科として、学部・学科における知識を踏

まえた高度の専門性を有する職業に必要な能力等を付与する教育研究組織として位置づけられており、学部

との連携・協力関係も確保されている。 

各学部・学科、研究科の運営については、各学部単位で教授会を、研究科単位で研究科委員会を有し、複

数の学科を擁する学部においては学科会議を設け、主体性・独自性を担保している。 

研究のための附属機関については、平成 19(2007)年 7 月には、「行政研究センター」を現代的課題に対応

すべく、行政だけでなく地域の政治行政全般を視野に入れた教育研究組織として改組し、地域との連携も視

野に入れた「ローカル・ガバナンス研究センター」とした。また、平成 24（2012）年度には新たに「経営学

研究センター」を設置した。「経営学研究センター」は地域産業界との深い交流を通じて山梨及び日本のビジ

ネスのさらなる活性化を図ることを目的としている。 

教育改革のための附属機関に関しては、平成 28（2016）年度には、前年度に開設した「学習･教育開発セ

ンター」の位置付けを見直し、本学の教育改革に特化した学部に準ずる教育組織として位置付けている。 

平成 31（2019）年度には、国際共修及び語学教育の企画と運営を通し、本学の国際化（グローバル化）の

ビジョンとミッションに資することを目的として、グローバルラーニングセンター（GLC）を設置した。 

国内における学修活動及び国外における学修活動に関する授業または事業や英語・日本語・中国語といった

語学学習に関する授業または事業の計画と運営を行っている。2020 年度には、English Café と Japanese 

Caféを擁するランゲージコモンズ（Language Commons:LaCoMo）を開設し、学生と教職員が多様な言語で

交流する場の提供に努めている。 

その他の附属機関や行政組織の運営については、それぞれに運営に必要な委員会やワーキンググループを

組織し、合同教授会の審議を経て学長の決定により委嘱を受けた教職員が各所属を代表して参画し、学部・

学科との連携を保ちながら学部同様に主体性と独自性を担保している。 

大学全体として見れば、開設している学部・学科、研究科、附属研究組織、行政組織等については、使命・

目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性は、適切である。 

 

≪大学の教学構想と中期計画の策定≫ 

令和元（2019）年 11月には、学長の将来構想をまとめた「山梨学院大学教学構想（2019）」を学内に公表

し、2030 年度を見据えた大学の教学構想について、教職員に広く周知し浸透を図った。その中で、全学の取

組みテーマとして、「カリキュラム改革：教育の質的転換」、「Diversity & Inclusion の大学環境整備：「国

際化」」、「大学スポーツ振興とグローバル化」、「教員人材の活用」、「学びの場づくりと施設改革」の 5 つを

掲げ、将来的には学びの価値を世界に発信できる大学となるため、新しい時代の大学の創造に向けて、教学

組織と事務組織が有機的に連携していくことを標榜した。【資料 1-2-5】 

また、大学の事業計画（5か年間）について、「財務計画」、「教学（改革）計画」、「人事計画」、「施設・設

備整備計画」の 4つの項目の計画の策定にあたり、これまでの自己点検評価の取組みを踏まえながら、より
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客観的な検証を可能にする仕組みづくりを検討していく。 

 
（3）1－2の改善・向上方策（将来計画） 

使命・目的及び教育目的の反映については、「国際化ビジョン」や「教育の質的転換ビジョン」の公開によ 
り、より具体的な指標による検証が加えられているが、更に具体的な三つの方針（ポリシー）を標榜するた 
め、学部・学科、研究科の教育目標や教育課程を常に確認し、より実践的な教育を行う必要がある。そのた 
めには、組織的な検討が不可欠であり、三つの方針（ポリシー）の検証を行いながら、その指標に沿った学 
部プログラムを構築する。また、将来構想を継続的に確認する仕組みを整備し、大学の将来についての見通 
しを教職員が更に共有できるように、組織的な改革も必要不可欠である。 

 

［基準 1の自己評価］ 

本学は、平成 18（2006）年 1 月の合同教授会における合意事項を踏まえ、平成 29（2017）年 3 月の合同

教授会において、昭和 21（1946）年 6月の創立以来掲げる「建学の精神」の現代的解釈を更新した。その結

果、教育理念「本学は、日本文化への深い理解と広い国際的視野をもって社会に貢献する人間の育成を目指

し、豊かな教養と創造力を備えた人格の形成を図る。」として位置付けた。 

この「建学の精神」の現代的解釈を踏まえ、本学の使命・目的及び教育目的、さらには、アドミッション、

カリキュラム、ディプロマの三つの方針（ポリシー）の見直しも必要である。これらを広く内外に周知する

とともに、これらに沿った教育研究活動が確実に履行されているのか、自ら点検・評価しながら、着実に推

進してきた。 

平成 30（2018）年度においては、重要業績評価指数（Key Performance Indicators; KPI）を設定した向

こう 3か年の本学の行動計画・指針として、平成 30（2018）年 7月には「国際化ビジョン」を、平成 31（2019）

年 2月には「教育の質的転換ビジョン」、令和 1（2019）年 11月には「教学構想（2019暫定版）」【資料 1-2-

5】をそれぞれ定めた。令和 2（2020）年度においては、ビジョン・ミッション・バリューの設定や、2大ビ

ジョン（「教育の質的転換」・「全学国際化」）が策定された。【資料 1-2-6】本学における使命・目的及び教育

目的を具体的に設定のうえ、本学における PDCA サイクルを生かしながら、本学の使命・目的及び教育目的

の反映を行なえるようにしている。 

このように、関係法令に適合していることはもちろんのこと、各基準項目における「自己判定の理由（事

実の説明と自己評価）」を総合的に検討した結果、本学は「基準 1」の全般について十分に満たしているもの

と判断する。 

 

 

基準 2．学生 

2－1 学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

（1）2－1の自己判定 

基準項目 2－1を満たしている。 

 

（2）2－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

《教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知》 

学士課程では、教育目的に基づき、勉学はもとより、さまざまな課外活動に対しても意欲的に、そして前

向きに取り組み、快活で健康的なキャンパスライフを過ごす、将来への希望に満ちた学生の入学を望んでい

る。この学生像は、「本学が求める人物像〈アドミッション・ポリシー〉」として明確化され、各学部・学

科のアドミッション・ポリシーについても、「基準 1-2」でも述べた通り整備されている。 

このアドミッション・ポリシーは、『大学案内』【資料 2-1-1】、『入学者選抜要項』【資料 2-1-2】及び

本学ホームページ上の「入試情報サイト」コンテンツ等で告知し、さらにオープンキャンパスや進学説明会

（オンラインにて実施）、高校訪問等においても説明を行っている。 

《アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証》 

学士課程では、アドミッション・ポリシーに沿った、優秀で多彩な学生を獲得するため、法学部、経営学

部においては、筆記型試験（一般選抜）、推薦型試験（学校推薦型選抜、学校推薦型選抜（指定校）、学校

推薦型選抜（特別提携校）、学校推薦型選抜（特別指定校）、学校推薦型選抜（系列校）総合型選抜、総合

型選抜（アスリート）、大学入学共通テスト利用型試験として、一般選抜（共通テスト型）、一般選抜（共
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通テスト奨学金））、その他の試験（留学生入試、留学生入試（提携）、留学生入試（現地）、社会人入試、

編入学試験、科目等履修生及び聴講生に係る選考）を実施している。 

健康栄養学部においては、学校推薦型選抜Ⅰ期、一般選抜（個別テスト型）Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期、一般選抜（共

通テスト型）Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期、編入学試験、社会人入試を実施している。 

国際リベラルアーツ学部においては、一般選抜（個別テスト型・共通テスト型）、学校推薦型選抜、学校

推薦型選抜（指定校）、総合型選抜、帰国生入試、ＥＡＥ留学生入試、ＥＡＥ留学生入試（現地）、ＥＡＥ 

ＴＯＥＦＬ入試といった多彩な入試を実施している。 

スポーツ科学部においては、一般選抜（個別テスト型・共通テスト型）、学校推薦型選抜、学校推薦型選

抜（指定校）、総合型選抜、総合型選抜（アスリート）を実施している。 

法学部・経営学部・健康栄養学部・スポーツ科学部における一般選抜は、2017年度入試より地区会場とし

て本学・東京・静岡・長野・松本・高崎・水戸の７会場で実施している。 

なお、2021年度入試については、新型コロナウイルス感染症対策とし、各入試区分・日程を増やし実施し

ている。また、出願方法については、全ての入試区分をインターネットによる出願（ＷＥＢ出願）とした。 

 

以上の通り、各学部・学科は、アドミッション・ポリシー及び各学部・学科の特性に沿った多様な入試方

法を実施しており、それらは『入学者選抜要項』及びホームページに掲載されている。 

次に、アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れ（入学試験）の実施とその検証、及びそれらに関

する諸事項について審議する組織として、入学試験委員会【資料2-1-3】が組織されており、その連携部署と

して入試センターが設置されている。 

入学試験委員会は、担当業務ごとの小委員会が組織され、入試広報小委員会、入試選抜小委員会、入試編

集小委員会、高大連携小委員会により、それぞれの業務の企画・立案を担っている。 

 

筆記型試験における入学試験問題の作成にあたっては、学長によって出題教科・科目毎の編集担当者及び

作問担当者と総括編集担当者が委嘱される。 

編集担当者は出題教科・科目の出題範囲や方針を作成し、作問担当者がそれに従って問題を作成する。総

括編集担当者は複数科目にわたって出題内容の調整を図る。 

そして、最終的な出題内容は編集担当者により決定される。その他の試験における面接試問例・課題小論

文等については、作問担当者によって作成される。入学試験問題の管理は入試センターが行っている。 

入学試験の実施に当たっては、入学試験委員会委員長より、各学部の入学試験委員を通じて入試区分別・

日程別に教員と職員との協働で構成される入試担当者が委嘱され、事前に注意事項、実施要領、選抜方針等

を確認する打ち合わせを開催している。なお、面接を伴う入試については、複数の教員を面接委員とし、公

正を期すために合議によって評価を行っている。 

また、選抜日当日は、入試センターに試験本部を設置し、実施責任者となる入学試験委員会委員長や入試

センターの責任者が常駐して入試業務を監督し、一般選抜においては、入学試験問題の総括編集担当者も出

題に関する質問や疑義に対応するために待機している。合格者の選抜・判定は、アドミッション・ポリシー

に沿って『入学者選抜要項』に掲げた入試区分別の選抜方針・選考方法に基づいた入試判定基準に従って行

われ、最終的な合否判定は、学部教授会において行われている。 

 

大学院社会科学研究科の入学試験は、一般入試を実施しており、外国人留学生については現地入試も行っ

ている。また、現職公務員等を対象とした「公務特待生制度」を導入し、現職者の受入れを積極的に行って

いる。2016年度入試より本学の学士課程卒業見込者を対象とする推薦入試も導入した。 

合格者の選抜・判定は、アドミッション・ポリシー及び『入学試験要項』に掲げた入試区分別の選抜方針・

選考方法に基づいた入試判定基準に従って行われ、最終的な合否判定は、研究科委員会において行われる。 

 

《入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持》 

学士課程における収容定員及び入学定員については、大学設置基準に従って適正に設定している。 

この学生募集活動を行うために、志願者の動向や競合大学の入試動向等を的確に把握し、大学案内やホー

ムページ上での広報に加え、オープンキャンパス、高校訪問などにおいて、受験生や高等学校教員と接触す

る中で、各学部・学科の関心度、推薦志望動向、進学希望先などの当該年度の入試傾向を見極める努力は、

日々、積極的に行っている。これらの情報に基づいて、毎年度、収容定員の設定が適切であることを検証し、

必要な場合には変更の届け出を行ってきた。 

なお、開設初年度（2015年度）から開設5年目の(2019年度)までの各年度にそれぞれ入学定員を充足できな

かった国際リベラルアーツ学部については、入学定員を適切な数に見直し、留学生を対象とした入試区分の

拡充を図り【資料2-1-4】、留学生をターゲットとしたマーケティング戦略に基づいた広報活動の強化

を行った。 
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大学院社会科学研究科については、各年度の入試において入学者は入学定員を下回っている。しかし、

入学定員を充足するための方策として、入試広報委員会の設置、本学学部生対象の推薦入試制度の導入、

公務特待生入試の年2回の実施等、本学内外からの学生受入れの強化を図っている。さらに、2018年度、

中国・寧波工程学院との特別推薦入試に関する協定書を交わし、本研究科との間で特別推薦入試を実施する

ことに合意した。【資料2-1-5】 

 

（3）2－1の改善・向上方策（将来計画） 

教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知に関しては、入学試験委員会を中心とした学

内のPDCAサイクルの促進を行い、策定したアドミッション・ポリシーは『大学案内』・『入学者選抜要項』

やホームページなどを活用して志願者に対して全学及び学部・学科別に明確に示し周知できるよう、今後も

積極的な情報公開を行っていく。 

   アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証に関しては、2021 年度入学者選抜要項

に、学力の 3要素を多面的・総合的に評価できるよう、入学者選抜方法を抜本的に見直し、その内容は 2021

年度入学者選抜要項として公表した。従来の一般入試、推薦入試およびＡＯ入試に代えて導入する一般選抜、

学校推薦型選抜および総合型選抜においては、全ての選抜区分において学力の 3要素を多面的・総合的に評

価することのできる枠組みを導入し、高大接続改革の趣旨を踏まえた客観的かつ公正な選抜を実施した。ま

た、よりアドミッション・ポリシーに沿った優秀な入学者を受け入れることができるように、過去の入学者

選抜における評価と入学後の学生の学修状況に関する評価を比較検討することで、入学者選抜における評価

方法を改善することができるように取り組みを強化していく必要がある。 

入学定員に沿った適切な学生受け入れ数の維持に関しては、マーケティング戦略に基づく広報活動をさら

に強化するとともに、各選抜区分の入学者数・学力水準のバランスに配慮することで、さまざまな資質を持

った入学者の確保と適切な受け入れ数の維持に努めていく。 

特に、2019 年度入試において志願者の大幅増により入学定員を大きく超過することとなった経営学部につ

いては、学部間の定員調整を行って入学定員の管理を適正化するために、収容定員の変更を実施した。 

 
2－2 学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

 

（1）2－2の自己判定 

基準項目 2－2を満たしている。 

 

（2）2－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

《教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備》 

本学の教職協働による学生への学修支援に関する方針・計画・実施については、「山梨学院大学学習・教育

開発センター規程」【資料 2-2-1】および「山梨学院大学学習・教育開発センター運営委員会規程」【資料 2-

2-2】によって適切に整備・運営されている。この学習・教育開発センターでは、ファカルティ・ディベロッ

プメント（Faculty Development：FD）やインスティテューショナル・リサーチ（Institutional Research：

IR）機能を担当する教育支援部門と、高大接続体制（初年次教育）改革、TA（Teaching Assistant）制度を

担当する学習支援部門にて構成されている。 

 

《TA（Teaching Assistant）等の活用をはじめとする学修支援の充実》 

本学における TA（Teaching Assistant）等の活用をはじめとする学修支援としては、ピア・サポートによ

る「メンター制度」を実施している。【資料 2-2-3】上級学生から新入生への学修支援と、学生生活全般に係

る日々のアドバイス等の実施により、新入生の大学環境への適応と、学修活動の構築に寄与している。 

また、メンターとして活動する学生にとっては、定期的な研修を通して、グループ構築や進行役の技能を

養成し、その実践の場として「基礎演習」等の初年次教育科目へ参加することで、対人関係構築のスキ

ル、コミュニケーション能力の向上、自己肯定感の醸成につなげている。今年度に関しては、TAが配置

される科目のほとんどが WEB会議アプリケーションを用いた遠隔授業となったため、アプリケーション

の使い方やそれを活用した授業支援に関する研修を数回実施した。【資料 2-2-4】 

 

《LMS（学習支援システム：Learning Management System：LMS）の導入》 

2015年度の開設時より英語版 LMS「Edvance360」を導入している国際リベラルアーツ学部を除き、全学的
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な学修支援及び授業支援の充実のために、2016 年度より、LMS「manaba」を導入した。LMSの運営は学習･教

育開発センターが担い、授業科目における教員と学生の支援ツールとして、課題提出や出席管理に活用され

ているほか、各種正課外活動や、学部・学科・学年別等の情報伝達手段、授業アンケートの実施および、ア

ンケート結果の個票配布、就職･キャリア情報の提供などに活用している。 

 

《「基礎演習」や学部における学修支援の取組み》 

新入生の学修支援の一環として、法学部、経営学部、健康栄養学部の第 1年次の必修科目である「基礎演

習」について、大学での学修への適応を測る指標として、学部での学生支援に役立てている。また、学部内

における学生情報の共有システムとして「キャンパス・サポート」システムを活用し、学生の履修状況や単

位取得状況などを確認し、関係部署と連携をとりながら、学習支援体制を構築している。 

 

《オフィスアワーの設定》 

教員は、授業担当時間のほかに、学生の訪問を受け、大学生活や学業等に関する質問や相談等に応じるた

め、「オフィスアワー」という時間帯を設定している。この「オフィスアワー」は学生に公開されており、学

生は教員の研究室の所在や対応時間を確認できるようになっている。 

 

《中途退学、休学及び留年への対応》 

学生の中途退学、休学及び留年への対応としては、各学部において体制を組み、単位の修得が思わしくな

い学生のために個別面談等を行っている。 

また、スポーツ科学部では、独自に学生の学修上の悩みに対応するために学年担任を設置している。学年

担任は、学部事務室の職員と連携体制を整えており、必要に応じて学部教授会の場で全教員と情報共有を図

っている。国際リベラルアーツ学部でも、学部教員によるアドバイザー制度の実施、さらに学部教員による

学生部及び学部事務室内学生サポートチームの設置により、学生の学修から生活一般の諸問題に対応してい

る。 

 

《大学院課程の学修支援体制》 

大学院（修士課程）事務室には、事務職員 2名が配置され、学生の相談に随時対応するとともに、教室内

外で教員と職員が協力し合い学修支援を行っている。研究科長と事務長との週 1回の定例会議を行い、現状

と課題を確認している。それを踏まえて研究科委員会の議題等を決めている。 

 

（3）2－2の改善・向上方策（将来計画） 

学習･教育開発センター及び学習･教育開発センター運営委員会が中心となって、学修支援に関する方針・

計画・実施のさらなる充実を図っている。そのためには、組織的な事務体制の強化が不可欠であり、「教育の

質的転換ビジョン」を踏まえた教育改革への実現のため、現在の事業の充実はもとより、新規事業の構想の

実現可能性を少しでも向上させ、教務部、学生センター、就職・キャリアセンター等の大学の各部署による

連携機能および、教職協働を強化する。 

また、今後、インターネット環境を使った双方向の授業のニーズが高まることが予想され、情報基盤セン

ター等の関係部署との連携をさらに深めて、システムの構築を図っていく。 

 

2－3 キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

 

（1）2－3の自己判定 

基準項目 2－3を満たしている。 

 

（2）2－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学では、教育課程内外を通じて、学生の社会的・職業的自立に関する支援を行うために、各学部長が

「進路・就職支援担当教員」を任命し、連携部署として「就職・キャリアセンター」が開設されており、

学生の社会的・職業的自立に関する支援体制は整備され、適切に機能している。 

 

《教育課程内》 

まず、教育課程内では、各年次にキャリア教育に関する科目を配当している。第 1年次には、自律的・自

発的な学修に必須となる資料の収集や論理的な文章の書き方、プレゼンテーションなどの基礎的な能力の涵

養を図りながら、同時に社会との関わりを踏まえたキャリア教育の観点から、社会人としての自覚や社会貢

献への意識の高揚をもあわせて行うことを意図する「基礎演習Ⅰ」・「基礎演習Ⅱ」（必修科目）があり、大学
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での学修方法の修得や各自の将来設計について、担当する専任教員のアドバイスのもと深く考える機会を設

けている。（なお、「国際リベラルアーツ学部」には当該科目の配置はなく、「Omnibus Themes (Spring)リベ

ラルアーツ・オムニバス（春）」、「Omnibus Themes (Fall)リベラルアーツ」・オムニバス（秋））、「英作文１」、

「英作文２」が該当する。） 

法学部及び経営学部では、１年次からの総合基礎教育科目に「就職とキャリア形成」・「キャリア開発Ⅰ」・

「キャリア開発Ⅱ」・「実践キャリア論」を開設している。第 2年次以降の専門教育選択科目にキャリア系科

目のとして「シゴト・ジブン学Ⅰ」・「シゴト・ジブン学Ⅱ」及び「キャリア・デザインⅠ」・「キャリア・デ

ザインⅡ」を、他にも「女性とキャリア形成」、「産業と職業の研究」を開講している。 

   健康栄養学部では、教員が学生一人ひとりの特性に合わせて、専門職（管理栄養士）やその他の分野の就

職に関わる情報提供を行うとともに、学部として全体指導並びに個別指導の体制をとっている。また、2 年

後期の「校外実習」・3年後期の「臨地実習Ⅱ（給食経営管理論）・Ⅲ（臨床栄養学）」・「臨地実習Ⅰ（公衆栄

養学）」などの学外実習を幼稚園・病院・保健所・市保健センターの管理栄養士の指導の下、計 180時間実施

している。このほか、2017年度から 3年次前期に「HACCP 管理演習」を教育課程に入れ、キャリア教育の一

環として、「HACCP管理者資格」の取得を支援している。 

国際リベラルアーツ学部では、設置計画に基づき、開設 2年目の 2016年度より第 2年次科目として「Career 

Design 1（キャリア・デザイン 1）」が開講され、2017年度からは「Career Design 2（キャリア・デザイン

2）」、2019年度からは「Career Design 3（キャリア・デザイン 3）」を開講している。 

スポーツ科学部では、設置計画に基づき開設 1年目の 2016 年度より 1 年次に「スポーツ基礎演習」、2 年

次で「スポーツキャリア形成」を開講している。加えて、2018年度より同学科の 3年生全員を対象とした 1

対 1のキャリアカウンセリングを実施している。このほかにも各学部・学科には、それぞれの専門性に基づ

くキャリア教育科目が配置されている。 

また、健康栄養学部以外でも、キャリア教育のために、全学的に多くのインターンシップ科目を開設して

いる。実習先は、県内の地方自治体、民間企業、NPO 等である（国際リベラルアーツ学部では、海外におい

てインターンシップを実施することもある）。授業では、実習先の業務内容等の研究やマナー（接遇）、さら

に実習後の体験発表など事前・事後学習を充実させている。さらに、社会科学系に属する学部・学科では、

『インターンシップ体験記』として実習の成果をまとめるとともに、並行して履修する「演習」で実習内容

をプレゼンテーションすることで、インターンシップの教育内容を履修学生以外にも伝えるようにし、キャ

リア教育の水平展開を図ってきた。令和 2（2020）年度はコロナ禍のため、本学の全てのインターンシップ

科目が休講となったため、『インターンシップ体験記』は作成していない。 

また、山梨大学を事業責任大学とする「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」（以下、「COC+」

という。）プログラム【資料 2-3-2】では、地域貢献のための人材育成プログラムのうち「ツーリズム」プロ

グラム（観光分野）を本学が幹事校として担当し、観光・ホスピタリティ産業に特化した長期インターンシ

ップ科目である「観光インターンシップ（長期）」を開講しているが、令和 2（2020）年度はコロナ禍のため、

休講となった。さらに、実践的なインターン科目として 2017 年度より「社会人基礎力の育成と実践」（通年

科目）を開講して、学生のインターンシップ経験の機会を増やしているが、令和 2（2020）年度はコロナ禍

のため、オンライン開講となった。 

 

《教育課程外》 

次に、教育課程外では各学生の個性、価値観、職業観、卒業後の希望進路を鑑みたガイダンス・メニュー

の充実を図り、講座やセミナー、また就職・進学に対する相談・助言を行っている。大人数の大規模な講座

と 1対 1のキャリア・デベロップメント・アドバイザーによるカウンセリングを実施してきた。 

さらに、個々の学生向けの「自己啓発プログラム」から始まり、「キャリアカウンセリング」、「資格取得対

策講座」、「公務員試験対策講座」、「業界研究講座」、「社会人基礎力講座」などの課外での支援事業を介して、

学生が自身の価値観を理解し、キャリアについて深く考え、卒業後の進路先を取捨選択するまでの支援を総

合的に行っている。 

課外講座は、「公的資格試験受験対策講座」をはじめ、「秘書技能検定試験講座」、「宅地建物取引士試験講

座」、「リテールマーケティング検定講座」、「社会保険労務士試験講座」など 10講座を開講している。また、

資格を取得した学生及び検定に合格した学生の努力を称える制度として、「山梨学院大学キャリアアップサ

ポート制度」を導入している。【資料 2-3-3】【資料 2-3-4】 

 

また 2020 年度より、アドベンチャー・オブ・トムソーヤ合同会社の提供する CareeOn サービスを全国の

大学で最も早く導入した。このサービスは社会人から仕事のリアルを学生に直接伝える学生向けオンライン

サービスで、学生は無料で社会人と対話をし、話を聞き、自分の悩みを相談できるコミュニケーションサー

ビスである。登録者は初年度 100 人ほどだった。【資料 2-3-5】 
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（3）2－3の改善・向上方策（将来計画） 

2018 年度より、各種施策の有効性を測定するための事後アンケートの実施を進めている。特に、経営学

部・スポーツ科学部での特定年次の学生全員を対象としたキャリアカウンセリングについては、事後にアン

ケートを実施し、学習・教育開発センターの協力を得て効果分析を行った。その結果に基づき、引き続き同

施策の実施方法や教職員間での情報共有およびそれらの活用についての改良を行っている。 

就職・キャリアセンターの提供するコンテンツやサービスの有効性・効率性を向上させることは常に課題

であり続けている。対面・集合型のインターンシップ以外、全ての講座・セミナーは学生がオンライン受講

可能な動画配信（Live型／VOD型／Hybrid 型）を行った。また、オンライン型インターンシップについても、

旅行代理店やその他エージェントとの協働により海外の企業との課題解決型プログラムを実施した。それら

の事前・事後における学生アンケートなどを通じて得られた情報に基づき、就職・キャリアセンターが提供

するコンテンツの枠組み、内容についての取捨選択・改良・新規施策の企画を引き続き実施していく。 

なお、就職・キャリアセンターとして実施する各種施策の学生への周知体制を強化するため、ウェブサイ

トのデザイン変更やスマートフォンアプリケーションを活用した新たな通知方法を導入した。 

また、2020年度より、これまでの対学生告知媒体に加え、キャンパス内に５台のデジタル・サイネージを

設置し、企画・実施することとしている。 

 

 

2－4 学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

 

（1）2－4の自己判定 

基準項目 2－4を満たしている。 

 

（2）2－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

《学生サービス、厚生補導のための組織》 

本学では、学生の厚生補導及び賞罰に関する審議機関として、2019年度より「大学協議会」が行っている。

【資料 2-4-1】 

学生サービス全般及び厚生補導を担う総合的な事務組織としては、「学生センター」が設置されてい 

る。学生センターは、中核となる学生センター、およびその内部部署としての学生相談室・保健管理室 

で 構成されている。学生センターは、全般的な学生サービスを行うために、以下の各部署と緊密に連 

携しながらさまざまな事項に対応している。 

まず、外国人留学生に関しては、在留管理等の専門的事務支援組織として、「国際交流センター」を 

設置している。国際交流センターは、入学から卒業まで外国人留学生の適切な受入れ及び在留管理を行 

うために、各部署と連携しながら、さまざまな事項に対応している。【資料 2-4-2】【資料 2-4-3】【資料 

2-4-4】 

外国人留学生の宿舎については、留学生も入寮可能な国際学生寮を完備している。【資料 2-4-5】  

また、一般のアパートへの入居を希望する者には、身元保証人の手配に困ることがないように、連帯保   

証会社と提携した不動産仲介業者を紹介している。【資料 2-4-6】 

さらに大学で学研災付帯・外国人留学生向け学研災付帯学生生活総合保険（「インバウンド付帯学総」）  

に加入し、個人賠償に対応するなど、危機管理に関するサービスも提供している。 

さらに、「カレッジ･アスリート（本学における「強化育成クラブ」に所属する学生）」に対する学生 

サービスのための専門的事務組織としては、カレッジスポーツセンターが設置されている。カレッジ 

スポーツセンターは、「カレッジ･アスリート」の生活の全般的な支援のために、各部署と連携しながら、 

さまざまな事項に対応している。 

以上の通り、各行政部署がそれぞれの業務を遂行し、同時に緊密に連携することで、学生サービス及  

び厚生補導のための体制は適切に機能している。 

  

《奨学金などの学生に対する経済的支援》 

学生に対する経済的支援としては、独立行政法人日本学生支援機構及び地方自治体・各種財団法人など 

による奨学金制度を主に活用している。 

その他の経済的な支援制度としては、①「エクセレント奨学金制度」【資料 2-4-7（以下、各種奨学制度 

資料はここに含む）】、②スポーツ強化指定選手に認定された学生に対する「特別強化指定選手制度」、③「ス 

ポーツ奨学生制度」、④入試段階における「スカラシップ生制度」、⑤「アカデミック奨学生制度」、⑥「学生 

チャレンジ制度」、⑦「就職活動貸付金制度」、⑧「学費延納制度」、⑨「被災学生見舞金制度」、⑩民間企業 

との提携による「山梨学院学費サポート制度」等がある。 
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この中でも特に、「エクセレント奨学金」は、学業、資格取得、文化芸術、社会活動の分野で優れた成果を 

あげ、他の学生の模範となる学生に給付する本学独自の奨学金である。【資料 2-4-8】 

また、「学生チャレンジ制度」は、学生自身（団体を含む）が主体的にチャレンジしたい企画を考え、応募 

し、選考委員会で認定された企画に対して奨励金を支給する本学独自の制度である。（残念ながら今年度は、 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、募集を見送る結果となった。） 

さらに、外国人留学生に対する経済的支援としては、①「山梨学院大学私費外国人留学生奨学金制度」【資 

料 2-4-9（以下、外国人留学生に対する各種支援制度資料はここに含む）】、②「山梨学院大学私費外国人留 

学生特別奨学金制度」、③「山梨学院大学私費外国人留学生授業料減免制度」など本学独自の支援制度に加 

え、④独立行政法人日本学生支援機構「私費外国人留学生学習奨励費給付制度」、⑤民間団体「財団法人ロー 

タリー米山記念奨学会」等がある。これら奨学金制度及び授業料減免制度により、日本での留学生活上の経 

済的支援を図っている。 

以上の通り、多様な経済的支援策が存在しており、学生に対する経済的支援は適切に行われている。【資料 

2-4-10】 

 

《学生の課外活動への支援》 

学生の課外活動への支援としては、「山梨学院大学課外活動に関する規程」【資料 2-4-11】に基づき、「顧 

問委員会」を設置し、「顧問会議」を開催することで、学生の課外活動をさまざまな形で支援している。 

   2020 年度の顧問会議は当初 7月 1日を予定していたが、コロナ禍により出席者が少なかったため、急遽変 

更し、クラブ活動及び活動振興費に関する説明会をオンラインにて開催した。そのため、7月 6日から 9日 

にかけて、メール審議による顧問会議を実施した。【資料 2-4-12】【資料 2-4-13】 

また、学生センターのサポートの下、「樹徳祭実行委員会（学園祭の企画・実施を行うための学生組織）」 

により、例年秋に、大学・短期大学合同で｢樹徳祭｣と呼ばれる学園祭を実施していたが、令和 2 年（2020）  

年度はコロナ禍により、中止を余儀なくされた。さらに、さまざまな分野で活躍した学生に対して「創立 

者古屋賞」【資料 2-4-14】、「スチューデンツ オブ ザ イヤー賞」【資料 2-4-15】という顕彰制度を設ける 

ことで、学生の積極的活動を支援している。 

以上の通り、学生の課外活動に対する支援は適切に行われている。 

  

《学生の心身に関する健康相談、心的支援、生活相談》 

学生の心身に関する健康相談、心的支援、生活相談は、それぞれの相談内容により、保健管理室、学生  

相談室が対応している。 

保健管理室は、学生の健康増進を図るために設置されており、けが等の応急処置、健康診断を通して学  

生の身体の健康面の相談に対応している。 

学生相談室は、女性専任職員 1名、男性非常勤職員１名、女性非常勤職員 1名の計 3名の臨床心理士で 

あるカウンセラーが学生との個人面接を通して、学生の悩みの相談等、心的支援、生活相談に対応し、個人 

情報の保護に十分留意しながらも、学内外の機関と連携した対応も行っている。【資料 2-4-16】 

また、学生相談室は、2019年度から新入生を対象に、『こころの健康調査』（アンケート）を実施してい 

る。この調査は、入学当初に簡易的に行っており、不適応の可能性や個別に支援の必要な学生を早期に発見 

し、学生相談などの個別相談につなげることや、多様化する学生のニーズを的確に把握して、学生生活の質 

的向上に寄与している。【資料 2-4-17】【資料 2-4-18】【資料 2-4-19】 

さらに、スポーツ科学部では、独自に学年担任を配置することで学生の生活上の悩みについて相談できる 

体制を整えている。また、国際リベラルアーツ学部では、学部教員で構成する学生部、学部事務室内学生サ 

ポートチームの設置に加え、英語での対応が必要な学生のために、カウンセリング資格を有する心理学系科 

目担当の非常勤講師が週 1日の面談日を設置し、学部内外の機関とも連携を図りながら学部学生の支援に当 

たっている。 

以上の通り、学生の心身に関する健康相談、心的支援、生活相談は、保健管理室、学生相談室が中心とな 

って適切に行われている。 

  
（3）2－4の改善・向上方策（将来計画） 

学生センター、国際交流センター、カレッジスポーツセンターは、相互に連携して、さまざまな学生サ 

ービスを行っているが、今後も、より多くの問題を解決するために継続的に連携強化を図っていく。学生に 

対する経済的支援については、2020 年度から始まった国の「高等教育の修学支援新制度」を活用できなかっ 

たことを真摯に反省し、2020 年度は本学独自の修学支援制度を制定して学生への支援をおこなった。2021年 

度からは対象機関（確認大学等）となり、同制度への申請活用が可能となる。 

学生の心身に関する健康相談については、これまでにはない相談が増えてきている（例えば、重大な自 

傷行為など）。そのために、「学生相談室」の職員自身が、研修会などに参加し、相談業務のスキルアップ 
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を図り、相談内容によっては、学外の専門機関との連携をさらに促進していく。 

社会人、編入、転入学生に対する支援については、社会人、編入、転入学生が現時点ではごく少数にと 

どまっているために、具体的な支援策は他の学生と同様であるが、今後、増加した場合には、改めてより 

具体的な支援策を考えていく。 

 
2－5 学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

 

（1）2－5の自己判定 

基準項目 2－5を満たしている。 

 

（2）2－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

《校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理》 

本学の校舎敷地は、甲府市酒折に集中している。また、運動場については甲府市酒折のほか隣接の川田町、

和戸町、砂田町、横根町などに分散している。大学の校舎敷地及び運動用地、並びに学校法人保有の面積は、

【資料2-5-1】に示すとおりである。 

校舎に関しては、これまでも社会経済情勢の急激な変化に伴う学生の多様なニーズに対応し、逐次、新築・

建て替えを行ってきた。 

運動場については、「国玉運動場」、酒折キャンパス隣接の「ホッケースタジアム」、ラグビー場及びサ

ッカー場としての「和戸運動場」、ソフトボール場としての「砂田運動場」、ゴルフ練習場及びテニス場を

備えた「横根運動場」、陸上競技場、野球場を備えた「川田『未来の森』運動公園」があり、授業をはじめ

課外活動等に使用されている。 

校地・校舎等は、大学設置基準を満たしている。特に校地が分散せず、一箇所に集中していることは教育

研究にふさわしい環境であり、学生及び教員の教育研究活動に効果を上げている。なお、講義室及び演習室

等の設置概要は、【資料2-5-2】に示すとおりである。 

学士課程における講義室及び演習室等は、社会科学系の 3学部 4学科では基本的に共用しており、自習室

については、時間外及び休日等においても一定の規則を設け利用可能としている。講義室の一部には視聴覚

機器を設置し、授業に活用している。コンピューター実習室等については、全学的なコンピューターリテラ

シー教育をはじめ、専門演習、各専門科目、「基礎演習Ⅰ」・「基礎演習Ⅱ」等におけるプレゼンテーショ

ンツール等を利用した授業に対応できるよう整備している。 

また、健康栄養学部専用の講義室、実験・実習室は、70号館及び 45号館・51号館に集約されている。具

体的には、管理栄養士学校指定規則で必要とされる栄養教育実習室、臨床栄養実習室を整備し、厚生労働省

が推進する『HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point）』に基づいた「大量調理衛生管理マニュア

ル」に沿った給食経営管理実習室が整備されている。なお、「健康栄養学部」は、実験・実習において、薬

品や火を扱うことがあるため、想定される震災への対応として、マニュアルに基づいた防災訓練を実施して

いる。 

国際リベラルアーツ学部に関しては、授業の殆どを英語で行うこと、及び課外での生活を活用した英語コ

ミュニケーション能力の醸成の観点から、「国際学習寮（学生寮）」を併設した専用校舎（87号館）を設け

ている。 

2016 年 4 月に開設のスポーツ科学部の実験・実習室等に関してはスポーツ科学部棟（88 号館）を専用と

し、講義室等は既存学部と共用している。 

体育施設としては、酒折キャンパス内に体育館「古屋記念堂」及び「樹徳館」がある。「古屋記念堂 

（併設の山梨学院短期大学と共用）は、体育館としての機能のほか講堂としての機能も有しており、入 

学式・卒業式にも利用されている。「樹徳館」（大学専用）は、レスリング場・柔道場・武道場を備え 

ている。これらの体育施設は、スポーツ科学部の専門教育科目のほか、他学部・学科の体育実技の授業 

や課外活動の練習で利用されている。 

このほか、カレッジスポーツを推奨する本学は、各競技に応じた競技場・練習場を大学周辺に有している。

また、管理施設であるカレッジスポーツセンター内にトレーニングルームが設置され、活用されている。【資

料2-5-3】 

以上の通り、本学では、教育目的の達成のため、各種施設設備は適切に整備され、かつ有効に活用されて

いる。 
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《実習施設、図書館等の有効活用》 

図書館については、大学・短期大学共用の総合図書館が設置されており、資料の収集方針に基づき、各学

部・学科及び研究科の教育・研究に必要な資料の系統的な収集に努めている。2020年5月1日現在、34万冊を

超える資料を所蔵しており、本学の教育・研究に必要な蔵書数と蔵書構成になっている。また、全体の情報

基盤として学術情報データベースや電子ジャーナル、電子書籍等の計画的な整備を進めており、学生、教職

員が学習・教育・研究する上で必要な情報を提供している。 

建物は2階からなる開架閲覧スペースと4層からなる閉架書庫、3層の新書庫を備え、館内には、閲覧室（座

席数499席）、ラーニング・コモンズとしてのグループ学習室（3室）、学習・談話室、リフレッシュスペース

等を設け、利便性を重視した学習環境を整備している。開館時間は原則、平日は午前9時から午後8時まで、

土曜日、長期休暇中は午前9時30分から午後4時30分までである。  

図書館の運営・管理はコンピューター化されており、貸出・返却等の利用者対応、図書・雑誌の発注及び

目録の作成、図書館間相互利用（ILL）、蔵書点検等の業務が同一のシステムにより一元管理されている。2020

年10月に国立情報学研究所が主体となって運用している学術認証フェデレーションに参加し、本学で契約し

ているデータベース、電子ジャーナル等を自宅など学外から利用できるサービスを開始し、学術情報へのア

クセス環境を向上させた。また、同年11月に図書館システムを更新し、OPAC機能の向上とともに、スマート

フォン対応サイトの運用を開始し、図書館システムが有効に活用されるための環境整備を図った。 

本学のメディア教育施設である「総合図書館情報プラザ」には、学生が自由に使用できるオープンルーム、

個人ブースを設置した自習コーナー(30席)、授業でも利用が可能な実習室（40席）、用途に応じた少人数ルー

ムであるアクティブ・ラーニングルーム・マルチメディア・ラボに115台のパソコンが配備されており、学生

の情報検索、授業のためのレポート・資料作成、画像・動画の加工処理などに活用されている。 

さらに、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、ボイスレコーダー、ノートパソコン等の情報機器の貸

出を学生に行っており、マルチメディアに対応した学修支援を行っている。また、附属施設の「シーズシア

ター」は100席を完備した視聴覚ホールであり、授業のほか各種イベントにも利用されている。授業期間中の

開室時間は原則、午前9時から午後6時までである。 

このような情報アメニティ空間を整備することで、学生の自主学習活動の場としての利用に限らず、DVD

などのマルチメディアコンテンツ視聴やインターネット利用を通じて学生生活の一翼を担っている。 

コンピューター実習室・各研究室におけるネットワーク環境については、情報基盤センターが主体となり

快適な利用が行えるよう品質の向上、速度の向上、安定性の向上を図っている。2012年度から2013年度にか

け、無線LAN環境の整備・拡充を継続的に実施し、ネットワーク利用環境の向上を図った。2015年度は、「国

際リベラルアーツ学部専用校舎（87号館）」とのネットワーク接続を増設し、同時に同校舎内の無線LANの環

境整備を行った。 

 

《バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性》 

施設・設備のバリアフリー化については、一部施設において、スロープ、手摺、エレベーター、身障者用

トイレ等が設置されていることにより、施設・設備の利便性に配慮している。 

さらに、キャンパス内にはAED（自動体外式除細動器）を設置し、学生等の安全管理にも努めている。 

 

《授業を行う学生数の適切な管理》 

授業を行う学生数については、教育効果を十分上げられるよう適切に管理している。必修科目・選択必修

科目では、必要に応じて同一授業を複数開講し、選択科目では、受講希望者数に応じた教室変更や受講人数

の制限等の「受講者数の適正化」を行っている。履修制限を行う際には学生の学習権を損なうことのないよ

う制限を行う趣旨を予め『学生便覧』などで示したうえ、学生の同意に基づいて調整を図っている。 

演習科目の一つである第1年次の「基礎演習Ⅰ」・「基礎演習Ⅱ」（「スポーツ科学部」においては「スポ

ーツ基礎演習」）については、初年次教育の観点から適切な人数のクラスに分けて行っている。第2年次以降

の「専門演習」については、各学部・学科において教育効果の観点から適切な上限人数を定めて実施してい

る。 

コンピューター実習室で行う授業の学生数については、授業内容に応じたクラス人数を検討し、適切に管

理している。コンピューター実習室のパソコン設置台数は各演習室により異なるため、時間割は経営学部に

所属する担当教員が設定し、管理は情報基盤センターが行い、教員間の調整と学生への告知は教務部が行っ

ている。このように、三者が役割分担して行うことにより、使用の利益が偏らないよう公平性を保っている。 

以上の通り、授業を行う学生数は教育効果を十分上げられる人数となっている。 

 

《施設・設備の安全性》 

各施設は、建築基準法に基づく耐震性能を満たしている。 
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また、本学は「境のないキャンパス」を推進しており、周辺地域の住民に対してもキャンパスへの立ち入

りを規制していない。よって、安全性への配慮としての建物の警備については、午後7時から翌朝午前8時ま

で出入口を施錠し、警備保障会社による機械警備と巡回警備を導入している。 

ただし、教育研究の便宜向上を目的として、教員や大学院学生、一部の学士課程の学生（許可制）に対し

ては、入退出が自由にできるよう個別にカードキー（ICカード）を配付している。 

ネットワークセキュリティについては、学内ネットワークへの侵入が行われることのないように、グロー

バルネットワーク、教育研究系ネットワーク、事務情報系ネットワークに分け、各ネットワーク間にファイ

ヤーウォールを設置している。また、2007年度に設置したスパムフィルタ専用装置によって、迷惑メールへ

の効果的な対策を施し、ネットワークの安全性を高めている。ウイルス感染を未然に防ぐ仕組みとしても、

各パソコン内やネットワーク内、ネットワークサーバーにおいても、ウイルスを検出・駆除するシステムを

導入している。 

学内ネットワークに接続されているパソコンにおいては、ID・パスワード利用によるアクセス制御、ユー

ザー権限の制御などを行っている。さらに、Web用サーバーは、インターネットと学内ネットワークの境界に

緩衝地帯を設け、そこに公開用サーバーのみを配置している。 

また、総合図書館と情報プラザに設置しているパソコンから外部のホームページを参照する場合は、コン

テンツフィルタリング（contents filtering）を行い、有害サイトの閲覧制御を実施している。 

 

（3）2－5の改善・向上方策（将来計画） 

校地・校舎等の教育環境に関する設置基準は満たされており、今後も教育研究活動にふさわしい環境を維

持するために必要な施設の充実を図っていく。また、校地校舎の管理図面（竣工図・詳細図／測量図・区域

図）などの電子データ化のための職員の能力開発を行い、教育研究環境の管理・改善や資産管理との有機的

結合を推進する。 

総合図書館については、大学・短期大学の教育方針に柔軟に対応し、学習・教育・研究を支援するための

環境整備に努めるとともに、主体的学習の確立の観点から、教学関係機関と連携し、一層の利用促進を図っ

ていく。また、「情報プラザ」では、教育活動を展開する上で必要なICT環境の整備充実を図り、学生の情報

リテラシー能力の向上に積極的に関与していく。 

情報セキュリティについては、基本的な対策は実施しているが、「システム監査」の観点から検討し、各

種情報装置の設定が有効に機能しているかを定期的に確認し、不正侵入検知などの強化を図る。 

授業終了後のコンピューター実習室のオープン利用（授業外自習利用）については、利用時間を増やしつ

つあるものの、実態として、管理上の人員の問題もあり、40号館以外では、通常時における午後8時までの利

用体制が組めないため、長期休暇期間中も含め、今後さらに学生の自習に開放できる時間帯や期間の拡大に

ついて検討する。 

講義室の視聴覚機器については、今後も教育方法の多様化に対応して充実させていく。「授業を行う学生

数の適切な管理」については、各学部・学科の特性に合わせて今後も適切に行っていく。 

 

2－6 学生の意見・要望への対応 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意見・要望の把握・分析と

検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

 

（1）2－6の自己判定 

基準項目 2－6を満たしている。 

 

（2）2－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

《学修支援に対する学生の意見・要望をくみ上げるシステム》 

本学では、学習･教育開発センターを中心として本学の使命・教育目的の達成状況を把握し、その結果を教

育内容・学修支援等の改善に活かすため、全学的に学生に対し「授業アンケート」を実施している。「授業

アンケート」は兼任教員も含めて全ての教員の担当する講義科目を対象として毎年度2回（前期及び後期）実

施されている。【資料2-6-1】実施にあたっては、手順を共通化し、厳正を期している。集計結果は、同委員

会を通して各教員にフィードバックされ、各教員自身の授業改善に役立てられているとともに、各学部・学

科においてカリキュラムの改善に活用している。これに加え、2014年度より、PDCAの観点から、各授業科目

のシラバスにおいて、「前年度の授業をふまえた今年度の授業方針」を記載することとし、学生に対しても

授業改善の方法や方向性が公表されている。【資料2-6-2】 
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またオンライン授業実施報告書において評価の高かった教員に対して独自にヒアリングを行い、授業運用、

授業ティップスを聞き取り、FDを通じて全学にフィードバックしている。 

総合基礎教育科目のうち、全学生が受講し初年次教育の要である科目（「基礎演習」等）に対して、独自

に「基礎演習アンケート」を実施し、学習環境の把握、改善点の抽出、改善に努めている。得られた情報は

翌年の当該科目担当者を対象としたFD（基礎演習担当者FD）を通じてフィードバックされている。 

キャリア教育の一環として実施されている、特定の学科（2018年度に経営学部、2020年度にスポーツ科学

部）の2年生全員を対象に行われた「キャリア面談」の効果測定を行っている。学生の背景情報と面談の効果

をマージしたうえで効果を推定することを通じて、より広範な学生に対し効果性の高い面談技法の開発に活

用している。得られた集計結果は学科、学生、キャリアセンターにフィードバックしている。加えて、個票

をその他の個人データとマージしたうえで面談カルテに実装し、個別面談の際に活用している。 

学生の学習環境および学習環境に対する率直な評価を把握するため「学習アンケート」を実施している。

当該調査は前後期末に半期の振り返り調査として実施されている。実データから明らかにされた知見および

授業改善・学習環境改善の方策を案出のうえ、FDを通じて全学にフィードバックされている。 

本学では、授業における学習環境の整備、教員の学生のコミュニケーションの透明性を確保するためLMS

（Learning Management Syste）を導入している。教員によるLMSの授業での運用の適切性が学生の学習環境

の一端を形成することに鑑み、教員のLMSの運用スキルの向上が不可欠と考えている。教員を対象にLMSに対

する利用動向および利用上の障壁、研修ニーズ等を調査してきた。得られた情報に基づき活用ポイント、活

用事例、活用案についてFDを通じてフィードバックのうえ、LMS活用FDを実施している。 

教員対象の調査として「オンライン授業実施報告書」と称する調査を企画し、全教員を対象に実施してい

る。授業実施に関する詳細な項目ついて、オンライン実施された全科目について科目別に教員に尋ねたうえ

で、学生が回答した授業アンケートの回答データとマージし、オンライン授業を適切に運用するための条件

を探った。得られた情報はFDを通じて全学にフィードバックしている。 

また、本学の教育活動に対し、学生の卒業時の総括的な評価データを収集し、今後の教育構想の検討に資

するため、毎年度卒業式挙行日には、すべての卒業生を対象とした「卒業時アンケート」を実施している。 

学習支援に対する意見・要望は、必ずしも在学生から十全に得られるものではない。入職して後はじめて

実感される人材ニーズないし学生時代に学習しておくべきことを把握しカリキュラム改善等に活かすため、

入職後 1 年～3 年目の卒業生を対象に「卒業生調査」を実施している。また卒業生自身には実感しにくいが

産業界に存在している人材ニーズを把握するため「進路先調査」を実施している。対象は、入職 1年目の卒

業生の進路先としている。得られた情報は入職年数、職種、業種、卒業学科等をキーに集計し、キャリアセ

ンター、学科等にフィードバックされている。 

上述したデータの多くは学生番号をキーにマージすることが可能である。得られた調査データは適宜マー

ジ、集計され、執行部教員等に適宜報告され、各科目の担当教員の配置等の検討を通じて、学生の学習環境

の整備に活用されている。 

以上の通り、学修支援に対する学生の意見・要望をくみ上げるシステムは適切に整備され、学修支援の体

制改善に反映させている。 

 

  《学生生活に対する学生の意見・要望などをくみ上げるシステム》 

学生生活に対する学生の意見・要望などをくみ上げるシステムとしては、「学生生活アンケート」を毎年

実施し、その分析・検討を行っている。アンケートの実施方法は、LMS「manaba」システムにより、スマート

フォンやインターネットを利用して行っている。 

アンケートの質問内容については、経済的支援に生かせる情報収集のために、学費の納入手段や奨学金制

度の利用状況を質問の項目に入れる工夫を行い、さらに、これまで質問事項になかった学修環境に関連する

学内の施設・設備に対する学生の意見・要望を自由記載欄に記入できる工夫を行った。その結果、幅広い学

生層から多くの有益な意見を得ることが出来ている。【資料2-6-3】 

また、学生の心身に関する健康相談は、基準2-4に記載の通り、保健管理室、学生相談室が対応している。 

以上の通り、学生生活及び学修環境に対する学生の意見などをくみ上げるシステムは適切に整備され、学

生生活の改善に反映している。 

 

（3）2－6の改善・向上方策（将来計画） 

学習･教育開発センターを中心とする「授業アンケート」の内容・方法・活用等については、継続的に検討

を重ね、改善を進めてきた。今後も、学習･教育開発センターが中心となり、結果の集約により、カリキュ

ラム改革委員会、学生センター、就職･キャリアセンター等とも連携しながら、教育目的の達成状況の

点検・評価方法のさらなる工夫や開発を行うとともに、その結果を教員に適切にフィードバックするこ

とにより、教育内容及び学修支援の改善に結びつけていく。 

また、学生センターを中心とする「学生生活アンケート」による学生の意見をくみ上げるシステムは、
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心身に関する問題・経済的な問題を抱えた学生を早期に把握し、対応策を講じるために有効な手段であ

る。そのために、アンケート内容の見直しや改善、及び問題を抱えた学生に対する迅速な対応策を継続

的に検討していく。 

なお、施設・設備の改善に係る学生からの意見のくみ上げについては、学生の意見は多種多様であり、

施設・設備の改善は予算措置を必要とするために、学生の意見を全て反映させることは不可能であるが、

可能な限り多くの学生の意見を実際の施設・設備の改善に反映させられるように、アンケート内容の見

直しや改善を継続的に検討していく。 

 

［基準 2の自己評価］ 

本学では、教育目的に基づいたアドミッション・ポリシーを策定し、それに基づく入学者選抜を、入学試

験委員会及び入試センターが中心となり、適正かつ公正に行っている。また、適切な入学定員の管理を行う

ために、収容定員の変更の届け出を行ったほか、教育課程のソフト・ハード両面を充実させることで、収容

定員を踏まえた適切な学修環境の確保するように努力している。 

入試区分においては、新型コロナウイルス感染症対策として、一般選抜（個別テスト型・共通テスト型・

共通テスト奨学金）のすべての入試日程について追試験の受験が可能となるよう、一般選抜の運用を見直し

た。 

学生のための組織的な学修支援は、学習･教育開発センターが中心となる体制が整備され、各学部・学科、

各部署と連携しながら、様々な施策を講じ、適切に機能している。 

また、学生が社会的・職業的に自立するためのキャリア教育も、就職･キャリアセンターが中心となる支援

体制が整備され、各学部・学科、各部署と連携しながら、様々な施策を講じ、適切に機能している。 

学生生活の安定を図るための学生サービスについては、学生センターが中心となり、学生に対して教育目

的をより良く達成するために各種アンケートを実施し、常に学生の意見・要望を的確に把握し、入学から卒

業・修了に至るまで、それを活用することに努めた。また、経済的支援から心身に関する支援まで、幅広く

行っており、学生の生活の安定のために不断の努力をしている。 

さらに、教育目的の達成のための学内の施設・設備についても適切な環境が整備され、有効に活用されて

いる。 

学生に対する学修支援の面では、学習･教育開発センターが中心となり、「授業アンケート」をはじめとす

る各種調査を行い、詳細な分析の下、FD活動等を実施することで、学修支援の改善のために不断の努力をし

ている。 

以上の通り、各基準項目における「自己判定の理由（事実の説明と自己評価）」を総合的に検討した結果、

本学は、関係法令に適合していることはもちろんのこと、「基準 2」で求められている事項を十分に満たして

いるものと判断する。 

 

 

基準 3．教育課程 

3－1 単位認定、卒業認定、修了認定 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の策定と周

知 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

 

（1）3－1の自己判定 

基準項目 3－1を満たしている。 

 

（2）3－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）の策定と周知、及びディプロマ・ポリシー

を踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の策定と周知および厳正な適用に関し

ては、平成 29（2017）年 4月 1日付施行の学校教育法の一部改正を踏まえ、前年度（平成 28（2016）年度）

において、大学教育改革委員会及び学習･教育開発センター運営委員会並びにカリキュラム改革委員会のそ

れぞれの見地からの議論に基づく再確認により、平成 29 年（2017）年 3 月 1 日開催の合同教授会において

本学における全学及び学生募集単位（学部の学科、大学院研究科の専攻）のそれぞれの単位における「三つ

の方針」の見直し及び再確認を経て、全学として共有されている。 

全学及び各学部・学科のディプロマ・ポリシーを含む「三つの方針（３つのポリシー）」【資料 3-1-1】に

ついては、本学のウェブサイト内の「教育研究活動に関する情報公開」のコンテンツの中に「三つの方針」

の項目を設けて公開し周知するほか、学生に対しては、大学案内、新入生オリエンテーションあるいは在学
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生（第 2年次生～第 4年次生）ガイダンスなどを通じてその内容の周知が図られ、教員に対しては、学部教

授会や学科会議においてその内容の確認が図られている。 

ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の策定と周知

であるが、単位認定については、全学的、及び学部・学科単位のディプロマ・ポリシーに基づき、学長また

は学部・学科長の統括の下、各科目の担当教員が各々の専門的見識に基づいて行っており、『シラバス』にて

成績評価の方法を具体的に記述し公表することで学生に対する成績評価の透明性と公正性とを確保してい

る。 

単位認定の基準については授業科目ごとに『シラバス』に、進級及び卒業・修了認定等の基準については、

「学則」及び「履修規程」の別表にあたる「教育課程表」に規定のうえ、「学生便覧」及び「教育課程表」記

載し、学生に周知し厳正に適用している。なお、厳格な成績評価のあり方に関しては、カリキュラム改革委

員会を中心に検討・検証を行っている。単位認定基準、進級基準、卒業要件の適用については、合同教授会

に判定議案を設け審議し、厳格性を担保している。 

卒業判定時における「ディプロマ・ポリシーの総合的な充足状況の評価（アセスメント）」方法について

は、健康栄養学部を除く各学部・学科では、最終年次（第 4年次）に配置されている専門演習あるいはアセ

スメントを目的とする授業科目において、それぞれの科目への取組み並びに各種課題をもって適格性の判断

を行っている。 

なお、健康栄養学部においては、管理栄養士養成を前提とした教育課程編成に基づき、各年次に配当され

る必修科目における学修状況を総合的に勘案のうえ、ディプロマ・ポリシーの総合的な充足状況の判断を行

っている。また、国際リベラルアーツ学部では令和２年度より全科目にルーブリック評価を導入し、ディプ

ロマ・ポリシーと各科目の関係性と単位認定の基準の明確化に努めている。学部全体に紹介した共通ルーブ

リック【資料 iCLA 3-1-1】を基本に、「アカデミック英語」、「基幹教育」、「人文教養」、「社会科学」、「数的

推理・自然科学」、「保健体育」と多様な科目区分の特性に合わせたルーブリックを各教員が作成し、履修す

る学生に開示している。【資料 iCLA 3-1-2】 

とくに令和 3（2021）年度に向けたシラバス作成においては、全学部学科の全ての授業においてルーブリ

ックを作成・公開することを決定し、各授業科目の学習目標と単位認定における成績評価基準のより一層の

明確化・適正化を図ることにした。【資料 3-1-2】 

このほか、学修意欲を喚起する工夫として、成績評価を数値化した「グレード・ポイント・アベレージ（Grade 

Point Average：GPA）制度」【資料 3-1-3】を導入している。これにより、学生が自身の学修状況の確認が容

易にできるようになっている。しかしながら、GPA 進級基準や卒業要件への適用、あるいは退学勧告等への

利用については行っておらず、今後、検討すべき課題として把握している。 

学士課程の成績評価については、『シラバス』において、全学的な申し合わせに基づき事前に各科目担当教

員が設定し提示している。その際、成績評価の方法を具体的に記述し公表することになっており、学生に対

する成績評価の透明性と公正性とを確保している。また、本学では、学生の側から科目担当教員に対して当

該科目の成績評価について疑問を提起することのできる「成績評価についての問い合わせ制度」がある。 

この「成績評価についての問い合わせ制度」の事務は教務部教務課が担当し、学生は教務課窓口へ「成績

評価問い合わせカード」を提出することで手続きが開始される。学生から「成績評価問い合わせカード」が

提出されると、当該科目担当教員は、1 週間以内に、当該学生の成績評価に関する疑問・質問に回答しなけ

ればならないこととしている。2020 年度は、この制度の運用上の整備を見直し、より着実な認定を図った。 

  【資料 3-1-4】 

学士課程における進級及び卒業の要件について、卒業に必要な単位数は全学部・学科共通の 124単位であ

る。その内訳は、法学部法学科・法学部政治行政学科、経営学部経営学科の社会科学系 2学部 3学科の卒業

要件単位数は「総合基礎教育科目」28単位、「外国語教育科目」4単位、「専門教育科目」92単位（うち、共

通選択枠 24単位）である。 

健康栄養学部の卒業要件単位数は、「総合基礎教育科目」20単位、「外国語教育科目」4単位、「専門教育科

目」100 単位である。 

スポーツ科学部の卒業要件単位数は、「総合基礎教育科目」および「外国語教育科目」28単位以上、「専門

教育科目」74単位（共通科目 42 単位、コース科目 26単位、キャリア科目 6単位）以上、総計 124単位であ

る【資料 3-1-5】。 

殆ど全ての授業を英語で行う「国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科」においては、前述の他

の学部・学科とは異なる卒業要件を採用し、授業科目の区分ごとに必修・選択必修の要件単位数を定めてい

る。令和元年度からは 8つの主専攻を 4つの専攻に集約するカリキュラム再編を実施した。 

新カリキュラムにおける授業科目の区分ごとに必修・選択必修科目として最低限履修すべき単位としては、

（a）「アカデミック英語」において必修科目「アカデミック英語 B」を含め 15 単位以上、（b）「日本語」に

おいて「社会人としての日本語作文」で 3 単位、（c）「基幹教育」で 10 単位以上、（d）「Pathway Courses」

に設置された 4専攻の科目から 3専攻の科目を 1科目ずつ選択し９単位以上、（e）「数理的思考・自然科学」
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で 3単位（f）「保健体育」で１単位以上、（g）「グローバルビジネス・経済学 」「政治学」「人文教養」「日本

研究プログラム」の中から 1 つの専攻を選び 30 単位以上、合計 71 単位が必修又は選択必修となる。なお、

2018年度以前に入学した学生に関しては旧カリキュラムに従い、学修を継続している。【資料 3-1-6】 

進級要件については、「国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科」を除く学部・学科で共通してお

り、第 3 年次進級の要件は、第 2 年次終了時に修得単位数 40 単位以上として定めている。この進級要件の

厳格な運用により、学生の学修活動の質保証に努めている。なお、卒業要件単位数を授業科目の区分毎に細

かく定める「国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科」においては、特段に進級要件を定めていな

い。ただし、入学時に一定水準以上の英語力を有さない学生に関しては、「アカデミック英語（English for 

Academic Excellence：EAE）プログラム」を達成しなければ、指定された授業科目以外を履修できないよう

制限を設けているほか、教育課程にコースナンバー制を導入することにより科目相互の位置付けを体系的に

明示し、基礎的・基本的な授業科目の単位修得がなければ応用的な授業科目の履修が行えないよう制限を設

けている。 

スポーツ科学部では平成 29（2017）年度から学生の質向上を目指した「パワーアッププロジェクト」を開

始しており、その一環として、毎年度、学部教授会において単位認定基準の厳正な適用を確認している。 

大学院社会科学研究科の単位認定基準及び修了認定基準については、本研究科のディプロマ・ポリシーに

沿って科目及び教育課程全体として担保し周知しており、修士課程に 2 年以上在学し所定の 30 単位（選択

必修科目 2 科目 4 単位、演習 2 科目 8 単位の計 12 単位、その他の講義科目 14 単位以上、修士論文 4 単位）

を修得のうえ、最終試験（修士論文の審査）に合格した者に「修士（公共政策）」の学位を授与している。 

なお、研究指導に基づく大学院の修士課程につき、第 1年次から第 2年次に進級する際には、特に進級要

件は定めていない【資料 3-1-7】。 

なお、これまで各学部と語学、総合基礎教育分野から委嘱された教務委員会では、各学部の教育課程の全

学的な調整や、教学事項への組織的な対応を検討し、全学の教学体制の整備の一翼を担ってきた。しかしな

がら、より全学的な観点からのカリキュラム改革には組織的に脆弱であることは否めないため、令和 2（2020）

年 1月より、教務委員会が担ってきた教育課程の全学調整機能を維持しつつ、今後の教学構想【資料 3-1-8】

の実現に向けたカリキュラム改革を実現するための組織体制として、教育研究担当副学長を中心に、各学部

からの複数名の委員と、総合基礎教育分野の細目的な担当委員、語学委員、教務課からの実務委員によるカ

リキュラム改革委員会を発足させ、更なる教育課程の充実に向けて、全学を挙げて取り組んでいる。【資料 3-

1-9】 

 

（3）3－1の改善・向上方策（将来計画） 

教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知に関しては、学習･教育開発センター並びにカリ

キュラム改革委員会を中心として、教授会を通じて学内の PDCA サイクルの促進を行い、卒業・修了認定の

基準についてはディプロマ・ポリシーに則り、また、進級及び単位認定に関しては、ディプロマ・ポリシー

を踏まえて策定されたカリキュラム・ポリシーに則り、今後も厳格に適用し変更の必要性がある場合には、

教育の質保証を考慮しつつ所要の改善を行っていく。 

なお、平成 28（2016）年度の「三つの方針（3 つのポリシー）」の見直しに際し、平成 29（2017）年度の

学士課程入学生より、ディプロマ・ポリシーに則った学位授与が行われているかを確認するための「アセス

メント科目」を教育課程編成上に定義したが、今後はこの運用について詳細に検討し、適正な学位授与（卒

業・修了の認定）に努めていく。 

加えて、平成 30(2018)年度に策定した「国際化ビジョン」と「教育の質的転換ビジョン」、平成 31(2019)

年度に策定した「教学構想（2019 暫定版）」については、今後の教育課程運営の指標として活用し、PDCA サ

イクルに反映させることとする。 

また、GPA の活用方法については、進級基準や卒業要件への適用、あるいは退学勧告等への利用、科目ご

との GPA 分布の公開等、大学教育の質保証に係る社会的な要請に基づく諸課題があり、GPA の公正性の担保

のための成績評価の厳格化とあわせて検討していく。 

 
 
3－2 教育課程及び教授方法 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

 

（1）3－2の自己判定 



 山梨学院大学  

27 
 

基準項目 3－2を満たしている。 

 

（2）3－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

教育目的を踏まえたカリキュラム・ポリシー（教育課程編成の方針）の策定と周知、及びカリキュラム・

ポリシーを踏まえた教育課程の編成に関しては、基準「3-1」にも掲げた通り、平成29（2017）年4月1日付施

行の学校教育法の一部改正を踏まえ、平成28（2016）年度において、大学教育改革委員会及び学習･教育開発

センター運営委員会並びに教務委員会（令和2（2020）年1月よりカリキュラム改革委員会に改組）のそれぞ

れの見地からの議論に基づく再確認により、平成29年（2017）年3月1日開催の合同教授会において本学にお

ける全学及び学生募集単位（学部の学科、大学院研究科の専攻）における「三つの方針（３つのポリシー）」

の見直し及び再確認を経て、全学として共有されている。 

全学及び各学部・学科のカリキュラム・ポリシーを含む「三つの方針」については、本学のウェブサイト

内の「教育研究活動に関する情報公開」のコンテンツ内の項目の一つである「三つの方針」にて公開し周知

するほか、志願者及び学生に対しては大学案内にて示すほか、新入生オリエンテーションあるいは在学生（第

2年次生～第4年次生）ガイダンスなどを通じてその内容の周知が図られ、教員に対しては、学部教授会（一

つの学部に複数の学科が存する場合には学科会議も含む）においてその内容の確認が図られている。 

「基準1-1」に記述した各学部・学科固有の教育目的・教育目標を踏まえたカリキュラム・ポリシーは、

「基準1-2」に示した通りであり、「基準1-1」に記述した各学部・学科固有の教育目的・教育目標を踏まえ

た教育課程の編成方針は、「基準1-2」に示した通りである。 

 

《カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーの一貫性》 

ディプロマ・ポリシーを踏まえて策定した単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準に則り、

各学部・学科及び大学院研究科においてカリキュラム・ポリシーに即した教育課程の編成を行っている。カ

リキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性については、各学部・学科及び大学院研究科にお

いて、開講科目とディプロマ・ポリシーの関連を明確化し、さらに『シラバス』の「到達目標」にディプロ

マ・ポリシーとの関連性を明記している。 

 

《カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成、教養教育の実施及び教授方法の工夫・開発》 

学士課程では、学則第 17条に定める通り、履修上限単位数を適切に設定している。また、1年間に行われ

る授業は、前期 15 回、後期 15回（定期試験を含まない）を標準としており、休講があった場合には必ず補

講を実施するものとしている。さらに、平成 27（2015）年度より『シラバス』において予め事前事後学習の

内容を記載するものとしている。以上の点から見て単位制度の実質が保たれているといえる。 

本学は、国際リベラルアーツ学部を除いて、教養教育としての授業科目の区分「総合基礎教育科目」と、

外国語コミュニケーションのための「外国語教育科目」、各学部・学科に固有の専門教育のための「専門教

育科目」の、3区分の教育課程体系を採っている。 

専門的知見を活用するための幅広い教養（知識や技能・技能）の修得を目的とした授業科目の区分「総合

基礎教育科目」及び外国語コミュニケーションの理解・修得のための授業科目の区分「外国語教育科目」に

は、国際リベラルアーツ学部を除くすべての学部・学科では、ほぼ共通の授業科目を配置している。「総合

基礎教育科目」及び「外国語教育科目」では、高度な専門教育に不可欠な広い視野と学問領域にとらわれな

い幅広い教養、そして豊かな人間性を養うため、広範な領域をカバーする多種多様な科目を配置している。 

 

・教養教育実施のための体制の整備 

本学の教育理念には「豊かな教養と創造力を備えた人格の形成を図る」とあり、また、教育目標には「広

い教養と深い専門の知識をもち、実践力のある逞しい人間の育成」とある。本学の教育理念・教育目標に示

された人材を育成するためには、特定の領域に偏ることなく豊かな人間性に基づく幅広い教養を有し、学士

課程において学ぶ専門知識や技能・技術を、幅広い教養に照らして活かす実践力を養うことが必要であり、

その取組みが本学における教養教育の目標である。 

教養教育に関する科目は、殆ど全ての授業を英語で行う国際リベラルアーツ学部を除き原則として全ての

学部・学科の共通科目として配置しており、その教育課程編成の連絡・調整は、カリキュラム改革委員会が

行っている。カリキュラム改革委員会では、教養教育に関する各学部・学科での議論を集約し調整すること

はもとより、大学教育全体の観点から教養教育について検討し、修得した知識（リテラシー）を活用する能

力（コンピテンシー）の育成を踏まえた教養教育のあり方を各学部・学科に提案している。カリキュラム改

革委員会からの提案に対する最終的な審議は、各学部・学科の教授会において行われている。 

外国語教育科目（国際リベラルアーツ学部を除く）についてはグローバルラーニングセンターに主任を置

き、カリキュラム改革委員会と協働しながら、外国語教育の授業内容や方法の検討、担当教員の選定、時間

割の調整等を行うとともに、兼任講師を含む外国語教育科目担当教員との定期的な「外国語教育科目 FD 会
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議」の開催による、全学的な意思疎通を図っている。 

上記のほか、平成 27（2015）年度以降に開設した国際リベラルアーツ学部及びスポーツ科学部を除く全て

の学部・学科には、共通する教養系演習科目として、「基礎演習Ⅰ」・「基礎演習Ⅱ」（計 2単位、必修：前期・

後期各 1単位）を配置している。「基礎演習Ⅰ」・「基礎演習Ⅱ」の運営は、学習・教育開発センター運営委員

会が、初年次教育に相応しい具体的教育内容・方法を企画・立案し運営することとしており、入学直後より

大学生として自律的・自発的な意識と姿勢をもって大学生活に臨むことができるよう、「基準 2-3」にも示し

た通り社会人基礎力を涵養するためのキャリア教育の内容を含む独自の授業プログラムや共通テキストを

使用のうえ、組織的な授業運営の方針を立てている。 

教養教育については、このように教養教育担当の教員集団のみならず、専門教育を担当する教員集団も関

与し、運営上の責任を全学で担う体制整備を進めてきた。各学部・学科が学習・教育開発センター及びカリ

キュラム改革委員会との協働によって、全学的な体制に基づく教養教育の運営主体としての責任を果たして

いる。 

 

・教職課程の配置 

国際リベラルアーツ学部を除く各学部・学科においては、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に

基づき教育職員免許状を取得できる「教職課程」を設けている。平成30（2018）年度においては、教育職員

免許法及び同施行規則の改正に基づく教職課程の再課程認定申請及び審査が行われたが、従前規定に基づき

教職課程を開設していた学部・学科のうち平成30（2018）年度末を以って廃止した経営情報学部を除く4学部

5学科について、計7課程が平成31(2019)年2月付にて再課程認定を受けている。【資料3-2-1】 

 

・授業の方法 

各学部・学科の授業の方法としては講義が中心であるが、専門分野について深く学ぶために少人数による

「演習」も行っている。また、実践的な知識や能力を身につけるために、実習（インターンシップを含む）

や、アクティブ・ラーニングなどの手法も採り入れ、学生の自律的・自発的な学修態度・方法を涵養する教

育に努めている。 

第1年次に配置の教養教育系の必修科目である「基礎演習Ⅰ」、「基礎演習Ⅱ」は、20人前後の少人数クラ

スで運営される演習科目で、自律的・自発的な学修に必須となる資料の収集や論理的な文章の書き方、プレ

ゼンテーションなどの基礎的な能力の涵養を図っている。 

専門教育科目としての「演習」は、主に専門教育科目を担当する専任教員により担当されており、学位授

与に基づく専門分野に関するものが幅広く配置されている。クラスは少人数で編成され、授業中に発表・討

論の機会を設けることにより、学生のコミュニケーション能力やリーダーシップの涵養も図られている。な

お、隣接する専門領域となる法学部内の法学科及び政治行政学科の2学科では、「演習」の受入れ定員に余裕

がある場合に、互いの学科から学生を受け入れる仕組みがある。 

 

・体系的な教育課程の編成 

学士課程の法学部法学科においては、カリキュラム・ポリシーに則り、専門教育科目を基礎から応用へと

体系性を意識して無理なく段階的に発展させていく編成方針を取っている。 

第1年次には、法学の基礎となる科目として、総合教育科目である「法学（日本国憲法を含む）」を準必修

とするとともに、「憲法入門・憲法Ⅰ」、「民法入門Ａ・Ｂ」、「刑法入門・刑法Ⅰ」を各2単位ずつ必修科目と

して配している。ただし、政治行政学科の募集停止及び法学科への一本化を開始した対象年度以降について

は、「人材育成目標」および新たなディプロマ・ポリシーに基づき、従前の科目編成を一部変更し、初年次の

導入科目として新たに「法と政治入門Ａ・Ｂ」を設置し、「憲法入門・憲法Ⅰ」および「民法入門Ａ・Ｂ」と

ともに必修科目としている。その一方で、学生の進路の多様性や必修科目の負担等を考慮し、従来１年次の

必修科目であった「刑法入門・刑法Ⅰ」については2年次以降の選択科目としている。第2年次には、法学の

基本となる、いわゆる基本7法科目を中心に選択科目として配し、第3年次以降には、発展ないし応用となる

選択科目を配するという構成をとっている。 

また、学生の履修計画の目安となるよう「公務員（行政）モデル」、「公務員（警察・消防）モデル」、「法

曹モデル」、「企業・社会モデル」、「国際協力モデル」、「教職モデル」という6つの履修モデルを提供してい

る。さらに、履修モデル毎にコースナンバリングが導入された樹形図型「カリキュラムマップ」を作成し、

進路に応じた履修スケジュールの把握を容易にするよう工夫を図っている。 

法学部政治行政学科においては、カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成については、3つ

の特徴を持っている。 

第一に、現代社会の要請及び学生の多様な将来設計（キャリア選択・資格取得など）のニーズを考慮し

て、授業科目に対する学生の選択の幅を広げるため、必修科目及び選択必修科目を必要最小限にとどめて

いる。この理念に基づき、(1)第 1年次配当の「政治行政入門Ⅰ」・「政治行政入門Ⅱ」を必修とし、(2)政
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治行政学科が学生に求める基幹的知識の修得に呼応するための選択必修科目も、「憲法」、「政治学原論」、

「政治過程論」、「自治体行政学」、「行政学」、「国際政治」の 6科目に限定している。 

第二に、「新しい公共性」を学ぶ上で必要な専門知識と専門的識見とをバランスよく身に付けさせるため、

政治学系・行政学系・国際関係系の各系をコアとしながら、法律科目群及びその他の幅広い専門的関連科目

群を配置している。 

第三に「社会性のある人間」の育成に関して、地域での活動からグローバルな活動に至るまでの実践的・

実際的な体験や「現場」のリアリティを重視する立場から、積極的に実際的な知識や体験の提供を盛り込ん

でいる。 

また、学生が自らの卒業後の進路と関連させながら、体系的な学習ができるよう、「行政・政策モデル」、

「市民・政治モデル」、「国際関係モデル」という 3つの履修モデルを用意し、個々の学生の将来設計に見合

った科目履修の選択に指針を提供している。 

経営学部経営学科においては、教養教育においては、大学での学修に必要な基礎的な知識・技能を身につ

ける科目、幅広い教養と豊かな人間性を養う科目、多様な価値観の理解を深める科目を設置している。専門

科目においては協働と実践を通じて地域経済の担い手としての意思と能力を養い社会と職業への適合を果

たす科目、ビジネスに対する興味・関心を喚起する科目、および、ビジネスで必要とされる基礎知識と汎用

能力を養う科目、実践的な課題解決と専門的な知識習得の往還を通じて、ビジネスで求められる知識・技能

の活用能力を養う科目を専門科目として配置している。 

また、学生一人ひとりに対して個別化した教育を行うために、全学年に演習科目を設置している。特に、

1年次の「基礎演習」「ライティング」、2年次の「専門演習入門Ⅰ」「専門演習入門Ⅱ」は必修科目としてい

る。これは、大学の学修の早い段階で各学生の学修状況を把握し、他の科目と連携しながらカリキュラム全

体で人材を育成することを意図している。なお、同科目は「企業連携実践タイプ」「課題探究リサーチタイ

プ」「国際共修タイプ」の 3類型を設定し、学生への事前希望調査を経て、学生の興味・関心や適性に基づい

て適切にクラス配属を行っている。さらに、9 月入学の外国人留学生受け入れが本格化するにあたり、令和

2(2020)年度から「専門演習Ⅰ」「専門演習Ⅱ」「専門演習Ⅲ」「専門演習Ⅳ」を、通常のクラス（4 月入学者

クラス）と半期遅らせたクラス（9月入学者クラス）と並行実施している。これは、9月入学の外国人留学生

の 9月卒業を可能にするとともに、国際共修の理念の実現へ向けて日本人学生・外国人留学生の交流や共同

学修・研究を促進するものである。 

健康栄養学部では、総合基礎教育科目において、社会を築く構成員としての幅広い教養を養う科目、大学

で学ぶ意義を明確にし、学ぶためのスキルと思考力、対人関係力（コミュニケーション能力）の育成を図る

科目、情報と機器を十分に活用できる能力を養うための科目を配置している。 

専門教育科目の導入分野では、専門領域を学ぶ上での基礎となる知識を修得し、管理栄養士の役割・使命

についての理解を深め、専門領域の学習に向けた学力の向上と目的意識の明確化を図るための科目を配置し

ている。 

次に専門基礎分野・専門分野では、管理栄養士として国民の健康栄養管理を担う意欲と質の高い専門の知

識・技術を養い、優れた栄養指導能力を育成するための科目を配置している。 

さらに専門発展分野では、管理栄養士としての総合的な学力の向上を図るとともに、地域の具体的課題に

対応した健康増進・食育推進・食産業振興の実践的な活動が展開できる能力を養うための科目を配置してい

る。 

国際リベラルアーツ学部においては、授業科目を「アカデミック英語」、「基幹教育」、「人文教養」、「社会

科学」、「数的推理・自然科学」、「保健体育」の6つに区分するとともに、これらの科目の中から日本語を母語

としない外国人留学生に対して科目を指定する「日本研究プログラム」として分類するとの、体系的な編成

方針を採っている。 

履修方法としては、日本語を母語とする学生は、まず第 1年次に「アカデミック英語（English for 

Academic Excellence： EAE）プログラム」を履修し、専門的な学術的レベルでの英語表現に耐えうるだけ

の英語力を集中的に鍛える。英語を母語とする学生については、日本語の段階的な学修を目的として「日

本語研究（Japanese Language）」を履修させる。なお、学術的レベルでの言語使用に問題のない学生は、

「アカデミック英語」（または「日本語研究」）の履修が免除される。 

第 2年次には「基幹教育」科目の履修により学術的な英語運用能力をさらに向上させる。分野横断型授

業科目である「リベラルアーツ・オムニバス」では異なった専攻の複数の教員が共通のテーマの下で授業

を分担することで「専攻」を選ぶ上での判断材料を与える。「専攻」決定の後、専攻ごとの「アカデミック

アドバイザー」による履修計画指導と留学指導を通じて卒業研究への準備を着実に進める。 

第 3年次には 1年間の海外留学（必修）を経験させ、海外留学中にも専攻科目を中心とした履修を継続

させる。学生 1人に対して 1人の専任教員が個別指導を担う「アカデミックアドバイザー」制度による指

導は、海外留学中も電子メールや LMS「Edvance360」等、多様なメディアを高度に利用して行われる。 
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ただし、令和 2年度は新型コロナウィルス感染防止の観点から、履修規程を改定し１年間の海外留学を

卒業の必修条件としない特別措置を講じた。既に留学中の学生には帰国を促し、出国前の学生には留学開

始時期を延期したり留学期間を短縮するなどの選択肢も提示した。留学を中止、中断、延期した学生に

は、①本学部で専攻科目を中心とした履修を継続する、②遠隔で留学先の科目を履修するなどの方法で学

修機会を確保した。 

第 4年次には、専門分野の応用科目の履修と「演習」でのプレゼンテーションやディスカッションを通

じて、研究計画書と解説付き文献目録を作成し、最終学期には口頭による中間報告を経て「専攻」に基づ

く「卒業研究」を完成させる。 

教育課程編成における必修科目及び選択必修科目には、前述の基礎から応用に至るまでの学術的な英語

力の向上を目的とした授業科目と、英語による「卒業研究」に関連する授業科目に加えて、社会的・職業

的自立を図るために必要な能力の養成を目的とした授業科目を配置している。 

なお、本学部においては、全ての授業科目にコースナンバリングを施し、学生の段階的な学修活動を保

障するための履修前提条件を設けている。このため、学生に対しては、基礎的な授業科目の修得なしに応

用的な授業科目を履修することを認めていない。 

スポーツ科学部においては、平成 28（2016）年の開設時に掲げた「スポーツ科学部のディプロマ・ポリシ

ー」と「養成しようとする具体的な人材像」、及び「教育課程編成の特色」等を踏まえて作成した「スポーツ

科学部のカリキュラム・ポリシー」を基にして、科目区分及び科目構成を設定している。 

スポーツ科学部では、年次進行にともなって「共通科目」から「コース科目」、「キャリア形成科目（教職

課程履修者には「キャリア形成科目」に加え「教職専門科目」が含まれる）」へと移っていくなかで、学生各

自が「個性の重視」、「さらなる個性の伸長」を図ることができるように教育課程を体系的に編成している。

このため『シラバス』には授業科目ごとに「履修条件等」を示し、各授業科目の履修前に受講しておくべき

授業科目等を記載するようにしている。 

また、学生が将来目指す職業像に合わせて科目を選択できるように、教育課程編成を大別する「競技スポ

ーツ」「生涯スポーツ」の各コースに基づき、12種類の「履修モデル」を提示している。 

大学院社会科学研究科においては、公共政策領域を基礎とした幅広い授業科目（選択必修科目・選択科

目）を、前期と後期に分けて配置するとともに、実務と密着した高度の理論研究及び修士論文研究指導を

行うことを主眼とした通年の「演習」科目を配置して、それぞれの科目の履修と、研究指導に基づく修士

論文の執筆を、教育課程編成の基本としている。 

前者の授業科目（選択必修科目・選択科目）は、半期毎に同一の専門性（専修）に係る科目をそれぞれ

「Ⅰ」・「Ⅱ」に区分した 2単位科目を中心とする講義科目であり、第 1年次配当とした。 

また、後者の「演習」科目は、入学者の「専修」に合わせて、入学年次毎に 2年間にわたり「演習Ⅰ」・

「演習Ⅱ」としてそれぞれ開設される通年各 4単位の科目であり、専修の領域は「自治体行政学」、「地方

行財政」、「政策法務」等の 14科目である。 

 

・教授方法の工夫・開発 

教授方法の工夫・開発は、学習･教育開発センターにおいてFDの企画立案を行い、年に数回の全専任教員を

対象としたFD研修会を実施している。 

また、同じく学習･教育開発センターが実施している「授業アンケート」については、授業を担当する教員

は、学生に対して行うことが義務づけられている。このアンケート調査では、個々の学生の受講態度や理解

度、及び教員の教育方法に関する調査に重点を置いており、教員はアンケートの集計結果を利用して次年度

の教育方法の改善に役立てている。さらに、全教員は、ティーチング・ポートフォリオに基づく教育活動報

告書を作成することにより、教授方法等の振り返りを実施している。 

法学部法学科においては、「講義」科目については、法学の基本的素養の向上を図るために、学生への「法

学検定試験」の受験を促している。また、社会正義の実現の観点から、授業科目「司法実務」及び「公務員

の仕事」「消防・防災の研究」「警察の研究」では実務家を講師として招聘し、理論のみならず経験にもとづ

く教育を行うとともに、裁判傍聴や警視庁見学を通じて、実務に接してもらえるよう配慮している。 

「演習」科目においては、第1年次の「基礎演習Ⅱ」では、キャリア意識の形成と非認知的スキルを含めた

学びへの意識を醸成するために第1回目から第3回目までの授業において、「キャリアを考える」プログラム

を導入し、3回から15回の授業において、課題解決型学習（PBL）を取り入れたプログラムを展開している。

第2年次から第4年次では、法学という分野の性格上、法令や裁判例を中心とする文字媒体の資料を正確に読

み解く力を養成するため、文献講読や学生の調査・研究報告、事例演習を重視した教授方法を採っている。

「ゼミ対抗法律討論会」などの企画のほか、2018年度より「演習Ⅰ・Ⅱ（共同演習）」が始まり、PBLなどア

クティブ・ラーニングの手法の研究・試行が行われている。 

法学部政治行政学科においては、第一に、公務系の職業を志望する学生が多い現状を考慮して、専門科目

のそれぞれの授業中に当該科目に関連した就職試験の過去問題を取り上げる「MEET (More in Education for 
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Employment and Training）コーナー」を組み込み、当該授業の専門テーマと関連した公務員試験問題の紹

介や解説などを行い学生の職業選択意識（モチベーション）を高めている。 

第二に「社会性」を備えた実践的な知識・技能等を身につけるため、公務員・NPO 法人など職業の選択に

も直結する教育方法の工夫を図っている。「市長特別講義」、「地方議会論」では、自治体の首長等を招き特別

講演を実施している。「警察の研究」、「消防・防災研究」等では現場の警察官や消防士等を講師として招いて

いる。「環境政策」「安全保障研究」などの総合科目を設置して学外講師を招いている。さらに「インターン

シップ（公務）」では実際に県・市町村の自治体などで公務の体験が可能になっており現場感覚を学習できる

ようになっている。 

第三に、参加提案型の教育方法を採用しており、学内での研究発表、学内外でのワークショップ、アクテ

ィブ・ラーニングの導入などを行っている。具体的には、ゼミ単位で学外での調査研究や、山梨県内の自治

体の１つである昭和町との連携協定に基づく「昭和町議会とのワークショップ」等を実施している。 

経営学部においては、個々の学生の学習行動や理解度、及び教員の教育方法に関する授業アンケート調査

を全学で学期末に実施し、アンケート結果を教員に対してアンケートの集計結果を利用して次年度の教育方

法の改善に役立てている。本年度導入された「ビジネス入門」では、学生のコミュニケーション能力や主体

的行動を育むために、複数の教員がアクティブ・ラーニング手法を開発している。また、平成 31(2019)年度

から必修化された 2 年次の「専門演習入門Ⅰ」「専門演習入門Ⅱ」では、地域連携プロジェクト型学習を行

い、その評価手法について担当教員が検討している。 

健康栄養学部においては、専門知識の確実な定着を図るために各授業科目において随時小テストを実施す

るほか、定期試験期間終了後（授業時間外）に試験の講評を行い、個別回答における誤りの修正と正しい知

識の定着を図っている。 

教授方法については、学部内に配置の専門教育科目担当者会議等を学部教授会終了後に開催して定期的

に検討するなど、共通の認識を持って学生の教育にあたっている。各授業科目で実施している小テストは、

学生の事後学習のモチベーションとなっており、小テストの結果により授業時間外で補習教育や小テスト

ごとの再試を行うなど、学生の学修支援を手厚く行っている。 

さらに、課題レポートや各種報告書、栄養指導の教材などに載せる図や表は、各学年の複数科目に渡って

経験することでその作成能力を身につけるが、その能力を向上させるための教授法の工夫に関する学部内 FD

を 2020 年度に実施した。 

国際リベラルアーツ学部においては、体験型の学修活動が有益である「芸術」、「芸能」、「音楽」の分野

では、ワークショップを通じて学生たちが豊かな教養を修得できるようにしている。一方、「社会科学」の

分野では、例えば「ワークショップ：政治シミュレーションゲーム」などによって、先に挙げた教育目標

の達成を期待している。 

また、コースナンバリングを導入することにより、学生が入学直後から「アカデミックアドバイザー」の

指導を受け計画的な科目選択を行い、学修内容と学修成果の質を保証しているのは、「体系的な教育課程の

編成」の項目に前述した通りである。 

2020（令和 2）年度は感染拡大防止と学修機会の確保という二つの目標を両立させるため、４月よりすべ

ての授業を遠隔で実施した。インターネットを利用したビデオ会議システム「Zoom」と LMS「Edvance360」

を併用することで、教員による講義だけでなく、学生によるプレゼン、ディベート、グループワーク、クイ

ズ、試験など多様な教授法を活用し、教育効果を高める工夫をした。さらに遠隔授業にすることで、本学部

に在籍しながら日本に入国できない学生にも学習の機会を確保し、多国籍の学生が共に学ぶ国際的学修環境

の維持にも資した。 

スポーツ科学部においては、教員は学内外で開催される FD 研修会に参加して教授方法の開発・工夫を図

っており、複数教員で担当している「スポーツ基礎演習」においては「スポーツ基礎演習運営委員会」、「ス

ポーツキャリア形成」においては「スポーツキャリア形成運営委員会」を学部教授会の下に配置して、教授

方法の共通化を図っている。また、学生の授業態度等の徹底や、manaba を活用した教授方法等の FD 研修会

を行った。 

大学院社会科学研究科においては、実務と密接に関連した高度の理論研究を主眼としつつ、それに併せて

実践的な問題解決志向の教育を重視している。税理士試験における税法科目免除のためのカリキュラムの整

備とそれに基づく授業の実施はその一つの具体例である。また、平成 29（2017）年度より、学生（院生）に

対する「全体アンケート」に加えて、新たに「授業アンケート」を前期及び後期に実施しており、教員はア

ンケートの集計結果を利用して次年度の教育方法の改善に役立てている。 

 

・教授方法の開発と効果的な実施 

教授方法の開発と効果的な実施に関しては、平成 28（2016）年度からの全学的な LMSの導入のほか、学習･

教育開発センターが中心となって FD研修【資料 3-2-2】を企画・運営し、また、これらの成果については平

成 28（2016）年 10月より学生のリテラシー及びコンピテンシーの醸成度合いの測定のために導入した「PROG
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（Progress Report On Generic skills）テスト」（河合塾グループ）【資料 3-2-3】の結果を活用した全学的

なインスティテューショナル・リサーチ（Institutional Research：IR）体制の下で整理できる仕組みを整

えている。【資料 3-2-4】 

しかしながら、FD 研修における議論に加え学生個々の在学 4 年間の成長度合いを測るための IR データは

着手してからの期間が短いために数年分と乏しく、エンロールメント・マネジメントの実現のため、現在は

学生個別データを蓄積しつつ、分析ツールを検討している段階にある。 

 

（3）3－2の改善・向上方策（将来計画） 

教育目的・教育目標を踏まえたカリキュラム・ポリシーの策定と周知及びディプロマ・ポリシーとの一貫

性に関しては、カリキュラム改革委員会を中心とした学内のPDCAサイクルの促進を行い、また、教育課程は

編成方針に従って学生募集単位で体系的に編成されており、教育課程の基本的な編成方針については適切で

ある。今後も、社会的な変化や要請に応えるため、毎年、社会科学研究科委員会および各学部教授会やカリ

キュラム改革委員会において検証・改正作業を行い、着実に実施していく。 

また、学習･教育開発センターを中核として、教授方法の開発、及び具体的な実施についてIRを活用するた

めの調査結果データの蓄積、及び測定ツールごとの分析手段についても、引き続き検討して行く。 

 
3－3 学修成果の点検・評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果のフィードバック 

 

（1）3－3の自己判定 

基準項目 3－3を満たしている。 

 
（2）3－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

学習･教育開発センターは、本学の使命・教育目的の達成状況を把握し、その結果を教育内容・学修指導等

の改善に活用するため、全学的に学生に対し「授業アンケート」を実施している。調査実施にあたっては、

手順を共通化し、厳正を期している。「授業アンケート」は兼任教員も含めて全ての教員の担当する講義科目

を対象として毎年度 2回（前期及び後期）実施している。その結果及び分析は、各教員にフィードバックさ

れ、各教員の授業改善に役立てられているとともに、各学部・学科において「三つの方針（3つのポリシー）」

の妥当性に鑑みながら、カリキュラム・ポリシーに基づくカリキュラムの改善に活用している。加えて、各

学部長・学科長には当該学部・学科で開講されている科目のうち肯定率が総じて低い科目と肯定率が総じて

高い科目を伝達しており、教育改善のための PDCA サイクルを有機的に機能させるための働きかけを行なっ

ている。関連して、学習・教育開発センター運営委員会にて、「授業アンケート」結果に基づいた教育活動へ

の提案がなされた。具体的には①細やかな課題提案を出す（学生の自己学習時間の増加）授業の“伝え方”

には改善の余地がある 課題の添削・講評を丁寧に行う、といった提案がなされた【資料 3-3-1】。更に、平

成 26（2014）年度より、「授業アンケート」の結果等を踏まえた「前年度の授業をふまえた今年度の授業方

針」を『シラバス』の必須記述項目として導入しており【資料 3-3-2】、全教員が記載している。 

これらに加え、平成 28（2016）年 12 月より、学習･教育開発センターの主導で『日本の大学生の学習経験

調査（Japanese University Experience Survey ; JUES）』（オーストラリア教育研究所＆河合塾グループ）

に参加し、全学的に実施することで、学生の学習状況を把握してきた。それを発展的に引き継ぐ形で令和元

年（2019）年は、文部科学省が責任事業者となっている『全国学生調査』(試行調査)に参加した【資料 3-3-

3】。令和 2年（2020）年度はコロナの影響で実施が見送られたが、この調査は『日本の大学生の学習経験調

査（Japanese University Experience Survey ; JUES）』と重複する質問項目が多く、国内の多くの大学が

参加することから、令和 3年（2021）年からは『全国学生調査』への切替を予定している。 

このほか、平成 28（2016）年 10 月より、学生を経年にとらえたリテラシー及びコンピテンシーの測定の

ため、「PROG（Progress Report On Generic skills）テスト」（河合塾グループ）を導入し、全学的に実施し

ている。これらの取組みは、科学的な数的根拠を抽出のうえ IR 手法に基づく PDCA サイクルを確立し、「三

つの方針」を踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立、及び PDCAサイクルに基づく点検・評価の結果を各

学部・学科に具体的にフィードバックすることを意図している。関連して、学習・教育開発センター運営委

員会では、「PROG（Progress Report On Generic skills）テスト」の結果に基づく教育への提案がなされた

【資料 3-3-1】。 

さらに、2018 年度から各教員の教育内容・方法及び学習指導等の改善、およびベストティーチャー賞制度

の実施、IRデータの収集に向けて、全教員が『教育活動報告書』【資料 3-3-4】を作成し提出・共有する新た

な取り組みを実施し、PDCAサイクルとしての機能強化を図った。 

法学部法学科では、アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーに基
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づいて「学士力」を測定するとともに、各科目の到達度を定めようとする取組みを進めてきた。その取組み

のこれまでの成果として、平成 22（2010）年度に「公務員モデル」、「企業モデル」及び「法律家モデル」と

いう 3つの履修モデルを策定するとともにそれぞれのコースに合わせた樹形図型「カリキュラムマップ」を

作成した。この「カリキュラムマップ」は、毎年度の教育課程の見直しを踏まえ、随時更新している。 

さらに、学生の学修成果を外部の基準により測定するため「法学検定試験」について、法学科の教員が作

成した模試を実施し、一部の講義科目において合格者への加点や得点に応じた加点を行なうなどを学生に周

知し、受検を推奨している。 

また、ゼミ活動の成果の発表の場として、民事法系のゼミについては、学科内のゼミ対抗法律討論会を実

施し、その優勝ゼミについては他大学との法律討論会へと派遣し、法学科の学修成果の評価を行っているが、

今年度は新型コロナウィルス感染症の蔓延のため中止になった。 

政治行政学科においては、学科会議において学科教員全体で「授業アンケート」の結果の取り扱いや分析

を議論し、PDCAシートの作成を通じて改善方法を模索するというアプローチをとっている。このアプローチ

によって、所属教員は、学科全体としての問題点を共有するだけでなく、本学科の長所・特徴を意識するこ

とができる。例えば、本学科には自治体の委員会や審議会の委員など、広く社会で活躍している教員が多く

所属しており、その知識や経験が授業を通して学生に還元されている。そこで、これを本学科が誇る長所と

して、今後も「現場」を反映した授業をさらに充実させていく。 

経営学部においては、授業アンケートにおいて、ディプロマ・ポリシーに掲げた 5つの力が授業を通じて

どの程度身についたのかを、履修した科目毎に学生に自己評価させ、担当教員はその集計結果を利用して、

次年度の授業方法の改善に役立てている。 

また、卒業時での学修成果を点検・評価するために、学部主催で 12月に開催する「専門演習活動成果中間

報告会」において「専門演習Ⅳ」の履修者全員に中間報告を課し、1 月に LMS を通じて提出させる卒業成果

物の評価を通じて、教育目的の達成状況を教員間で相互評価できるようにしている。さらに、「専門演習Ⅳ」

における成果物の要旨については、「専門演習活動成果要旨集」として編纂し、当該学生や「専門演習Ⅳ」履

修者全員、学部教員だけでなく、本学総合図書館への閲覧可能な納本や、本学非常勤講師を含む希望する学

外者への配布を行い、成果公表の透明化を図っている。 

健康栄養学部では、各学期の授業開始時に学生と共に『シラバス』の内容を確認し、授業の回数が進んだ

ところで小テストやレポート提出を行い、講評を添えた結果を学生に返却することで、学修途中の到達度が

確認できるようにしている。また、定期試験後の授業毎の事後指導（授業時間外）や教員との個別面談を実

施している。 

さらに、学生の学力を高めるため、授業外学修時間を増加させる取組みを進めている。そのための基礎資

料として前期及び後期に、学部独自の「学修状況調査」を行っており、この調査結果を学年ごとにフィード

バックするとともに、個人面談の際の資料としても使用している。例年は学生の教室外学修の状況を把握す

る目的で「学修状況調査」を行っているが今期は新型コロナウィルス感染予防による授業のオンライン化に

伴い実施を見送った。 

以上の調査結果および資格取得の実績・状況については、教員間で情報を共有し改善のための方策を検討

する資料とするとともに、学生へのフィードバックが必要な項目に対しては、全体及び個人に対して指導を

行っている。 

国際リベラルアーツ学部では、「授業アンケート」を定期的に行っており、アンケートの結果集計を踏ま

え、各教員が担当する授業科目の改善のために還元している。また、学生一人ひとりに対して１人の専任教

員が学習のために必要な指導を行う「アカデミックアドバイザー」制度を採用しており、授業アンケートに

含まれる学生の学修状況自己評価に関する質問の結果を参考に学修指導を行っている。 

さらに LMS「Edvance360」を導入しており、クイズ・課題・レポートを課して成績及び学修状況の進捗管

理を行い、学修達成を促進するようフィードバックしている。同時に自立学習方式を取り入れ、ラーニング・

ポートフォリオの作成を促し、卒業までの学修活動の成果と記録が卒業研究に集約されるよう指導をしてい

る。この教育プログラムでは、「アカデミックアドバイザー」のほか、言語学習センター（Language 

Acquisition Center；LAC）専属の「言語学習アドバイザー」が学生ごとのラーニング・ポートフォリオを管

理し、定期的な学修カウンセリングを行っている。 

スポーツ科学部では、3 つのポリシー（特にディプロマ・ポリシー）に定めた内容について、授業を通し

ていずれの内容が養成されるのかが明確になるよう、すべての授業科目について、それぞれの授業を通して

養成される内容（の一覧（カリキュラムチェックシート））をシラバスに明記した。さらに、授業科目ごとに

当該科目の位置付けもシラバスに掲載し、学生の学修活動に資するよう配慮している。 

加えて、2020（令和 2）年度は、FD委員会が中心となって、社会で求められる汎用的な能力・態度・志向

（ジェネリックスキル）を測定・育成する「PROGテスト」の他にスポーツ指導者としての行動・判断力を可

視化するテスト「SCCOT」を実施するとともに、それらの結果を学生にフィードバックし、本学部での学修成

果の点検・評価を行った。 
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大学院社会科学研究科においては、教育目的、教育目標が達成されているか否かの点検・評価については

以下のとおりである。 

第 1に、上記目的等に沿って設置されている講義科目の講義内での双方向のコミュニケーションや個々の

学生に対するヒアリング、当該科目の修得状況等を通して達成状況の把握に努めている。また、平成 27（2015）

年度より、大学院生への「授業アンケート」を実施しており、アンケート結果を踏まえ、本研究科における

教育目的、教育目標の達成状況の点検等を行っている。 

第 2 に、修士論文の指導及び審査を通して達成状況の把握に努めている。ちなみに、修士論文は、合格 4

段階及び不合格の、5 段階評価を行っている。これらの審査基準を満たしている修士論文を完成させた修了

者は、本研究科の教育目的及び教育目標に謳われた資質を有する者であり、こうした修了者を 1人でも多く

輩出することで、本研究科の教育目的等は達成されていると考えている。 

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバックについては、専任教員全員で

構成する社会科学研究科委員会で審議検討することになっている。また、必要に応じ、個々の具体的問題等

について効率的・効果的検討を行うため、「大学院改革委員会（兼 FD 委員会・カリキュラム委員会）」を置

き、授業改善を踏まえた評価結果のフィードバックに努めている。 

なお、少人数制の各講義科目における教員と学生との双方向のコミュニケーションは、「教育目的」及び

「教育目標」の達成状況を把握する上で極めて有効である。 

 
（3）3－3の改善・向上方策（将来計画） 

基準「3-2」の「改善・向上方策（将来計画）」にも述べた通り、「三つの方針（3 つのポリシー）」を踏ま

えた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用の実質化、並びに、教育内容・方法及び学修指導等の改善

へ向けての学修成果の点検・評価結果のフィードバックによる「三つの方針（3つのポリシー）」に基づく教

育課程の体系や個別科目との関連性をより明確にする必要がある。学修成果に関するデータの蓄積は進んで

おり、それに関する分析も進んでいるが、分析結果を更なる教育改善に結びつけていくという点は十分とは

言い難い。教育改善をめぐる PDCA サイクルをより意味ある形で機能させるために、全学的にカリキュラム

のアセスメントという視点が必須である。全学のカリキュラムを統括するカリキュラム改革委員会、そして

学習・教育開発センターが連携する形で検討していく。 

 
［基準 3の自己評価］ 

本学は、各学部・学科及び大学院研究科の教育目的を学則に明確に定め、各学部・学科及び研究科それぞ

れの教育目的に沿った教育目標を掲げ、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づく教育課程

の編成を明確にした上で、教育課程を体系的に整備し、これらを踏まえたアドミッション・ポリシーに基づ

き学生募集を実施している。 

各学部・学科及び研究科では、「三つの方針」に基づき、履修登録単位数の上限（キャップ）の設定など単

位制度の実質を担保し、単位認定、進級及び卒業・修了認定等の明確化と厳格な適用を行っており、加えて

FD 活動を通じた授業内容・方法の創意工夫を行いながら、学修及び授業支援に当たっている。さらに、学士

課程においては、教養教育を軽視せず専門性と融和させる教育課程編成を用い、ディプロマ・ポリシーに基

づく総合的な人間力（学士力）の涵養に努めている。 

学生の受入れ後から卒業・修了に至るまでの教育活動において、一貫したサポート体制を実現するエンロ

ールメント・マネジメントの構築に向けて、本学では教育目的の達成状況の点検・評価を、学習･教育開発セ

ンターの先導の下で、FD活動の平素の取組みとして実施し、学修指導の改善に役立てている。 

以上の通り、関係法令に適合していることはもちろんのこと、各基準項目における「自己判定の理由（事

実の説明と自己評価）」を総合的に検討した結果、本学は「基準 3」の全般について十分に満たしているもの

と判断する。 

 

 

基準 4 教員・職員  

4－1 教学マネジメントの機能性 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの確立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

 

（1）4－1の自己判定 

基準項目 4－1を満たしている。 

 
（2）4－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 
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《大学ガバナンス改革の遂行と大学執行部体制の確立》 

本学では、2019年度より、学長のリーダーシップの発揮の諸条件を更に整え、経営力を強化することを目

的とした、大学ガバナンス改革を遂行した。この中で、これまで学長、副学長、学部長、各委員会委員長に

より構成されていた部科長会議を廃止し、新たに学長、統括副学長、副学長、学部長、各事務所属の所属長

により構成された大学協議会を設置した。それに伴い、本協議会で決定した内容を執行するために、学部教

授会、各種委員会の組織体制の整備を行った【資料4-1-1】。 

学長は、学校教育法に則った本学学則第54条において、「学長は本学を統轄し代表する。」と定められ、大

学運営における最高責任者である。運営の円滑な遂行のため統括副学長1人、副学長（教育研究担当）2人、

副学長（国際化）1人を置き、大学執行部体制を確立することで、学長がリーダーシップを発揮しやすい体制

を整えた。2020年度からは、副学長による学長補佐体制を更に強化するため、副学長（管理運営担当）1人、

副学長（教育研究担当）2人、副学長（国際化）2人の5人体制に変更した。 

教育・研究に関する管理運営については、学則第15章（第49条から第53条まで）に基づき学士課程の教育

研究に関する審議を大学協議会及び各学部教授会が、大学院課程の教育研究に関する審議を大学院学則第8

章（第38条から第38条の2まで）に基づき研究科委員会が担い、学長が決定し、執行している。また、学士課

程の教育組織において必要となる全学的な連絡・調整については、全学的な各種の委員会が担っている。 

教育研究に関わる事項のうち、本学全体の調整や、本学の使命・目的との整合性の確認などの大学全体に

わたる重要事項については、大学協議会で審議されることとなった。加えて、全学的な連絡、周知機能を持

った会議として、全専任教員を出席対象とした合同教授会を月例にて実施し、大学の教育研究やその他大学

協議会での決定事項などを、速やかに大学構成員に周知させる機能を有している。 

各学部の教育研究に関わる審議機関は、各学部教授会である【資料4-1-2】。2学科を有する法学部では、学

部教授会の下に各学科会議が配置されている。学部教授会及び学科会議（月例・臨時）は、大学の使命・目

的及び学生の要求に対応できるよう、それぞれにさまざまな審議を行っている。 

学士課程においては、教育研究計画の策定及び教育研究活動を推進する上で必要となる調査・調整の実務

を、大学協議会の審議を経て学長より委嘱を受けた各学部を代表する委員によって構成された全学的な各種

委員会が担っている。これら委員会の策定した具体的な提案は、大学協議会で審議される仕組みとなってい

る。 

各学部教授会・学科会議、全学的な各種の委員会は、大学協議会の意を受け、学生及び教員の実情や要求

の把握に努めるとともに、本学の使命・目的に沿った教育研究計画を立て、教授会の承認に基づき学長が決

定のうえ、実施している。大学協議会と全学的な各種委員会との関係は一方通行的なものではなく、随時、

諸課題について双方向的な確認を行っている。 

大学院の審議機関は学部の教育組織と分離・独立しており、研究科専任教員が研究科委員会を組織して研

究科の運営全般に当たるとともに、研究科内の小委員会で検討事項を審議する。 

 

《権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した行政組織編制及び職員の配置による業務の効果的な執行体

制の確保》 

本学の事務組織は、「山梨学院の組織及び職制に関する規則」【資料 4-1-3】、「山梨学院の事務組織と事務

分掌規程」【資料 4-1-4】において、職制及び職務等を明確にしており、教育研究支援の充実や改革・改善に

対応できるよう機能的かつ職務の専門性に配慮した編制を行っている。教学関係の事務組織には、教務部、

iCLA（国際リベラルアーツ学部）事務室、iCLA 学生部（国際リベラルアーツ学部学生部）、iCLA（国際リベ

ラルアーツ学部）言語学習センター、大学院事務室、ローカル・ガバナンス研究センター、学習･教育開発セ

ンター、総合図書館、学生センター、入試センター、就職･キャリアセンター、情報基盤センター、生涯学習

センター、国際交流センター及びカレッジスポーツセンターを置き、相互の連携・協力を図りながら、それ

ぞれ関連業務を分担している。 

管理部門に当たる法人本部には、経営戦略室、秘書室、総務部、人事部、パブリシティセンター（PBセン

ター）、情報基盤センター、財務部及び施設部を置き、業務を円滑に遂行している。 

法人・大学職員については、「山梨学院行政組織機構図」、「職員数と職員構成」に示す通り各所属の業務内

容や目的に応じ配置している。また、必要に応じて学生アルバイトを雇用するなど、事務サービスの円滑化

に努めている。 

職員の昇任・昇格、異動については、「山梨学院教職員任用規程」、「職員の職位に関する内規」、「山梨学院

の組織及び職制に関する規則」に基づいて発令され、法人事務局長及び人事課長が、全職員（教員の兼務者

を含む）と｢目標管理シート｣に基づいて行う面談などを通して適切に行われている。 

 

《業務執行の管理体制の構築とその機能性》 

理事会での決定事項は、学長から大学協議会、大学院研究科委員会、各教授会の構成員へ、また、職員に

は、法人事務局長から行政職代表者会議を通じて周知を図っている。 
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大学の教学及び運営上の事項について審議する大学協議会には、入試センター次長、学生センター次長、

就職・キャリアセンター次長、教務課長、国際交流センター課長、iCLA 事務室課長が構成員として出席して

おり、大学全体の教学組織と事務組織の連携・協力を図っている。 

合同教授会には、大学の事務組織として、入試センター次長、学生センター次長、就職・キャリアセンタ

ー次長、教務課長、国際交流センター課長、iCLA 事務室課長、総合図書館館長、大学院事務室課長が陪席し、

必要に応じて事務局からの情報提供や説明を行うほか、会議の資料作成にあたっても、関係所属が教授会と

密接な連携をとっている。 

 

このように、本学では、意思決定の支援のために必要な会議体が組織され、教学組織と事務組織が相互に

密接な協力関係を維持しながら、機能的に業務を推進できる体制が整備されている。 

 
（3）4－1の改善・向上方策（将来計画） 

本学には、運営方針や教育目標を達成するための連絡・調整を行う全学にわたる各種委員会、及び各学部・

学科又は各研究科内の各種委員会や会議等が設けられているが、当該委員会等が学内の意思決定支援の一翼

を担うものとしてより効率的に機能するよう、活動内容及び委員構成等について見直しを行い、各種の委員

会等の新設・廃止、あるいは統合等も含めて検討のうえ、改善を図る。 

また、これらの組織の合理化を通じて学長の適切なリーダーシップの確立・発揮に努める。 

 
4－2 教員の配置・職能開発等 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発と効果的な実施 

 

（1）4－2の自己判定 

基準項目 4－2を満たしている。 

 

（2）4－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

《教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置》 

令和 2（2020）年度（5月 1日現在）における本学全体（学士課程及び大学院課程）の専任教員数（教授・

准教授・専任講師・助教の合計人数）は、146 人（実員数）である（授業を担当しない「法学部法学科」の

教授 2人は大学設置基準または大学院設置基準に示す専任教員数には含まない教員である。また、助手 5人

について、制度基準上は職員の扱いとなるため、専任教員数の積算からは控除している）。 

学士課程において大学設置基準上の必要専任教員数は 112 人であるが、これに対する専任教員の配置は

141 人（前述の「大学設置基準に示す専任教員数には含まない教員等」を控除した数）であり、必要専任教

員数を充足している。【資料 4-2-1】 

各学部・学科ともに、授与する学位の専門分野に係る専門領域を担当する教員と、幅広い学識豊かな人間

形成を行うための教養教育を担う教員（外国語コミュニケーションに係る科目を担当する教員を含む）によ

り構成されており、それぞれの教育課程を運営するために必要な専任教員が確保されている。 

教員の年齢構成については、「専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成」の通りであり、各学部・学

科でばらつきはあるものの、大学全体ではバランスがとれている。 

 

《教員の採用・昇任》 

本学の教員人事については、「山梨学院教職員任用規程」で定めている【資料 4-2-2】。教職員の採用方針

については、同規程第 8条に「教育の崇高な使命を自覚し、本学建学の精神を旨として相互に信頼しあい協

力してその理想達成に努めることができる者」と明記している。 

学士課程における教員の採用人事は、「山梨学院大学教員人事規程」【資料 4-2-3】において示されている。

教員の昇格（本学では、いわゆる教員の「昇任」に対しては、規定上「昇格」という用語を用いている：以

下同じ。）については、「山梨学院大学教員昇格規程」【資料 4-2-4】として定めている。 

教員の採用については、「山梨学院大学教員人事規程」に基づき、以下の手続（教員採用に関する流れ） 

に沿って採用審査が行われている。 

まず、学長が、各学部教授会に対して、各学部の教員人事の候補者に対する審査を求めることができる。

次に、学長は大学協議会の下に審査委員会を設けることができる。審査委員会は各学部に所属する 3名以上

の教授によって構成され、審査委員会による審査を経て、学部長へ審査報告書を提出する。各学部長は審査

委員会から提出された報告書を各学部教授会に報告し、各学部教授会は報告書に基づいて審議を行い、候補

者を大学協議会に推薦する。その推薦者の採用について大学協議会で審議し、学長が決定した上で、理事会

へ採用候補者として推薦している。 
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学習・教育開発センター、グローバルラーニングセンターの教員人事については、学長が大学協議会の下

に審査委員会を設けて、審査委員会からの候補者を大学協議会に推薦し、理事長が最終決定している。 
教員の昇格については、「山梨学院大学教員昇格規程」に基づき、同規程に定める年数に達した教員を対象 

として、上記の教員人事の手続きと同様の流れとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学院社会科学研究科においては、教育目的及び教育目標等を達成するために、令和 2（2020）年度にお

いて演習を担当する専任教員 13 名（演習科目数 28）、及び兼任講師 3名を配置している。 

また、39 の講義科目（選択必修科目数 28、選択科目数 11・休講を除く）を開設しており、専攻に関わる

専門の教育研究に従事している。 

大学院社会科学研究科（公共政策専攻）は、主として法学部政治行政学科の主要部分と法学部法学科、経

営学部経営学科の関連分野を基礎に成り立っている。したがって、教育課程、教員人事（教員の確保）につ

いても、上記各学部との協力・連携の下に行っており、こうした協力・連携は現在のところ良好に機能して

いる。 

もちろん、教育目的及び教育目標を達成するために、各学部との協力・連携のみでは設置科目に関して限

界が生じることも考えられるが、その場合には、適切な教員を学外に求めることもあり得る。 

研究科人事委員会は、大学院の演習、講義等を行う教員の退職等に伴う新たな担当者（採用候補者）や演

習・講義等を新設する場合、適切な担当者（採用候補者）を大学協議会に推薦し、理事長が最終決定してい

る。【資料 4-2-5】 

昇格については、専任教員の全てが学部との兼任であることから、大学全体の昇任・昇格の手続きに準じ

て行われている。具体的に大学院社会科学研究科には、「山梨学院大学大学院教員人事規程」【資料 4-2-5】、

「研究科人事委員会規程」【資料 4-2-6】、「山梨学院大学大学院教員昇格規程」【資料 4-2-7】があり、これら

に基づいて行われている。 
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【大学院課程の教員人事の手続】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように教員人事については、各学部・各研究科の教育課程編成や教育改善の意向を汲み取った形で手

続がなされ、合同人事教授会・大学院委員会において最終的に全学的承認がとられていることから、適切に

実施されているといえる。また、研究業績だけでなく確かな教育力や指導力を持つ人物かどうかを見極める

工夫も行っている。 

 

《研修、FD等の教員の資質・能力向上への取組み》 

全教員対象の FD や教育技能の向上を目指す教育支援の全学的な活動に関しては、学習･教育開発センター

（LEDセンター）が担っている。 

FD活動においては、LEDセンターが企画・立案を行っており、外部講師招聘による研修会や、大学内部の

教員による情報や教育手法の共有等、多岐にわたる内容・手法で実施されている。令和 2（2020）年度には、

７回の全学 FD 研修会が実施された（【資料 4-2-②-1】）。全教員対象である全学 FD 研修会は、昨今のコロナ

禍において全てオンラインで実施され、実施会場の制限がないことにより、全兼任教員も参加できるように

なっている。全教員対象ではない FD 活動としても、年度初めには、多くの教員が未経験であったオンライン

授業を円滑に実施するべく、オンデマンド配信型講義の手引きとなる小規模 FD研修会を実施した（【資料 4-

2-②-2】【資料 4-2-②-3】）。 

また、オンライン授業においては、様々な問題が発生するであろうと予想され、それに対応するべく、LED

センター内の教育支援担当教員による個別相談は元より、オンラインでの教員相談会も実施している（【資料

4-2-②-3】）。加えて、新任教員向けの教育活動の指針作成（教員ポートフォリオ）に関する FD研修会も例年

通り実施した（【資料 4-2-②-4】）。本学では、広い視点で教育技能を向上されるべく、学外の様々な教育手

法・取り組みの情報を得るために、学外の FD研修会への参加を推奨している。このコロナ禍において、交通

費や参加費のかからないオンライン研修会が多く開催されたため、多くの教員が自ら学外の研修会へ参加し

た（【資料 4-2-②-5】）。 

教育の質向上の重要な検討材料たり得る、授業現場からのフィードバックとして、いわゆる授業アンケー

トは例年実施されており、本学では前後期に 1 回ずつ実施されている。この授業アンケートは、本学の LMS

（学習支援システム）でオンライン実施され、ほぼ 100%の科目でアンケートの回収がされている（【資料 4-

2-②-6】）。そのアンケート結果は、各種分析を行い、科目毎に短い結果報告としてまとめられ、全科目へ配

布され、次年度のシラバスに授業改善を記載する様式で学生にも提示している。本年度は、コロナ禍の影響

を迅速に把握し、教育を含む大学施策へいち早く還元を行うため、学生側の影響度合いを調査する「学習ア

ンケート」と、教員側を調査する「オンライン授業報告書」の 2 つのアンケート調査を実施した（【資料 4-

2-②-4】）。これらの調査分析の結果は、大学内部部署への共有の他、上述した FD活動の研修会として兼任を

含む全教員へ、授業改善・情報共有のフィードバックを行った（【資料 4-2-②-7】）。 

上述した授業アンケートの分析結果は、科目を実施する各学部長・センター長へも、別途まとめた資料と

して報告され、各学部・学科のガバナンスに基づき、学部単位でも FD研修会等が実施されている。 

高度な教育・研究を行う大学院課程は、これとは別に独自性を発揮した FDの取組みを行っている。 

大学院社会科学研究科においては、教員の研修については、研究科委員会における各種情報提供および当

該情報の共有、研究年報編集委員会が編集・発行する『研究年報 社会科学研究』への論文等の投稿を行っ

ている。 

『研究年報 社会科学研究』においては、創立者古屋賞やスチューデンツ オブ ザ イヤー賞等を受賞し

た修了生の優秀修士論文をリライトし掲載することで、大学院社会科学研究科の教育目的及び教育目標に沿

研究科委員会 

審 査 委 員 会 

各研究科人事委員

・審査委員会の設置 

（大学院人事規程第 4条） 

・審議 

（大学院人事規程第 6条、 

大学院人事委員会規程） 

・審査結果に基づき推薦 

（大学院人事規程第 5条） 

・候補者の資格審査の実施 
（大学院人事規程第 4 条） 

全学人事委員会 
・審議 
（大学院人事規程第 7条、全学人事委員会規程） 

 
合同人事教授会 

（注）図中の「大学院人事規程」は、 
「山梨学院大学大学院教員人事規程」の略である。 
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った成果の外部への発信を兼ねている【大学院 4-2-1】。 

なお、大学院改革委員会は、平成 20（2008）年度から FD 委員会を兼ねており、研究科委員会において、

現下の大学院、特に社会科学系大学院をめぐる各種情報提供を行っている。 

大学院社会科学研究科の教員による FD については、本研究科の学生に対して年度末及びガイダンス時に

行う、授業等への問題・希望等をも含めた「全体アンケート」のみならず、平成 29（2017）年度より「授業

アンケート」を実施しており、これらのアンケート結果を踏まえ、教員間で授業改善についての「FD検討会」

を行っている【大学院 4-2-2】【大学院 4-2-3】 

 

（3）4－2の改善・向上方策（将来計画） 

大学の教員の確保と配置については、多様な学生に対応する教育・指導の活性化に直接かかわるため、

今後も将来を見据え、中・長期的な視野をもって取り組んでいく。また、本学の教育目標にある「広い教

養と深い専門の知識をもち、実践力のある逞しい人間の育成」を実現するため、専門教育と教養教育のバ

ランスを図りながら、さまざまな分野の人材の採用を検討していく。 

専任教員については、教員の退任や教育課程の改正作業に伴う人事において、バランスのとれた教員構

成や配置となるように、各学部における年齢構成についても考慮しながら採用等を行っていく。 

教育の質向上の基礎たり得る授業手法や教員の技能向上に関しては、学習・教育開発センター（LEDセン

ター）において、全学規模の FD 研修会から教員数人程度の小規模研修会・情報交換会など、ニーズや要求

規模に応じた各種研修会を実施していく。特に、全学規模の FD研修会は、アクティブラーニング手法の浸

透を図るために年数回行い、グローバルラーニングセンター（GLC）との共催にて国際共修の研修会も行っ

ていく。 

大学院社会科学研究科においては、教育目的及び教育目標に即した教員の確保が適切に行われ、その配

置も適切である。今後は、現在、大学院改革委員会を中心に検討されている大学院の将来改革をさらに具

体化していく。 

まず、平成 30（2018）年度から法律科目を中心に教育課程の充実を図っており、今後は休講科目を減少さ

せ、教育目的及び教育目標をより実現する改革を行っていく。 

つぎに、FDについては、研究科委員会等での情報提供とその共有を中心に取り組まれているが、今後、FD

委員会を中心としてシステム的な取組に向けた検討を行っていく。なお、本研究科においては、前期・後期

とも１回ずつ「FD検討会」として、大学院事務長を含む演習担当教員間で課題を探る取組を行っており、こ

うした改善・向上方策の下で、指導の標準化・高度化を目指していく。 

また、演習の単位認定に当たっては、修士論文の骨子を明確にすることを条件とすると共に「修士論文報

告会」では書式を統一し、報告時間・質問時間とも拡大することとした。 

その上で、留学生の修士論文の質的向上を図るためには、留学生の日本語能力及び論文作成能力等の向上

が不可欠であることから、平成 29（2017）年度における新規科目設置（「現代社会論特殊講義Ⅰ・Ⅱ」）の活

用のみならず、今後は、学部及び国際交流センターとの連携強化を図りつつ、小規模大学院ならではの、き

めの細かい取組を図っていく。 

 

4－3 職員の研修 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向上への取組み 

 

（1）4－3の自己判定 

基準項目 4－3を満たしている。 

 

（2）4－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

大学のみを開設する一般的な大学法人とは異なり、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、短期大学、

大学院と、総合学園体系（以下、「学園」という。）を有する本法人では、全職員が学園の運営に必要な知識・

技能を身に付け、能力・資質を向上させるための機会の用意に努めている。 

従前には、法人内職員を対象とした「職員実務研修会」が実施され、毎回、各所属の責任者が自所属の報

告を行うことで、各所属の職員としての知識・技能の習得だけでなく、各所属の業務をあらためて見つめ直

し、他所属の業務理解を通して職員ひとり一人の担当業務の改善に資することができるようにしていきなが

ら、所属学校、所属部署の枠を超えた職員同士の交流を深める機会としてきた。 

また、職員の人事評価・育成制度の一環として、各自の日常業務に係る視点から、自ら年度目標を立案、

日ごろから業務の改善や提案などを図ることができるよう、業務の「目標管理シート」を導入し、シートに

基づいた所属長とのレビューや人事ヒアリングなどにおいても能力・資質向上の一助として活用をしてきた。 

2019（令和元）年度からは、更なる職員の能力・資質向上等に資するよう、これら職員育成ポリシーを引

き継ぐ形で、全学的な『業務・人事制度改革プロジェクト』が立ち上がり、職員だけに限らず、教員組織と
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も連携を図りながら、議論や検討を重ねていった。2020（令和2）年度には、当該プロジェクトを引き継ぐ形

で所管部署により新しい制度設計に入り、同時に人事評価・育成制度に資するためにも、まずは各所属の「管

理職」の能力・資質向上のため、相当の研修が必要であると認識されていたことから、2021（令和3）年2月

に大学教職員を中心とした「管理職（評価者）研修」を実施した。 

これら学内の取り組みの他、学外で開催される文部科学省、日本私立大学協会、私立大学情報教育協会

等、関係諸機関が主催する研修会、セミナー、講演会等への参加を希望する職員には、業務に支障のない

範囲内で派遣し、視野の拡大を図っている。また、研修等の内容が他所属にも共通認識と理解を求める必

要がある場合には、諸資料を回覧するなどして情報の共有を図っている。さらに、職員の自己啓発を効果

的に促進するため、知識・技能の習得、職務遂行能力の向上を助成し、幅広い人格形成を図ることを目的

として、平成9（1997）年4月に「職員自己啓発助成金支給要領」を設けた。職員本人の申請に基づき、1人

あたり年間10万円を限度として助成金を支給している。また、2014（平成26）年度には、学園のグローバ

ル化の進展に伴い、職員の英語力を向上させることを目的に、「TOEIC（Test of English for International 

Communication）行政職員自己啓発助成金」を創設した。この助成金は、「職員自己啓発助成金」を原資と

して支給するものであるが、制度の趣旨を鑑みて対象者を専任職員だけではなく一般職員にまで拡大し、

取得したTOEICスコアに応じて助成金を支給し、自己目標を明確にして個人のモチベーション・アップを図

っている。 

2007（平成19）年3月には「理事長賞」を設け、教育・研究活動、学校改革、スポーツや芸術文化活動、

学生・生徒等に対する支援活動、社会活動等を通じて法人に多大な貢献をし、顕著な功績があった教職員

及び団体を、毎年4月1日のKick Off Ceremonyの際に副賞を副えて顕彰しているが、2020（令和2）年度

については、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大が懸念されていた時期でもあり、Kick Off 

Ceremonyの開催自体が見送られた。  

 

（3）4－3の改善・向上方策（将来計画） 

大学を取り巻く環境が厳しさを増し、大学経営のプロセスも高度化している。こうした中にあって、管理

運営や教育研究支援における職員の役割は極めて重要であり、かつ職務の必要度を増している。 

「大学設置基準等の一部を改正する省令」（平成28年文部科学省令第18号、平成28（2016）年3月31日付）

を踏まえ、本学におけるSDは今後の重要な課題としてとらえ、本学独自の特性や実態の把握に努め、より効

果的・効率的に職員全体の資質並びに能力向上の機会を用意できるよう組織的・体系的に研修計画を立案し、

関係所属の教職協働を一層推進できるよう努めていく。 

 
 
4－4 研究支援 

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

 

（1）4－4の自己判定 

基準項目 4－4を満たしている。 

 
（2）4－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

教員の研究環境に関しては、全専任教員に個別研究室を設け、物的な条件整備を行っている。 

専任教員の研究活動については、個人研究費と個人研究旅費が支給されており、前年度の予算編成を経て、

配分額が決定される。その使途は、「山梨学院大学個人研究費に関する規則」【資料 4-4-1】（以下、研究活動

に係る規程はここに含む）、「山梨学院大学研究旅費に関する規則」、「山梨学院大学学術研究奨励制度に関す

る規程」、「山梨学院大学在外研究制度に関する規程」、「山梨学院大学在外研究員派遣費用支給規準」、「山梨

学院大学特別研究期間制度に関する規程」、「山梨学院大学利益相反管理規程」といった管理運営上必要とな

る規定に則り、適切に執行されている。 

また、「山梨学院大学受託研究等取扱規程」を設け、受託研究についても適切に取り扱っている。加えて、

「山梨学院大学教育開発研究助成制度に関する規程」を設け、教育ツールの開発に係る研究の促進も行って

いる。 

研究倫理の担保に関しては、「山梨学院大学研究倫理規程」【資料 4-4-2】（以下、研究倫理に係る規程はこ

こに含む）に基づき「山梨学院大学研究倫理委員会」を設け、かつ研究活動の事象ごとに「山梨学院大学倫

理審査委員会規程」、「山梨学院大学化学物質等安全管理規程」、「山梨学院大学組換え DNA実験規程」を整備

して、倫理的な配慮を図っている。また、平成 30（2018）年 6 月 13 日付で「山梨学院大学研究倫理規程」

に基づく「山梨学院大学動物実験規程」を整備し、「動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48（1973）年
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法律第 105 号）」及び「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18（2006）年環境省

告示第 88号）」並びに「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成 18（2006）年 6月文

部科学省告示第 124号に基づく、法令遵守（コンプライアンス）の徹底に努めている。 

また、文部科学省及び日本学術振興会による科学研究費助成事業（以下、「科研費」という。）については、

平成 31 年度において研究代表者が 10 名採択されており、外部資金による研究活動の推進を行なっている。

【資料 4-4-3】それに伴い、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成 26年 8月

26日文部科学大臣決定）や「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成

19年 2月 15日文部科学大臣決定）に基づいた eラーニング[eL CoRE]等の研究倫理教育を実施し、研究者と

しての意識向上に努めている。 

教員の業績に関しては、研究業績のほか教育業績を含め、「業績審査委員会規程」【資料 4-4-4】に基づき

配置される業績審査委員会（委員は学長が委嘱する）により、点検・評価を行っている。 

平成 22（2010）年には、学園全体の教育研究機能の向上と、学校法人全体の財政の基盤確立等に寄与する

ことを目的として、「山梨学院監事監査規則」を制定するとともに、「山梨学院大学における公的研究費の適

正な運営・管理体制に関する規程」を制定し、本学の公的研究費の適正な運営・管理に関する体制を整備し、

本学のコンプライアンス体制の適切な機能の確保に努めている。 

 

以上の観点から研究支援については、関係法令を遵守した適正な大学運営が行われていると判断している。 

なお、大学院社会科学研究科に特化した制度として、『研究年報 社会科学研究』が刊行されている。この

研究年報は、本研究科の教員が研究成果を公表する媒体の 1つであるとともに、全国の大学・研究機関や地

域社会に対する発信の手段としても機能している。 

 

（3）4－4の改善・向上方策（将来計画） 

研究支援については、引き続き関係法令を遵守した適正な運営をおこない、かつ科研費に代表される外部

資金の獲得に向けて、研究水準の向上と、研究環境の整備に努めていく。そのためには、大学全体における

研究成果の共有と評価を行い、その成果の地域社会への発信をより強めていく必要がある。 

 
［基準 4の自己評価］ 

教員・職員については、学長の適切なリーダーシップによる教学マネジメントの機能が確立されており、

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントが構築されている。教員の配置に関しては教

育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇格を行っており、FD をはじめとする職能開発等に関しても学

習･教育開発センターを中核とした組織的な取組みが行われている。また、SD をはじめとする職員の資質・

能力向上への取組みは、学習･教育開発センターを中核とした教育・研究との関連を重視したものと、総合学

園として幼稚園から大学院までの一貫した学校体系を有する学校法人全体を俯瞰する法人本部主導のもの

とが相互に連携を図りながら実施されている。これら教学マネジメントの機能に基づく研究支援に関しても、

コンプライアンス体制の適切な機能の確保も含め確立されており、厳正に運用されている。 

 

 

基準 5 経営・管理と財務 

5－1経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

 

（1）5－1の自己判定 

   基準項目 5－1 を満たしている。 
 
（2）5－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 〇経営の規律と誠実性の維持 

   本法人の目的は、「学校法人山梨学院寄附行為」第 3 条に「この法人は、教育基本法及び学校教育法に従

い、学校教育を行い、有為な人材を育成することを目的とする。」として明確に定めており【資料 5-1-1】、よ

り具体的には、「建学の精神」に基づく教育理念に表現されている。 

   学校法人の業務を決定する理事会の運営については、役員（理事及び監事）が経営の規律を保持し、誠実

に職務を執行すべきことが、同寄附行為に詳しく定められており、役員が「（1）法令の規定又はこの寄附行

為に著しく違反したとき、（2）心身の故障のため職務の執行に堪えないとき、（3）職務上の義務に著しく違

反したとき、（4）役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき」には理事会並びに評議員会の議決に



 山梨学院大学  

42 
 

より解任することができるとしている。また、理事長の諮問機関としての評議員会の評議員についても、同

寄附行為に基づき、誠実に職務を執行すべきことが定められている。【資料 5-1-1】 

   理事会での意思決定にあたり、理事は教学関係の施策等を理解していることが求められるが、本学では理

事長が学長を兼ねており、必要な教学関係の情報提供を行うなど、教学部門と理事会との橋渡し役として最

終的な審議に寄与している。理事会は、管理運営面はもとより、教学関係の施策・事業についても、教授会、

研究科委員会並びに大学協議会での審議を経て、学長が決定した後に了承している。 

   さらに、理事会並びに評議員会には、法人事務局長（理事、評議員）、法人本部施設部顧問（理事、評議員）、

法人本部パブリシティセンター参事（評議員）、法人本部財務部参事（評議員）が出席していることに加え、

法人の管理運営部門から総務部総務課長、人事部人事課長、財務部課長等を陪席させており、関連議案の説

明の機会を設け、経営の規律と誠実性に関し万全を期している。【資料 5-1-2】 

  〇使命・目的の実現への継続的努力 

   理事会並びに評議員会での意思決定事項や伝達事項等は、毎月定例で開催される教授会や「行政職代表者

会議」【資料 5-1-3】【資料 5-1-4】等を通じて全教職員に周知されている。さらに、大学の管理運営機関であ

る教授会、研究科委員会及び大学協議会を整備し、「建学の精神」と教育理念の具現化を果たすべく、理事長

の強いリーダーシップのもと、未来志向の積極的な改革が図られている。 

   教学部門（大学）においては、学長が意思決定するための支援を権能の中心に据え、教授会、研究科委員

会並びに大学協議会による審議を経たうえで学長が意思決定しており、組織的に整備された管理運営体制を

とっている。教育政策の企画・立案に関する委員会、管理運営上で恒常的に必要となる委員会、特定の教育

事項を推進するための委員会など、分野別に特化した全学的な委員会により企画・立案・実施されている。 

   2019 年度には、教職員の意見等を踏まえたうえで、中期の管理運営方針を定めた「中期計画（2020～2024
年度）」を策定した。また、中期計画を基本とした単年度の事業計画【資料 5-1-5】を作成、法人部門と教学

部門が連携して、教職協働で使命・目的の実現への継続的努力を続けている。 
   昨今、少子化の進行や学校間の競争激化などにより、地方私学の経営環境が年々厳しさを増している。社

会情勢への対応や大学間競争の激化を乗り越えていくため、本法人では 2019 年度に「C2C」（Curiosity to 
Creativity）、（Challenge to Change）を新たに学園哲学として掲げ、全学的な改革への挑戦をスタートした。

今後さらに、「入口・中身・出口」の一体改革を推し進め、学びの楽しさを実感できる存在感のある個性輝く

学園の創造に努めていく。 

  〇環境保全、人権、安全への配慮 

   環境保全については、「山梨学院環境対策・省エネルギー化に関する規程」【資料 5-1-6】を制定し、環境対

策とエネルギーの省力化に取り組んでいる。環境対策としては、受動喫煙防止法に基づき、禁煙分煙措置を

講じているほか、資源（ゴミ）の分別回収等、実施可能なエコアクションに取り組んでいる。節電対策とし

ては、「省エネルギー推進委員会」の活動をとおして教室等の「統合中央管理システム」による空調・照明の

時間割運転のほか、照明の LED（Light Emitting Diode）化、人感センサー化を図るとともに、全学を挙げ

て省エネ・節電に努めている。地球温暖化防止及び省エネルギー対策の取組としては、「クールビズ」を 5 月

1 日から 10 月 31 日まで、「ウォームビズ」を 12 月 1 日から 3 月 31 日まで実施している。 
   環境保全、人権、安全への配慮については、教職員一人ひとりが相互に高い尊重意識を持って職務を遂行

できるよう、「行政職代表者会議」や説明会等の機会を利用し、これを業務に反映させるよう周知に努めてい

る。特に職場の安全衛生に配慮した方針は、昨今の「働き方改革」に関連して、労働安全衛生法への対応を

確実なものとしていくため、所属長による職場の労務管理にも注力している。また、職員組織では、毎年実

施している「目標管理シート」を元にした年度の中間、期末の所属長とのレビュー及び年度途中での法人本

部人事部とのヒアリングにおいても、職員一人ひとりの労務状況が確認できることから、それら情報を意識

して把握しながら、職員組織における安全で働きやすい職場環境の維持に努めている。 
   安全管理については、「山梨学院危機管理規程」【資料 5-1-7】第 1 条で「学生、教職員及び近隣住民等な

どの安全確保を図るとともに、社会的な責任を果たす」と定めている。危機管理対応としては、自然災害、

火災、テロ、感染症、その他重大な事件又は事故により、学生及び教職員等に被害が及ぶ恐れがある様々な

危機に対する措置を講じるとともに、発生時の被害を最小限に抑えるために「危機対応基本マニュアル」【資

料 5-1-8】を作成し、教職員へ周知徹底を図っている。また、「悪天候等の場合の山梨学院大学の対応につい

て」を定め、大雪等の悪天候の際の学生及び教職員の安全確保に配慮している。 
 

（3）5－1の改善・向上方策（将来計画） 

   「学校法人山梨学院寄附行為」、「山梨学院内部監査規程」等に基づき、自己点検評価活動の更なる充実を

図るとともに、2021 年度も引き続き内部監査を実施し、経営の規律と誠実性の維持に努めていく。 
   中期計画を基にした毎年度の事業計画を策定し、それに基づく組織的な PDCA サイクル体制の適正な運

用に努めていく。 
   教育基本法、学校教育法及び私立学校法など、大学の設置・運営に関する法令を引き続き遵守していく。 
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   危機管理においては、「東日本大震災」、「平成 28 年熊本地震」及び「平成 30 年北海道胆振東部地震」の

ような未曽有の震災・災害や 2019 年の台風第 19 号・第 20 号・第 21 号のような環境の変化によると考え

られる自然災害等に備え、それぞれが身の安全を確保する手段を確認するとともに、安心して教育や研究が

できる教育環境の整備・充実に努めていく。 
 
5－2 理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）5－2の自己判定 

  基準項目 5－2 を満たしている。 
 
（2）5－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

   理事会は、私立学校法に準拠した「学校法人山梨学院寄附行為」第 15 条において本法人の業務を決定し、

理事の職務執行を監督する最高意思決定機関として位置づけられている。役員の選任は同寄附行為第 5 条で

理事 7 人、監事 2 人とし、理事は、学長、評議員（3 人）、学識経験者（3 人）で構成されており、常勤理事

は、理事長のほか、法人事務局長、山梨学院中学校・高等学校統括顧問、本学副学長、法人本部施設部顧問

の 5 人が就任している。【資料 5-2-1】【資料 5-2-2】 
   理事長は、理事会に総務部総務課長、人事部人事課長、財務部課長等を陪席させており、関連議案の説明

の機会を設けて理事会の機能を十分に発揮させるように配慮している。2020 年度は 10 回開催しており、本

法人の業務、予算、決算、資産管理、寄附行為、学則に定める学費等改定等の重要事項など法人並びに各設

置学校に関する重要事項が審議・決定され、適切な理事会運営が行われている。【資料 5-2-3】理事会での決

定事項は、学長から研究科委員会及び各教授会の構成員へ、また、職員には、法人事務局長から「行政職代

表者会議」を通じて周知を図っている。 

   監事は、定数 2 人で構成されている（注：評議員又は本学の教職員を兼ねていない）。監事の職務は同寄附

行為第 14 条において定められており、本法人の業務及び財産状況を監査し、その状況について、毎年度、

監査報告書を作成し、理事会並びに評議員会へ提出する義務を担っている。【資料 5-2-1】2019 年 4 月には、

監事による監査業務の充実を図るため、監事機能の実質化に向けて常勤監事 1 名を配置しており、この常勤

監事を中心にガバナンス改革の浸透状況や教学と経営のバランスの取れた運営など、当該年度の監査重点項

目を選定して監査計画をまとめ、理事会等に説明して関係部署との連携強化を図るとともに、監事面談を通

して業務の概況を聴取し、その適正性、有効性、適切性を監査することとしている。また、理事会や評議員

会、事業計画ヒアリング等に出席し、必要に応じて質問を行い、意見を述べている。 
 

（3）5－2の改善・向上方策（将来計画） 

   少子高齢化やグローバル化は、我が国に深刻な影を落とすとともに、高等教育界にも及んでいる。こうし

た時代に対応するためには、法人運営の根本・本質・成否を審議する、理事会並びに評議員会の役割は非常

に重要である。これに鑑みて、機動性に富む意思決定がなされるよう適時適切に開催するなど、未来志向の

学園づくりに向けて理事会機能をより一層高めていく。予測困難な時代とも言われている昨今、時代の動向

を見据えた戦略的な学園経営について具体的な工程表を検討するなど、最高意思決定機関としての機能充実

に努めていく。 
 
5－3 管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

 

（1）5－3の自己判定 

   基準項目 5－3 を満たしている。 
 
（2）5－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

  〇法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

   本学では、学長が理事長を兼務しており、教学部門と管理部門との意思疎通・決定が速やかに行われてい

る。また、必要に応じて理事長、常勤理事等により、教学部門と管理部門の意見調整を行い、意思決定の円

滑化や連携協力の推進を図っている。 

   「基準 5-1」でも述べた「行政職代表者協議会」は、法人事務局長を筆頭に学園全体の事務組織の代表者

で構成され、各所属相互の円滑な運営、連絡及び調整に寄与している。【資料 5-3-1】【資料 5-3-2】また、大

学の学生修学指導に関わる事務組織の代表者等で構成する「大学事務会議」においても、関係所属間の実務

レベルでの情報交換が行われ、業務の円滑化が図られている。【資料 5-3-3】 
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   このように、本学では、法人と大学の管理運営機関、及び組織間の情報の共有やコミュニケーションを図

る体制が整備され、意思決定の円滑化が図られている。 

  〇法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

   監事は、「学校法人山梨学院寄附行為」【資料 5-3-4】に基づき定数 2人が選任され、「山梨学院監事監査規

則」【資料 5-3-5】に基づき、本法人の業務及び財産状況を監査し、その状況について、毎年度、監査報告書

を作成し、理事会並びに評議員会へ提出する義務を担っている。2019 年 4月には、監事による業務監査の充

実を図るため、監事機能の実質化に向けて常勤監事 1名を配置し、この常勤監事を中心にガバナンス改革の

浸透状況や教学と経営のバランスの取れた運営など、当該年度の監査重点項目を選定して監査計画をまとめ、

理事会等に説明して関係部署との連携強化を図るとともに、監事面談を通して業務の概況を聴取し、その適

正性、有効性、適切性を監査している。また、理事会や評議員会、事業計画ヒアリング等に出席し、必要に

応じて質問を行い、意見を述べている。 

   評議員会においても、同寄附行為第 22 条に基づき、定数 15 人の評議員を適切に選任している。評議員は、

理事長が諮問する管理運営事項について意見を述べるなど、その職務を適切に果たしている。【資料 5-3-4】
評議員会には、法人本部から法人事務局長、パブリシティセンター参事、財務部参事、施設部顧問が評議員

として出席していることに加え、理事長は総務部総務課長、人事部人事課長、財務部課長等を陪席させてお

り、関連議案の説明の機会を設け、その機能の充実を図って適切な運営に努めている。【資料 5-3-6】 

   本法人の業務が法令及び諸規程に従い、適正かつ効率的に遂行されているかを検討・評価し、本法人の健

全なる経営の保持、発展に資することを目的に「山梨学院内部監査規程」【資料 5-3-7】を制定しており、2020
年度は、1 部署の内部監査を実施した【資料 5-3-8】。内部監査は、計画的に実施し、業務の改善に努めてい

る。 

 

（3）5－3の改善・向上方策（将来計画） 

   本学では、理事会・評議員会及び各種会議を通じて、教学部門と管理部門との緊密な連携により、各部門

間のコミュニケーションによる意思決定も相互チェックも適切に機能していると判断している。2019 年度

からは新たに学園哲学「C2C」（Challenge to Change）、（Curiosity to Creativity）を掲げ、全学的な改革へ

の挑戦をスタートした。引き続き、理事長のリーダーシップのもと、全教職員が教授会や「行政職代表者会

議」を通じて情報を共有し、機能的な組織運営を進めていく。 
 

5－4 財務基盤と収支  

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）5－4の自己判定 

（2）5－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

（3）5－4の改善・向上方策（将来計画） 

 

（1）5－4 の自己判定 

基準項目 5－4 を満たしている。 

（2）5－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

○中期的な計画に基づく適切な財務運営の確立本学は少子化の影響等により経常収入の約 84%を占め 

る学生生徒等納付金収入が過去長い間減少していたが、学部の再編や留学生確保に重点を置く学生募 

集により平成 27(2015)年度より新入生数は増加に転じ、平成 28(2016)年度より大学の学生数減少はス 

トップした。納付金の値上げもありここ数年納付金収入は増加に転じている。学生寮収入の付随事業 

収入の増加もあり事業活動収入は増加に転じている。 

一方教育活動収支の支出は平成 27(2015)年度及び平成 28(2016)年度に開設した新学部の設置準備 

 の経費の一時的な増加や学生確保に関わる費用等が増加し平成 27（2015）年度まで経常収支差額は悪 

化していた。ここ数年は平成 28（2016）年度より収入の増加もあり経常収支差額は改善しており、この 

財政状況の中、収支状況改善のため令和 2（2020）年度までの中期事業活動収支計画を立てた。 

令和 1（2019）年度の私立学校の改正により令和 2(2020)年度から５年間の中長期計画を作成したこ 

の中長期計画では収支状況を年次計画で改善することとしている。 

その計画の策定にあたっての主な検討項目は、以下の通りである。 

1）在学生数の見通しに基づく学生生徒等納付金の見積り 
2）寄附金、補助金等、外部資金獲得のための施策展開を踏まえた収入額の見積り 

3）資産運用収入の見積り 

4）教職員の人員計画、退職予定者数に基づく人件費の見積り 
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5）施設・設備計画に基づく施設・設備関係支出及び経費の見積り 

6）経費節減に基づく経費の見積り 

7）各種財務関係比率の検討 

この中期計画は次年度の予算編成方針の基礎となり、編成方針に従って策定した予算案を実行に

移すことによって収支状況を改善し、適切な財務運営を行うことが可能となる。 

 

○安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

設置する学校の安定した教育研究活動を行うためには安定した財務基盤の確立と収支バランス

の確保が必要となる。 

本学の納付金の収入に占める割合は高い。補助金の事業活動収入に占める比率は、過去 5 年間、

概ね 5％～8%前後で推移してきた。寄附金及び雑収入は過去 5年間は少ないが、寮費の収入増により

付随事業収入はここ数年増加している。 

長引く景気低迷の中、事業活動収入は法人全体としては横ばいで推移しているが、18歳人口減少の

影響もあり、学生生徒等納付金は過去長い間減少傾向にあった。しかしここ数年学部の再編、留学生

確保に重点を置く学生募集により学生数は増加に転じている。 
事業活動支出については平成 10（1998）年度以降増加傾向にあり、平成 23（2011）年度から、法人全

体では基本金組み入れ前収支差額はマイナスに転じ事業活動収入で事業活動支出を賄えない状況に
あっ た 。  
平成 27（2015）年度の決算数値で大学は事業活動収支差額比率はマイナス 12.8％まで上昇したが、 

その後の平成 28（2016）年度の決算数値では前年比改善しマイナス 10.2％、平成 29（2017）年度の決算
数値では マイナス 7.2％、平成 30（2018）年度の決算数値ではマイナス 2.9％まで改善し、令和 1（2019）
年度の決算数値ではプラス 0.5％、直近の令和 2（2020）年度の決算数値ではプラス 2.7％と改善して
いる。 

本法人の基本金組入前収支差額は、平成 22（2010）年度決算までは収入超過の黒字で収支バランス

は確保されていたが、平成 23（2011）年度決算からは支出超過になっていたものの、令和 2（2020）

年度の決算数値では、10年ぶりに黒字決算となった。 

支出超過を脱した主な理由は、入学学生数の増加等により納付金収入が増加したことが挙げられる。 

安定した財政基盤の確立には安定した志願者の確保が必要となる。そのため、学部・ 学科の再編や新設

による大型投資を行い、学園の魅力度を高める取組みを進めている。大型投資は財政負担を伴うが、安

定した志願者確保のため、将来を見据えた投資を行った。志願者確保のため留学生に重点を置いた募集

活動によりここ数年新入生は増加し収支状況は改善している。 

 

（3）5－4 の改善・向上方策（将来計画） 

少子化や長引く景気低迷により、18 歳人口が減少し、学生確保は厳しくなっている。学生確保や教育環

境整備に係る費用の増加、「国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科」（平成 27（2015）年度開

設）及び「スポーツ科学部スポーツ科学科」（平成 28（2016）年度開設）の 2つの新学部の設置による人

件費や初期費用の増加により支出は拡大傾向にあり、収支バランスは悪化していた。 

しかしここ数年学部の新設及び再編、留学生確保に重点を置く学生募集により学生数は増加に転じて 

いる。 

今後は、財政の中長期計画により計画的に施設整備を行い、収支バランスを考慮しつつ経費節減等に

努めるとともに、納付金収入に偏らない収入確保策についても検討していく。 
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5－5 会計  

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）5－5の自己判定 

（2）5－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

（3）5－5の改善・向上方策（将来計画） 

 

（1）5－5 の自己判定 

基準項目 5－5 を満たしている。 

 

（2）5－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

○会計処理の適正な実施 

会計処理については、学校法人会計基準に準拠し、「山梨学院会計規程」、「山梨学院資産管理規程」等

に基づいて会計処理を行い、適切に処理している。 

本学の会計システムは、各予算単位に配布された予算を管理し、執行時には残高管理を行いながら自

動仕訳機能により支払伝票となり、帳簿の記帳、決算業務に展開され、適正に機能している。 また、

会計担当者の能力向上のため、文部科学省、日本私立学校振興・共済事業団、日本私立大学協会等主催の

研修会に担当者を参加させ、会計知識の向上に努めるとともに、不明な点があれば監査法人の公認会計

士の指導・助言を受けている。 
○会計監査の体制整備と厳正な実施 

監事の職務は、令和元（2019）年に施行された改正私立学校法に基づき、業務監査と会計監査を行い、 会

計年度終了後 2か月以内に監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に提出している。 

具体的には、理事会、評議員会に出席して、理事長・各理事の業務執行状況を検証し、本学の経営の

妥当性、業務執行の適法性、業務及び財産の状況の実効性、適正性等を監査している。また、文部科学

省が主催する監事研修に出席して監事監査機能の充実を図っている。 

公認会計士による外部監査は、監査法人と監査契約を締結して行っている。具体的には、公認会計士 

が標準化された手続きによって年に 5回程来校して監査を行い、計算書類が学校法人会計基準に準拠

して作成されているか、証憑や計算書類が適正であるか監査している。 
内部監査については、令和2（2020）年度には、「学生センター」の業務監査及び会計監査を実施し、業

務の適正性、効率・効果性などを確認・検証している。 

 

 

（3）5－5 の改善・向上方策（将来計画） 

会計処理が適切に行われるよう、今後も職員の会計知識の向上を図り、公認会計士とも連携を密にして

適切に会計処理を行っていく。会計監査については、「監査法人監査」、「監事監査」、「内部監査」のそれぞれ

が厳正な監査を実施するとともに、相互に意見交換や情報交換を行う機会を設けるなど、連携、コミュ

ニケーションを図りながら、効果的・効率的な監査の実施に努めていく。 
 

 

［基準 5の自己評価］ 

経営に関しては、学校教育法、私立学校法、大学設置基準等の関係法令を遵守しつつ、中期計画を基に毎 

  年度の事業計画を策定し、「建学の精神」と「教育理念」の具現化に向けて、教職員の共通理解の下、機能的 

に運営されている。 

   学内はもとより、地域への危機管理対応としては、甲府市及び甲府警察署と協定を結び、大規模災害及び 

  緊急事態発生時に大学施設の一部を提供することとしており、具体的な連携方策や個別の危機管理について 

引き続き周知・確認していく。 

   事務組織については、大学における教育研究基盤の一層の充実を図るため、事務組織の在り方を毎年度検 

  証して改善方策の具体化を図るとともに、これを支える教職員の能力・資質の向上について FD・SD の観点 

から諸施策を講じ、業務改善・意欲の向上に努めている。 

   財政運営については、学校法人会計基準に従い、また、監査法人の監査を受けながら、適正かつ厳正に実 

  施されている。本学が取り組むべき課題の実現を財政面で担保するため、毎年度、人件費や固定経費の検証 

をするとともに、経常経費や重点事業の執行効果を評価し、財政の健全性維持に努めている。 

本法人では創立 70 周年をターニングポイントと位置づけ、持続可能な学園づくりを目標に大型投資を続 
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  けてきたが、今後は新たな学園哲学「C2C」を念頭に全学的な改革を進め、安定的な志願者確保の実現や財政 

基盤の確立を図っていく。 

   以上の観点から、本学の経営・管理と財務については、関係法令に適合していることは勿論、各基準項目 

  における「自己判定の理由」を総合的に検討した結果、「基準 5」を満たしているものと判断している。 

なお、教育情報・財務情報の公表についても、高等教育機関としての社会的責務を果たすためにも、本学 

  の物的・知的資源を定期的・継続的に提供し、地域社会との結びつきを一層深めていく考えである。 

 

 
基準 6 内部質保証 

6－1 内部質保証の組織体制 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

（1）6－1の自己判定 

基準項目 6－1を満たしている。 
 

（2）6－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

大学組織の内部質保証として、令和 2年度は法人本部による中期計画および各部署への年次事業計画の在 

  り方が刷新された。これは、9月に同じく法人において策定された「学園のビジョン・ミッション、バリュ 

ー」を受けたものである【教 6-1-1】。 

教育事業に関する内部質保証の取り組みとしては、ビジョンの一つである「教育の質的転換」を実装する 

  ため、「質的転換ビジョン」が学内展開した【教 6-1-2】。これは、前年度（2020 年 1月）に発足したカリキ 

ュラム改革委員会において、学内に属する教育組織単位（学部やグローバルラーニングセンター、学習・ 

教育開発センター）を通して、各教育事業に展開されている【教 6-1-3】。 

カリキュラム改革委員会では、翌年度のカリキュラム設計の学内分業の進捗と情報集約の機能があり、併 

  せて 2023年度の法学部の学科統合を見据えた統合型の法学部カリキュラムを検討している。次年度のため 

のカリキュラム設計にかかる調整課題と、2023年度をめざした教学構想 2019に基づく学長からの教育課程 

設置の意向について、質的転換ビジョンとの照合を絶えず行い、決定事項は大学協議会への審議にかけるな 

ど、機関決定・管理する体制をとっている。【6-1-4、教 6-1-5：発足時の資料：教学管理組織の機関決定資 

料）】 

 

（3）6－1の改善・向上方策（将来計画） 

本学は大学長が理事長であるため、設置者による教育事業のイメージ化とその共有は必須である。このた 

め、2019年 12月に発表された教学構想（学外非公開資料）について、継続的な検討を行ない、学内の内部 

質保証の出発点として位置づける必要があり、学内の教学改革を推進するための組織改編が計画された。 

   また、質保証を制度的に取り組む装置となるカリキュラム改革委員会については、全学網羅的な体制をと 

  れたこと自体は大きな進展であるが、総合基礎科目群や外国語科目群の見直しを一層進める必要がある。学 

習・教育開発センターにおいて、総合基礎科目体制の整理や開発・管理ができるような改組を行う計画があ 

る。また、グローバルラーニングセンターでも日本人学生の国際的な教育のみならず、留学生向けの科目 

改善も行っており、これらをつないだカリキュラム改革委員会の体制強化を予定している【教 6-1-6】。 

 

6－2 内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

（1）6－2の自己判定 

基準項目 6－2を満たしている。 

 

（2）6－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

本学の使命・目的に照らした自己点検・評価への組織的な取組みは、「山梨学院大学学則」第2条第2項及

び「山梨学院大学大学院学則」第2条に基づき、「山梨学院大学自己点検・評価規程」を制定し、「大学自己評

価運営委員会」（委員長は学長）を配置した平成5（1993）年にまで遡る。同年、「山梨学院大学自己点検・評

価規程細則」（当時）を制定し、この「大学自己評価運営委員会」の下に14の個別自己評価実施委員会を置い

た。この自己点検・評価体制の下で自己点検・評価を実施し、平成9（1997）年3月に自己点検・評価報告書

『共につくる大学教育』を刊行した。【資料6-2-①-1】 

大学（学士課程）教育における1サイクルが4年間（修業年限）であることに鑑み、「5年毎に自己点検・評

価結果を報告書としてまとめる（自己点検・評価活動は1サイクルを5年間とする）」と定めた「山梨学院大学
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自己点検・評価規程」（当時）に基づき、平成13（2001）年度には、「教育評価委員会」が実施した学生によ

る「授業アンケート」の集計結果をもとに、教育状況の点検・評価に特化した自己点検・評価報告書『2001

年度授業アンケート報告書』を刊行した。【資料6-2-①-2】 

平成16（2004）年度には、改正された学校教育法の趣旨を踏まえて、「大学自己評価運営委員会」を「大学

自己点検・評価運営委員会」（委員長は学長）と改称し、13の個別実施委員会を配置した。さらに、平成18

（2006）年4月に、認証評価制度に対応する組織体制の見直しを行い、「自己点検・評価運営委員会」を「自

己点検・評価委員会」に改称するとともに、自己点検・評価及び認証評価に伴う事業を円滑に行うための機

関として、「自己点検・評価実施委員会」を新設した。【資料6-2-①-3】【資料6-2-①-4】 

また、PDCA（計画・実行・点検・改善）サイクルの確立のためには、不断の点検・評価作業が重要である

との観点から、平成15（2003）年度からはそれまで「5年毎に自己点検・評価結果を報告書としてまとめる

（自己点検・評価活動は1サイクルを5年間とする）」と定めた「山梨学院大学自己点検・評価規程」を改め、

自己点検・評価作業については毎年度行うこととした。【資料6-2-①-3】 

この自己点検・評価体制の下で、平成21（2009）年度には財団法人日本高等教育評価機構の「大学機関別

評価」を受審し、同年度末に「適合」との評価を受けた【資料6-2-①-5】。 

さらに、平成21（2009）年度から、本学での活動を取りまとめる「自己点検・評価委員会」、各種の実務を

担当する「自己点検・評価実施委員会」の委員に加えて、実際に業務を所管する各所属の長（管理運営に携

わる行政組織を含む）及び実務担当者を招集しての作業も行い、自己点検・評価活動をより活発化させた。

業務の拡大に伴い、両委員会の構成委員も増員した。これら内部質保証のための組織の整備及び責任体制の

確立を踏まえた諸条件の整備により自己点検・評価活動をさらに活性化させ、認証評価の第二サイクルとな

る平成28（2016）年度には再び公益財団法人日本高等教育評価機構の「大学機関別評価」を受審し、同年度

末に「適合」との評価を受けている【資料6-2-①-6】。 

自己点検・評価活動の成果といえる『自己点検評価書』については、過年度の活動状況を、学内ネットワ

ークを通じて確認できる環境を整備している。 

大学全体での『自己点検評価書』作成の前提として、各学部・学科、各研究科及び各附属機関、行政組織

において、毎年度、自律的・自発的に自己点検・評価活動を実施し、『自己点検評価書』を作成している。こ

の個別の自己点検・評価活動は、全学の「自己点検・評価委員会」及び「自己点検・評価実施委員会」で審

議された基本方針、及び各学部・学科等の使命・目的に即して行われている。自己点検・評価活動にあたっ

ては各部署において、各学部学科の「自己点検・評価委員会」をはじめとする会議体やワーキンググループ、

担当委員などが定められ、責任をもって『自己点検評価書』として取りまとめ、各部署内で審議するととも

に、「自己点検・評価委員会」に提出されている。また「生涯学習センター」では、別途、自己点検・評価活

動に関する内規が定められており、大学の自己点検・評価活動と連動しつつ、それらの規程等に従って自律

的に自己点検・評価活動が行われている【資料 6-2-①-7】【資料 6-2-①-8】。 

以上のように、各学部・学科、各研究科及び各附属機関、行政組織の自己点検・評価活動を活用した内部

質保証のための組織の整備及び責任体制の確立への取組みは、適切な評価体制に基づいて自律的に行われて

おり、教職員の自己点検・評価活動への意識を高めるためにも一定の役割を果たしている。なお、教育の質

保証に関しては「基準 3-1」、大学経営の質保障については「基準 5」に記載した通りである。 

また、今年度の取り組みとして、自己点検・評価事業の業務改革を行ったことが挙げられる。第 3サイク

ルに入った自己点検事業について、その意義を委員会メンバーと共有し、取り組みの体制の適性化を図った

【教 6-2-①-1】 

 

 6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

各学部・学科、各研究科及び各附属機関、行政組織の自己点検・評価活動は、PDCAサイクルの一環として、 

それぞれの責任として自律的・自発的に行われ、その結果は、エビデンスとなる資料や関連委員会の議事録 

の収集、担当の教員・事務部署への問い合わせやヒアリングに基づき、『自己点検評価書』としてまとめられ 

【資料6-2-②-1】【資料6-2-②-2】、全学の「自己点検・評価実施委員会」に提出されている【資料6-2-②-3】。 

各学部・学科においては、これらの過程において効率的な作業実施のために学内ネットワーク内に設置さ

れている「学部（学科）共有フォルダ」が活用されている。具体的にはエビデンスの収集と蓄積、各学部・

学科単位の『自己点検評価書（案）』の構成員への公開と修正作業に用いられている。 

これら個別の『自己点検評価書』については、各所属（学部教授会（及び学科会議））の承認を経たもので

あるが、最終的には全学の「自己点検・評価実施委員会」が各種エビデンスや制度基準、学校基本調査等の

法定の統計、私立大学等経常費補助金等の積算根拠などと照合しながら確認作業を行っている。 

平成27（2015）年度には、本学の教育改革に資する情報の収集と分析、及び教育の質保証に係る意思決定

の支援を行うための機関として、「学習・教育開発センター」が配置されたが、現状把握のための情報収集・

分析については、毎年度、「学習・教育開発センター」が前期・後期の2回にわたり実施する「授業アンケー



 山梨学院大学  

49 
 

ト」、並びに「学生センター」が毎年度実施している「学生生活アンケート」の結果を、自己点検・評価活動

に活用している【資料6-2-②-4】【資料6-2-②-5】【資料6-2-②-6】。 

これらアンケートの実施に関しては、平成29（2017）年度より回答率の向上と統計処理作業の効率化のた

め、LMSである「manaba」を利用して行っている【資料6-2-②-7】。 

このような手順を経て「自己点検・評価実施委員会」において取りまとめられた全学的な『自己点検評価

書（案）』は、「自己点検・評価委員会」により監査、確認される【資料6-2-②-8】。 

  なお、本学においては学習・教育開発センターが、IR活動の拠点となって、各種アンケートやデータ 

 の分析を行っている。「学習・教育開発センター」は、平成 28（2016）年度より社会人基礎力（ジェネリッ 

 クスキル）を測定して数値化し内部質保証のための自主的・自律的な調査（データの収集及び分析）のため 

 に PROG（Progress Report On Generic skills）テストを導入した。単年度の実践のみでは学生個々の成長 

 の動向はつかめないため、平成 29（2017）年度以降は入学直後の第 1年次及び第 3年次の後半にて実践する 

 こととして位置付け、調査データの蓄積に着手している【資料 6-2-②-9】。そして、今年度については 

「データ分析を基にした基礎演習Ⅰ・ライティングの内容改善に向けた提案」および「IR分析からの教育活動 

 への提案」が起案され、カリキュラム改革委員会での検討や大学協議会での教員採用等、教学政策に直結さ 

  せながら内部質保証を行っている【教 6-2-②-1】【教 6-2-②-2】。 

また、スポーツ科学部では2019年度より、スポーツ指導者コンピテンシーを可視化することを目的として

SCOTT（Sports Coaching Competency Test）を実施している【資料6-2-②-10】。 

自己点検・評価結果の学内における共有に関しては、平成20（2008）年度以降、当該年度に行う点検・評

価作業の進捗状況と合わせ、学内ネットワークを利用して『自己点検評価書』を周知している。このことに

よって、全教職員への活用を促し、業務改善に役立てている。他方、社会への公表については、認証評価受

審年度の『自己評価報告書』を含め、直近年度の結果をホームページ上で公開している【資料6-2-②-11】。 

 

（3）6－2の改善・向上方策（将来計画） 

自己点検・評価活動における内部質保証のための組織の整備及び責任体制の確立、並びに自己点検・評価 

  に係る透明性を担保するため、今後もエビデンスに基づいた活動を継続し、エビデンスとなる資料等の保存・ 

整理等の業務をより一層徹底する。 

データの収集・分析については、現状をより的確に把握するために、「授業アンケート」や「学生生活アン 

ケート」のより一層の活用を図る。さらにこれらに加え、「学習･教育開発センター」を中心として、内部質 

保証のための自主的・自律的な調査ツールを用いた学生の学修状況の把握を行い学生の個別情報を蓄積して、 

IR機能の強化を図っていく。なお、この作業には、「学習･教育開発センター」を中核として各部署が連携し 

て必要なデータの特定、及びデータ収集の範囲及び方法、並びに分析方法等の検討を進めていく。 

 

6－3 内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCAサイクルの仕組みの確立とその機能性 

（1）6－3の自己判定 

基準項目 6－3を満たしている。 

 

（2）6－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 カリキュラム改革委員会では、上半期を用いて、各学部学科において学部ＤＰを 2階層化する設計を取 

り入れた。これにより、全学共通の力の記述から、学部での教育目標により近づけて、これまでのＤＰに 

掲げられた５つの力と、提供している科目の体系整理を行うことができた。この作業を基に、下半期を用 

いて、各学部学科でのアセスメントプランおよび 4年間の検証プロセスをとりまとめ、全学での共有を計 

った。アセスメントプランとそのプロセスが明示化され、学内共有されたことで、これからのＰＤＣＡが 

より機能を保証する形で学内展開することができるようになった【教 6-3-1：経営学部を例とするアセス 

メントプラン・プロセス・チェックリスト一式】 

  また、ＡＰやＣＰとの照合については、前年度までの確認において、その継続となった本年度のカリキ 

  ュラム運営上は問題はないと考えている。 

  なお、内部質保証のための学部、学科、研究科等及び大学全体の PDCAサイクルの仕組みの確立とその 

 機能性に資する大学全体の自己点検・評価活動としては、各学部・学科、各研究科及び各附属機関、各行 

 政組織がそれぞれの組織の自己点検・評価活動を行うとともに、それらを取りまとめる形で各年度の全学 

 に亘る『自己点検評価書』を作成し、改善に活用している。また、『自己点検評価書』の取りまとめの過 

 程で認識された課題や問題点については、「自己点検・評価実施委員会」より「自己点検・評価活動に基 

 づく意見」として各部署へフィードバックされており、各学部・学科等ではこれに基づき対応している 

【資料 6-3-1】。 

 他方、各学部・学科等においても、『自己点検評価書』を教授会や学科会議などを通じて周知するとと 
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もに、学内ネットワークに設置した「共有フォルダ」へ部署毎の『自己点検評価書』のほか「データ・資 

料」などを電子媒体でアップロードし、自己点検・評価の結果や、その結果を踏まえて改善・向上方策を 

検討するうえで必要となる資料を教職員全員で共有し、それぞれの組織単位での改善・向上に向けた議論 

を進めている。各学部・学科等は、「自己点検・評価実施委員会」よりフィードバックされた改善に努めき 

事項への対応のほか、それぞれの所属において個別的・自律的に改善・向上方策を検討し、実施しているま 

た各学部・学科等の単位での『自己点検評価書』作成の過程で認められた課題については、「自己点検評活 

動に基づく、「自己点検評価委員会からの意見表明（スポーツ科学部）」などを書面で提示するなどして次年 

度の課題解決に役立てている【資料 6-3-2】。 

 

 

（3）6－3の改善・向上方策（将来計画） 

カリキュラム改革委員会を中心とする教育課程の PDCA については、取り組みを始めたばかりであるため、DP

やアセスメントの整理についても学部ごとの進捗には追加的なサポートが必要な場合もある。全学的な仕組みの

設定は至急課題であったため、実際の運用でどのような課題が見いだされるか、アセスメントのプロセスからへ

の丁寧な取り組みを必要とするため、次年度の改善・向上に役立てたい。 

なお、3 つのポリシーの照合作業についても、２０２３年度の新カリキュラムの展開を踏まえて、それに耐え

うる整備を行っていくことが急務となっている。 

 

［基準 6の自己評価］ 

本学は、内部質保証の目標として「教育の質的転換」を掲げ、この目標の達成のために、諸種のガバナンス改

革を進めてきている。従来から全学的な意志決定をするためには、学部長やセンター長、そして重要な事務部門

の長によって構成された大学協議会をこれまで設けてきたが、教育改革については、さらに学長・副学長によっ

て構成される「執行部会議」のもとに「教学企画室」が設けられた【教 6-3-2】【教 6-3-3】。 

 

この教学企画室の下にカリキュラム改革委員会が設置され、そこで三ポリシー、とりわけカリキュラム・ポリ

シーに即したカリキュラムの体系化を図っている。この体系化に際しては、アセスメントのポイントと実施サイ

クル、そしてそれを受けたカリキュラムの見直しができるように、質保証を重視した検討がなされている。 

 他方、本学では、この「教育の質的転換」と「全学的国際化」が中・長期的な二大ビジョンとして設定されて

いる。2020 年度からは、各学部および学内のセンター及び教学に関わる事務部署は、いずれも年次計画を作成し、

1年毎の業務進捗管理と副学長によるそれらのアセスメントがスケジュール化されてきた。 

これまで本学は、平成 5（1993）年以降、内部質保証に資するための自己点検・評価に関する規程を整備し、

学長（「自己点検・評価委員会」委員長）の指揮の下、自律的・自発的に自己点検・評価活動を行ってきた。 

本学における自己点検・評価活動は、教育研究活動の質の保証と改善を図るために、各学部・学科、各研究科

及び各附属機関、行政組織毎に、その使命・目的に即した自律的・自発的な自己点検・評価活動を毎年度実施し、

それらの部署毎の活動を大学の「自己点検・評価委員会」及び「自己点検・評価実施委員会」が総括し、評価す

る形式で行われてきていた。 

以上、最初に述べた全学的なレベルでの内部質保証の体制と運営を備えたこと、そして中・長期計画に即した

年次計画の部署ごとに作成と副学長によるチェック、さらに、自己点検・自己評価委員会による点検活動により、

本学の教育の質保証については、十分評価できるものとなってきている。 

 

Ⅳ．大学が独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A．地域への貢献及び地域との連携 
A－1 地域貢献・連携に対する姿勢と体制・制度の整備充実 
A-1-① 大学の地域貢献・連携に対する姿勢 

A-1-② 地域貢献・連携体制の整備 

A-1-③ 地域貢献・連携に向けた機関等の充実 
 
（1）A－1の自己判定 

基準項目 A-1を満たしている。 

 

（2）A－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

《大学の地域貢献・連携に対する姿勢》 

本学は、「地域社会に貢献する人間の育成」を教育理念とし、教育目標の一つに「自己実現を目指しつつ、

地域社会･国家及び国際社会に貢献できる人間の育成」を掲げ、「地域と連携し、地域に貢献する」を指針と
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している。この指針をより明確にするため、平成 28（2016）年 2月に学則を改正（平成 28（2016）年 4月 1

日施行）し、合同教授会の審議事項の中に「地域連携」を位置づけた。 

本学の特徴は、何よりもキャンパスの構造に象徴されている。四周の塀をすべて取り払い、豊かな樹木や

オブジェに囲まれ、誰もがいつでも憩える「都市公園」のような開放的な空間は、災害時の避難場所はもと

より、近隣住民の日常の散策の場ともなっている。本学が目指す「地域志向」とは、こうした開放型キャン

パスの精神と通底し、その有する知的・人的資源（ソフトウェア）と施設・設備等の物的資源（ハードウェ

ア）の全体を地域社会で共有できる社会的インフラ（公共空間）とすることである。 

グローバル化と少子高齢化は、地域社会に様々なチャレンジを突き付けている。しかし、それらは他面で、

多様な「地域」の価値を再評価する潮流とも重なっている。人口規模は小さいが自然環境に恵まれた山梨県

は、経済尺度だけでは測れない「暮らしやすさ」で日本一となりうるポテンシャルを豊富に有する地域であ

るが、その潜在力を価値化する知恵と実践力を持つ「人財」を育て共有することが、喫緊の地域課題である。 

こうした地域の課題状況を踏まえた、本学としての「地域志向」の目標は、本学を重層的でクロスボーダ

ーな地域内「人財」循環の「プラットホーム」とし、山梨の公共、産業、社会の各セクターの有するポテン

シャルを価値化できる地域リーダーの創出を担う「人財創造拠点」としての役割を果たすことにある。 

このような姿勢のもとに、地域の諸課題をともに解決していくことを目的として、平成 24（2012）年 4月

に山梨県と観光分野における「観光・ホスピタリティの連携に関する協定」を結び、平成 26（2014）年 3月

には山梨県と、翌月の平成 26（2014）年 4月には笛吹市と包括的な連携協定を締結した。 

さらに平成 27（2015）年 9月には、『地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）』の一つとして、

山梨大学を事業責任大学とする「オールやまなし 11+1 大学と地域の協働による未来創生の推進」が選定さ

れ、本学はその「やまなし未来創造教育プログラム」の「ツーリズムコース」の幹事校となった。 

 

《地域貢献・連携体制の整備》 

地域連携のための総合的推進を図ることを目的として、平成 28（2016）年 2月に「地域連携推進本部」を

設置した。構成員は、学長を本部長とし、副学長、各研究科長、各学部・学科長、学長補佐、教務部長、入

試センター長、学生センター長、カレッジスポーツセンター長、法人本部長、法人本部事務局長、法人本部

総務部長からなる。また、地域連携活動や地域貢献活動を総合的に実施するための連絡調整組織として地域

連携推進委員会を設置した。 

この委員会は、副学長を委員長とし、生涯学習センター、就職･キャリアセンター、入試センター、学習･

教育開発センター、ローカル･ガバナンス研究センター等に所属する教職員で構成されている。【全学-A-1-1】

【全学-A-1-2】 

その他、本学は併設の山梨学院短期大学と共に、平成 18（2006）年度に創設された「大学コンソーシアム

やまなし」に加入しており、その各部会に教職員が委員として参画し、山梨県内の他の大学及び短期大学と

共同で企画・実施する事業活動に取り組んでいる。 

 

○地域貢献・連携に向けた機関等の充実 

 1)概況 

組織体制としては、学部それ自体が地域貢献・連携の基礎単位となっているほか、全学的な組織であるパ

ブリシティセンターや生涯学習センターとの連携において、教員が地域に知見を提供している。また、主と

して法学部政治行政学科の教員を中心に運営されるローカル・ガバナンス研究センターがあり、本学の専門

性と地域社会のニーズを繋ぎながら、共同的な研究や研修事業に取り組んでいる。各学部・学科、各研究科

においては、それぞれの専門性を活かす中で地域への貢献や地域との連携に配慮した科目を設置し運営して

いる。また、上記の専門機関等と協力し地域の自治体、民間企業、NPO、ボランティア団体と協働した活動を

行っている。このほか、各教員は、自らの専門性を活かして、自治体等が配置する審議会の委員又は研究員

としての公職、あるいは地域の生涯学習事業の講師として、地域社会に貢献する諸活動に従事している。そ

して、教員が個人で関わった地域的な活動についても学部教授会で報告される体制が整っており、個人的な

活動だけでなく学部教授会でのコミュニケーションを通じて学部全体で関与していく体制が整っている。 

 

2)各部署の状況 

<経営学部> 

本学部では、研修活動、課題解決型プロジェクトの実践、地域活性化に係る活動等を進めた。 

まず、研修活動においては、地域における企業経営に関する知見提供を行うため、各団体・企業等からの

依頼に基づく研修を行っている。また、平成 31（2019）年度より開始した「ビジネススクール」で、地元企

業の若手経営者を主たる対象とし、経営学部の教員を中心に講座を実施している。この取り組みにより地域

の経営者や企業・団体職員へ知見の提供や、問題の掘り起こし等での地域貢献を推進している。 

課題解決型プロジェクトでは、主に本学部の講義において、企業が持つ課題や地域に共通する課題の解決
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に向け学生、教員、地域の企業・団体が一体となり実践的な取り組みを展開している。この取り組みにより、

地域社会や地域企業の持つ課題の解決に向け、大学が持つ知見や新たなアイデアの提供といった貢献ができ

ている。 

地域活性化に係る活動では、各種イベント・プロジェクト等において、本学部の教員・学生が実際に地域

で活動をすることで、地域に不足している人的資源や各種ノウハウの提供を行い、地域社会の活性化に寄与

している。【経-A-1-1】【経-A-1-2】【経-A-1-3】 

<健康栄養学部> 

①健康栄養学部は、山梨県唯一の管理栄養士養成施設として、県民の健康増進や食育の推進、及び食に

関わるさまざまな分野の振興を担う責務を明確にし、地域との連携を強化した教育・研究活動に加え、教

員の専門性を生かした地域貢献を展開している。 

②山梨県とは、健康栄養学部設置認可を受けた平成 20（2008）年 11月に短期大学食物栄養科とともに

『健康・栄養・食育』に関する連携協定書を締結し、山梨県が抱える「食と健康」の現状・課題を共有

し、相互に連携可能な事業を推進することとした。その後平成 26（2014）年 3月に、山梨県と山梨学院大

学・山梨学院短期大学との包括的連携協定が結ばれ、『健康・栄養・食育』に関する連携協定の継続が定め

られた。【健-A-1-②-1】 

山梨県は、食に関する意識向上と健康増進を図るために、平成 18（2006）年度に「第 1次やまなし食育

推進計画」を策定し、平成 23（2011）年に第 2次、平成 28（2016）年に第 3次を策定し、食育を県民運動

として位置づけて推進を図ってきた。また、平成 20（2008）年 3月にいきいきと健やかに暮らせる社会の

実現のために、県民の健康づくり施策である「健やか山梨 21」を策定し、さらに、平成 25（2013）年度か

らはこの施策を「健やか山梨 21（第 2次）」として生活習慣病対策を重要課題に掲げ、対策を強化してい

る。本学部は連携協定に基づき、これらの施策での栄養・食生活分野の活動促進において、山梨県栄養士

会及び関係機関と連携し、山梨の食と健康の向上を目指した活動を推進している。 

また甲府市とは、平成 30年 1月に連携協定を締結し、食と健康に係る活動に連携して取り組んでいる。

【健-A-1-②-2】 

③山梨県と『健康・栄養・食育』に関する連携協定書を締結した際に、事業を推進するために山梨県職

員、本学部及び短期大学教職員から構成される連携推進協議会を設置し、運営要綱を定めている。また、

この協議会にワーキンググループを設置し、所掌事務、運営方法等に関する設置要綱を定めている。平成

30年度以降は、山梨県の各部署との連携関係が整ったことから、各部署が直接連絡を取りながら、各種地

域貢献事業をおこなっている。 

甲府市とは、関連部署と直接連絡を取りながら地域貢献事業をおこなっている【健-A-1-③-1-1～3】。 

山梨県及び甲府市を含めた食育に関わる取組状況は、山梨県県民生活部消費生活安全課の求めに応じて

報告を行っているが、本年度においてはコロナ禍により活動が制限され実施できなかったことから、報告

をしていない。 

<スポーツ科学部> 

本学部では、「トップスポーツ（競技者のスポーツ）と地域スポーツ（みんなのスポーツ）との「好循環シ

ステム」を推進していくことのできる人材の育成」をねらいの一つとしている。そのため、地域貢献・連携

に必要な人材を養成し、地域に輩出することは本学部の使命・目的の一つとなっている。また、2016（平成

28）年度の「学部重点推進事項」では「地域に開かれた大学の在り方の模索」、2017（平成 29）年度の「学部

重点推進事項」では「地域に開かれた大学の在り方の模索」と「地域連携の強化」、2018（平成 30）年度の

「学部重点推進事項」では「地域連携の強化推進」と「地域に開かれた ISSの在り方の模索」、2019（令和元）

年度及び 2020（令和）2年度の「学部重点目標・事業計画」では「地域連携事業への積極的参加」と「地域

に優しく、地域に開かれ、地域のコミュニティーセンター機能をも有する ISSの在り方の模索」が挙げられ、

それらの中心的役割を担う学部「地域連携委員会」を設置している。また、2020（令和 2）年度には、スポー

ツ・サイエンスラボを新たに開設し、地域団体に向けたスポーツに関わる各種サポートを行うこととしてお

り、地域貢献・連携に向けた機関の充実を図った。さらに、2020（令和 2）年度は、本学部が中心となって本

学と県内の富士河口湖町と包括連携協定を締結するとともに、地域のスポーツ団体である株式会社 VC 長野

クリエイトスポーツとの連携協定、甲府城西高校との高大連携事業に関する協定を締結した。なお、スポー

ツを通した地域貢献・連携に向けた体制整備や機関等の充実のため、2018（平成 30）年度にはカレッジスポ

ーツセンターとスポーツ科学部とが連携・協力してスポーツを通した地域貢献等を行うことを「山梨学院カ

レッジスポーツセンター規程」に明記している。【ISS-A-1-1】【ISS-A-1-2】【ISS-A-1-3】【ISS-A-1-4】【ISS-

A-1-5】【ISS-A-1-6】【ISS-A-1-7】【ISS-A-1-8】【ISS-A-1-9】 

〈ローカル･ガバナンス研究センター〉 

ローカル・ガバナンス研究センターは、平成 3（1991）年 4 月の法学部政治行政学科（法学部政治行政学

科の開設時より平成 14（2002）年度までの名称は、法学部行政学科である。）の開設と同時に創設した行政

研究センターを母体として、「地域の視点に立って公共政策、自治制度及び地域課題の研究・調査を行うと
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ともに、自治体、NPO、事業者等と連携し協力して課題の解決に向けた提言等を行い、もって活力ある地域社

会の個性的な発展に資する」ことを目的とする組織として、平成 19（2007）年 7月に開設された。同センタ

ーは、センター長のほか、法学部所属の専任教員数名からなる研究員で構成されている。 

なお、同センターは、平成 20（2008）年 5月に昭和町議会と、平成 27（2015）年 11月には山梨県町村

議会議長会と、地域の課題解決に向けて連携するための協定を締結している。 

〈カレッジスポーツセンター〉 

カレッジスポーツセンターは、昭和 52（1977）年から学園の「運営方針」として取り組まれていたカレ

ッジスポーツ振興の組織的な体制を整えるべく平成 8（1996）年に設立された。令和 2（2020）年度の同セ

ンターの体制は、センター長 1人、副センター長 1人、事務長 1人、参与 1人、行政職員 17人（競技指導

者として配置された職員も含む）にて構成され、15競技の「強化育成クラブ」を統括している。延べ 300

人以上が国際大会に出場し、オリンピックには 50人を超えるオリンピアを輩出してきた（令和 2（2020）

年 3月現在）。令和 2（2020）年度中に開催予定であった東京オリンピックにおいては、レスリング、柔道

をはじめ複数の競技で在学生、卒業生が出場選手として内定するとともに、第一線で活躍する指導者陣も

役員や審判として運営に係わる予定であった。 

こうした数々の取組みは「国際競技力の向上に尽力」したと評価され、平成 16（2004）年には初代の

「トップアスリートサポート賞」（公益財団法人日本オリンピック委員会（Japanese Olympic Committee：

JOC））、平成 22（2010）年度及び平成 25（2013）年度、並びに平成 29（2017）年度、令和元（2019）年度

は「スポーツ功労団体表彰」（文部科学省）を受賞している。また、スポーツ基本法に基づき山梨県が定め

る「山梨県スポーツ振興実施計画」に則った県民のスポーツ振興等に、所属教員を派遣するなど協力を行

ってきた。 

〈生涯学習センター〉 

本学は、かねてより地域貢献を重んじてきたが、時代に対応し、地域社会に開かれた高等教育の場とし

ての大学への期待・役割に応え、また教育・研究・文化・福祉の創造・学習拠点づくりに積極的に取り組

むために、「地域に根ざす生涯学習の拠点として、本学の教育的資源を活用して学習者の調査研究や自己啓

発を支援し、地域社会の産業･福祉・文化の発展に資するとともに、市民の学習活動及びその援助活動のあ

り方についての研究を行うこと」（「山梨学院生涯学習センター規程」第 2条）を目的とする機関として、

平成 5（1993）年に山梨学院生涯学習センターを創設した。 

同センターには、センター長、研究員（各学部・学科及び併設短期大学所属の専任教員：18名）、調査協

力員（学内外の専門家：11 名）及び事務組織(専任職員：1名、一般職員：2名)が置かれており、本学の教

育的資源を地域社会の文化的発展に役立てるとともに、市民の生涯学習の活動のあり方についても研究を

進め、市民の多様な向学心に応えるために様々な公開講座の実施等、積極的な事業展開を図っている。【生

涯-A-1-1】 

<孔子学院> 

令和 2（2020）年度に「中国語学習を希望する者に対し中国語教育を提供し、中国語および中国文化の普

及、日本と中国の友好交流を行うこと」を目的として、西安交通大学をパートナー校とする「山梨学院孔

子学院」が発足した。5名の教職員が運営実務に当たり、本学の学生だけでなく、広く地域社会に対して中

国語教育および中国文化普及の機会を提供している。 

 

（3）A－1の改善・向上方策（将来計画） 

本学においては、専門化された附設のセンターによる地域貢献・連携の体制は比較的充実しているものの、

各附設センターの企画運営力は一様ではなく、他方、各学部・学科及び各研究科の関わり方は依然として定

式化されていない面もある。また、今後の県内他大学との連携の在り方およびそのための学内体制も再検討

を要する。これらの課題に対応する方策として、地域連携・地域貢献に関する業務・事務を円滑化させるた

めの組織再編を行う。 

 

A－2 多方面にわたる地域貢献・連携への取組み 

A-2-① 教育における地域貢献・連携 

A-2-② 研究を通じた地域貢献・連携 

A-2-③ 地域住民・地域団体等との協働による地域貢献・連携 

A-2-④ 情報発信を通じた地域貢献・連携 

 

（1）A－2の自己判定 

基準項目 A－2を満たしている。 

 

（2）A－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 
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「教育における地域貢献・連携」「研究を通じた地域貢献・連携」「地域住民・地域団体等との協働による

地域貢献・連携」および「情報発信を通じた地域貢献・連携」のいずれに関しても、学部・学科単位での取

り組み、附属の専門機関における取り組み、行政組織を窓口とする取り組みなどに分かれている。 

また、必ずしも「研究」「教育」「協働」「情報発信」のいずれかに特化しているわけでもなく、複合的に行

われている例が多い。よって、以下では、地域貢献・連携の取り組みを部署ごとに総合的に記述する。 

 

<法学部政治行政学科> 

本学科が設定する科目のなかで地域貢献・連携を内容とするのは、「地域政治論」「地域課題実践研究」

などである。 

上記個別科目とは別に、本学科は昭和町議会との連携（平成 20年に山梨学院大学ローカル・ガバナンス研

究センターと昭和町議会が全国で初となる連携協定を締結）において同町の政策立案に関わってきた。本年

度は、本学科学生が、昭和町議会議員を対象に、人口減少対策、ふるさと納税、主権者教育等といったさま

ざまな課題に対して取組み、令和 2（2020）年 12 月 18 日(金)に、昭和町議会の議場において政策提案発表

会が開催され、その成果を発表した。これには、3つの専門ゼミの学生約 50人が参加した。学生は、フィー

ルドワークや他の自治体の現状・施策の調査、国税などの関連する法令の精査などを行い、若者目線で実現

可能性のある政策やアイディアを発表した。この日出された政策提案は、さらに議論や検証が重ねられ、今

後の条例策定や町政運営の参考にされることが約束された。【政-A-2-1】 

このほか、この学科に設けられている「社会教育主事養成課程」では、「社会教育演習」の履修者が近隣の

自治体や社会教育関連機関において実習を行うことになっており、今年度は、笛吹市教育委員会に 3名、山

梨県立男女共同参画推進センターに 1名、山梨県立青少年センターに 1名の実習生を受け入れていただいた。

【政-A-2-2】 

 

<経営学部> 

本学部では、地域の企業、行政、各種団体等と連携をして、研修活動、課題解決型プロヘクト、地域経済

活性化に係る活動を行っている。 

研修活動では、地域の企業や団体からの依頼に応じ、教員の派遣を行っている。今年度は、山梨県情報通

信業協会に加盟する企業向けに ICT業界や企業の紹介セミナーや各種企業研修を実施した。 

次いで、2019 年度より山梨中央銀行との共同主催による「ビジネススクール」を開講し、地域経済の担い

手育成を推進している。対象は地元企業の若手経営者を主として（定員 30名）、経営学部の教員を中心に講

座を展開している。今年度は、経営戦略やイノベーション、マーケティングを中心に学び、ビジネスを改善

して新たな価値を創出するための思考力を鍛える講義を展開した。また、専門家の講義に加えて、受講者参

加型のワークショップも取り入れ、現場で活かせる応用力を養った。この取り組みにより地域の経営者を中

心とした受講生に対して知見の提供や、問題の掘り起こし等の地域貢献を推進した。 

課題解決型プロジェクトは、経営学部の講義を中心として、企業や行政と連携をしながら実践した。 

まず、地域の不動産会社であるけやき総合管理と連携をし、空き家問題の解消を目指した企画の提案と取

り組みを進めた。これは、学生が具体的なターゲットを想定し、その対象に価値を伝えるプロセスを通じて

マーケティングを実践するもので、実際にそのアイデアを形にして部屋を売り出す「ホームステージング」

を行った。また、住空間のすべてのことに対して取り組みを進める株式会社七保と合同会社幸星と連携をし、

本学部が協力する中で、企業の持つ課題解決に向けたビジネスコンテストを開催した。ビジネスコンテスト

の入賞者（本学部学生）は、主催企業と連携して自らのアイデア実現に向けた取り組みを進めている。さら

に、地域の観光業者である富士観光開発と連携をして、「富士眺望の湯ゆらり」の収益増加の策を考え企画

提案会を実施し、企業側がアイデアを取り入れるなど、若者の視点の提供を進めている。さらに、電溶工業

株式会社との連携では、企業が抱えている課題を解決するべく、輸出入業務の手順書および専門用語集を作

成するなど、企業の課題に的確に対応する実践的な活動を展開している。 

また、ヴァンフォーレ甲府からのホームゲーム時のイベント企画運営の委託事業として、オンラインでの

選手とサポーターとの交流企画、ヴァンフォーレ甲府のホームゲームにおいてブラインドサッカー体験イベ

ントを行った。【経-A-2-1】【経-A-2-2】【経-A-2-3】【経-A-2-4】【経-A-2-5】【経-A-2-6】【経-A-2-7】

【経-A-2-8】【経-A-2-9】 

行政との連携を強化しており、今年度は笛吹市との包括協定を活用し、主に情報発信の分野にて、本学の

持つ知見、人的資源を活用した取り組みを協働で進めるなど、地域課題解決に向けた多様な取り組みを進め

ている。また、甲府市においても、若者の視点からの情報発信を積極的に進めている。【経-A-2-10】 

地域活性化に係る取り組みでは、山梨県、甲府市や県内の市町村、県内商工会等各種団体、株式会社 JTB

等との連携により、山梨県内の観光課題、地域振興課題についての認識の共有をはかり、魅力的な観光地の

醸成や効果的な交通手段の確保に向けた取り組みを進めている。また、実際に各種団体と協働してツアー案

を策定し、ツアーを実施するなど、地域の実情の即した具体的な地域振興策、観光推進策を展開している。
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【経-A-2-11】 

また、甲州天空かぼちゃ祭りの開催に関わった。これは、本学経営学部の他に、NPO 法人甲州元気村、JR

東日本、山梨県教育委員会、甲州市市役所、山梨県立塩山高校、山梨学院短期大学食物栄養科等と連携をし

て、地域の名産の価値を高めるイベントとして実施をした。コロナ禍で県内のイベントが中止となる中で、

地域住民及び地域の子供たちが楽しめる場を提供すべく、本学部の学生が運営にまで関わり開催したイベン

トである。【経-A-2-12】 

学生にとっては地域社会や企業が持つ課題の解決に向けた多くの手法を学べ、そしてアイデアやマネジメ

ントを実践できる学習の場となっている。また同時に、地域社会に向けては地域社会での課題の共有を図り、

本学部の持つ専門知識、ノウハウ、新規のアイデア、人的資源の提供を行っている。 

 

<健康栄養学部> 

①学部の教育目的である、地域社会の食生活と健康の向上に貢献する資質を養うために、地域の課題に対

応した健康増進・食育推進・農業振興に関わる活動を遂行する能力や、専門性を課題解決に向けた具体的な

提案に展開できる能力の育成を目指して、地域での実践活動に繋がる教科目を設定している。 

具体的には、専門教育科目の中に地域連携科目「やまなしの食」「地域の食と栄養活動実習Ⅰ（地域農畜

産物活用）」「地域の食と栄養活動実習Ⅱ（地域食育活動）」「地域の食と健康総合演習」の 4科目を配置

し、必修科目としている。 

「やまなしの食」では山梨県内の地域における食資源についての知識を習得し、「地域の食と栄養活動実

習Ⅰ（地域農畜産物活用）」でそれらを有効活用（加工食品の開発と料理への利用）するための創造力を育

んでいる【健-A-2-①-1】【健-A-2-①-2】。しかしながら、2020年度は、新型コロナウイルス対策による緊

急事態宣言下、食品開発の基礎となる前期「食品加工学実習」がオンライン授業とした他、食材の選定・入

手が困難な状況となった。そこで、後期の「地域の食と栄養活動実習Ⅰ（地域農畜産物活用）」の授業では、

学生の食品製造実施力の力量不足を踏まえ、地域食材に限定せずに授業を実施した。 

「地域の食と栄養活動実習Ⅱ（地域食育活動）」では、食生活や健康の課題を抽出し、集団を対象とした

講座開催の企画・立案、教育教材の作成を行った。本年度は新型コロナ感染症への対応として、山梨県と連

携した公開講座等の実施は見送ったが、例年よりも教育対象の年代を広げて学生個々の実践力の育成に努め

た。また、教材を各自 2種類作成し、模擬授業を各自が 2回 ZOOM により行うことで、個々の教育計画力とプ

レゼンテーション力の育成を図った【健-A-2-①-3-1～5】。 

「地域の食と健康総合演習」では、公衆栄養学担当教員と臨床栄養学担当教員とによるオムニバス形式の

メリットを生かし、県民栄養調査データ分析および地域高齢者の低栄養予防についての実践力を養った。

2020年度はオンラインでの授業実施となったが、予め関連資料や栄養補助食品を配布しておき、媒体作成お

よび実食や食品使用の適否について評価をリモートで行うなど、オンライン授業であっても例年と同様の演

習が行えるよう工夫した【健-A-2-①-4-1～2】。 

②健康栄養学部では、研究を通じた地域貢献・連携として、食品の有効活用に関わる研究を推進し、地域

発展に貢献することを目的として、農業や食産業従事者と山梨県との産学官連携による研究を行っている。 

「県内果実を使用した加工食品開発」では、「すもも（太陽）濃縮ペーストを用いた加工食品の開発と品

質評価」の継続研究を進め、地域食材の新たな用途開発を進めた。今年度もその成果を日本食品保蔵科学会

第 69回大会（令和 2年（2020）年 6月）において口頭発表を行う予定であっったがった、新型コロナウイル

ス対策による緊急事態宣言下で学会開催が中止のため、要旨の提出と受理をもって口頭発表の代替となった。

【健-A-2-②-1】。 

この他、研究を通じた地域貢献・連携の一つとして、県民の健康の維持増進を図るとともに、医療費の抑

制をはじめとする行財政の健全化に貢献することを目的として、山梨県行政、学校及び県内で活躍する管理

栄養士、栄養士等との連携により、食と健康に関わる研究に取り組んでいる。 

平成 26 年度に実施した県民栄養調査結果をもとに、山梨県よりデータ使用の許可を得て新たに解析した

結果を、山梨県栄養士会学術研究会で口頭発表を行い、県民の健康・食生活に関する課題について、専門職

への周知を図った【健-A-2-②-2】【健-A-2-②-3-1～2】。令和 2（2020）年度には、「第 4次やまなし食育

推進計画」（令和 3（2021）年度から 5年間）の策定作業に学識経験者として教員が参画し協力した【健-A-

2-②-4】。 

甲府市においては「甲府市リスクコミュニケーター養成事業」が、令和元（2019）年度に引き続き、第二

期の事業として令和 2（2020）年 9 月から実施された。新型コロナウイルス対策により、参加者を昨年度の

半分の 10名までとし、一期同様全 13 回中 12回において、教員が講座講師、ファシリテーターとし参加・協

力を行った【健-A-2-②-5-1～2】。また、平成 30（2018）年度より第 3次甲府市食育推進計画に教員が検討

委員として策定にかかわり、令和 2（2020）年度においては食育推進の取り組み状況についての検討に協力

した【健-A-2-②-6】。 

③山梨県の産業の特色には、農業を中心とする第１次産業があり、農業産出額は、果実が約 60％と最も高
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く、野菜が約 13％と続く。それらの生産を維持していくことは、食文化の発展、食料自給率の向上、生産者

人口の確保等において重要である。本学部では開設時から農業労働に従事し、地域の農畜産物の活用を通じ

て食産業を振興しようとする意欲を持った人たちからなる地域団体と協働し、地域貢献・連携を行っている。

これまでに「山梨総合研究所」の協力により「フルーツ大使」の制度が設けられており、本学部の学生約 200

人がボランティアメンバーとして所属している。令和元年度まで、八代地区都市農村交流推進協議会の要請

を受けて、1 年生を中心に農業支援に特化した活動を行った。現地圃場実習（桃、ブドウの管理作業等）に

参加することで、地域産果物の生産を支援するとともに、管理栄養士を目指す上で必要な生産の現状を理解・

体験する機会を得た。しかしながら、2020年度は、新型コロナウイルス対策による緊急事態宣言下で中止の

ため実施できなかった。 

④地域貢献・連携事業の実施計画及びその成果は、本学部のホームページに随時掲載し、地域への情報発

信に努めている。ホームページ上に掲載した「地域の食と栄養活動実習Ⅰ（地域農畜産物活用）加工食品報

告書」および「地域の食と栄養活動実習Ⅱ（地域食育活動）」において作成した資料や過去に開催したテキ

ストは、市町村栄養士が行う栄養教育や食生活改善推進員の活動、また栄養士会が行う県民を対象としたイ

ベントにおいて活用されている。成果が広く伝わることは、学生の地域貢献の意識・意欲の向上に繋がって

いる。 

 

<スポーツ科学部> 

本学部の地域貢献・連携活動としては、以下の活動が挙げられる。 

①本学部の教員は、所属する競技団体の一員としての活動あるいは外部講師を務めるなど、様々な活動

を通して教育における地域貢献・連携を行っている。【ISS-A-2-1】 

②スポーツ科学部が中心となって締結した本学とフランス・リヨン第一大学との大学間交流協定に基づ

き、2019（令和元）年度から「ラグビーワールドカップ 2019及び東京オリンピック・パラリンピック競技大

会におけるフランス代表チームキャンプ地における地域社会へのインパクト」についての資料を得るため、

住民のスポーツの実施状況等に関する調査（山梨学院大学とリヨン第一大学との共同研究）を行っている。

その際、富士吉田市、富士河口湖町、西桂町と連携して調査を実施し、当該研究の第二報を当該 3自治体に

フィードバックした。【ISS-A-2-2】また、2020（令和 2）年度（12～3 月）は、上述した 3 市町及び当該 3

市町の教育委員会、山梨県教育委員会、当該 3 市町内の公立高等学校への協力依頼を通じて、2021 年に延

期された東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会前の調査として、当該 3 市町内の小学校・中学

校・高等学校の児童生徒にアンケート調査を行った。【ISS-A-2-3】 

③2020（令和 2）年度は、新たに富士河口湖町、株式会社 VC長野クリエイトスポーツ、甲府城西高校と連

携協定を締結し、それぞれの協定内容に基づく活動を当該団体との協働により実施した。また、公益財団

法人東京オリンピック・パラリンピック組織委員会からの依頼に基づき、本学カレッジスポーツセンター

とも連携し、次年度開催予定のパラリンピック競技大会のサポートボランティアの募集を行った。さらに、

Sport in Life コンソーシアムへの加盟、公益財団法人日本ゲートボール連合と本学部との連携に関する打

合せ、一般財団法人アスリートフラッグ財団（営業代行：株式会社ミクシィ）と本学カレッジスポーツセン

ターとの地域住民による学生アスリートへの支援に関する打合せ、山梨県スポーツ協会広域スポーツセン

ターとの地域スポーツ振興に関する意見交換等を行い、当該団体との協働による今後の具体的な地域貢献

活動について検討した。 

加えて、2019（令和元）年度から継続して実施している取り組みとして、YBS山梨放送との協働による YBS

スポーツクリニック（地域住民に向けたスポーツの科学的知見を提供する TV放送）を実施するとともに、株

式会社サマンサタバサジャパンリミテッド、大東文化大学、日本女子体育大学との連携協力に関する協定

書に基づき、本学カレッジスポーツセンターの協力も得ながら、女性学生アスリートを対象とした WEBメイ

ク・ファッション講座を開催した（本学からは約 150名の学生が参加）。さらに、日本ロレアル株式会社メ

イベリンニューヨークの「環境負荷低減の取り組み」の一環に連携する形で、スポーツ科学部女性学生等に

メイク製品を提供した。 

その他、新型コロナウイルス感染症の流行により 2020（令和 2）年度は具体的な取り組みを実施すること

ができなかったが、昨年度まで実施していた次の活動については、次年度以降も継続していくこととして

いる。(1)山梨県内のプロ・サッカークラブであるヴァンフォーレ甲府との連携による子どもを対象とした

キャンプ活動や学生企画のスポーツイベントの開催、(2)日刊スポーツ新聞社、富士河口湖町、山梨陸上競

技協会、一般財団法人アールビーズスポーツ財団が主催する「富士山マラソン」への学生ボランティア派遣、

(3)「さかおり倶楽部」が開催する「ゴミゼロクリーン作戦」及び「年の瀬クリーン作戦」（地域の清掃活動）

への学生派遣（「スポーツ基礎演習」及び「スポーツキャリア形成」の授業の一環として実施）、(4) 株式会

社シミズオクトと覚書を交わしている「第 32回オリンピック競技大会及び東京 2020パラリンピック競技大

会の現場体験」（東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会への本学学生の派遣）、 (5)本学部の「水

辺実習」を契機とした身延町との連携に関する検討、(6)山中湖村及び富士吉田市との連携に関する検討。
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【ISS-A-2-4】 

④本学部では学部のホームページ及び公式ツイッター、学生広報部によるツイッター及び Instagram を通

して各種情報を発信している。【ISS-A-2-5】【ISS-A-2-6】【ISS-A-2-7】【ISS-A-2-8】また、「研究紀要委員

会」において、紀要（スポーツ科学研究）を作成し、データを公開した。【ISS-A-2-9】さらに、本学部の専

門科目である「生涯スポーツサポート演習 4（高齢者スポーツ）」において、株式会社日本ネットワークサー

ビス（NNS社）の協力を得て、学生自身が考えた高齢者向けの運動を収録・編集し、テレビ放映した。【ISS-

A-2-10】同様に、本学部の専門科目である「生涯スポーツ演習 8（スポーツメディア論）」の授業の一環とし

て、本学部の学生が FM甲府のラジオ番組「YGUステューデントラジオプルシアンブルー」を通して地域に密

着した情報の発信を行った。【ISS-A-2-11】その他、アスフィール株式会社に一部協力を得ながら、本学部

の教員と学生が、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言で休校になった児童・生徒のために、自

宅でできる運動プログラムを YouTube チャンネルを通じて公開した。【ISS-A-2-12】 

 

<国際リベラルアーツ学部> 

国際リベラルアーツ学部では、10月より複数回にわたり高校生を対象とした無料の英会話クラス English 

Practice Clubをインターネット上で開催し、学部所属のアメリカ人教員、留学生、日本人学生と英会話を

練習する機会を提供した。感染拡大防止の観点から多くの高校が国際交流の機会を失ったり減少させる中、

参加した高校生には新しい形の国際理解教育の形を提案する試みとなった。【iCLA-A-2-1】【iCLA-A-2-2】ま

た、山梨県観光振興課による「飲食店等多言語対応環境整備事業業」、「県内観光資源多言語案内加速化事業」、

「やまなし観光 MａａS 整備事業」では、本学部副学部長が委託業者選定のため審査員団に加わり、地域の

観光事業の国際化と振興に貢献をした。【iCLA-A-2-3】【iCLA-A-2-4】【iCLA-A-2-5】 

 

〈ローカル･ガバナンス研究センター〉 

ローカル・ガバナンス研究センターでは、県民、自治体職員、議会議員等からなる市民学会である「ロー

カル・ガバナンス学会」を主宰している。 

この学会は、地域に根ざした実践的な公共政策の研究や会員相互の交流をとおし、地域における研究活動

の促進と自治体の政策形成の支援を図ることにより、地域自治の発展に寄与することを目的とし、定期的に

研究会を開催している。本年度は、7 月 4 日(土)に「緊急事態における自治体・議会の役割を考える」をテ

ーマとする研究会を開催し、20名が参加した。 

 

〈学生センター〉  

 本学の校章である「梶の葉」にかかわりのある七夕の日に、学生・教職員・近隣住民がキャンパスに集い、

ともに初夏の夕べを楽しく過ごすための機会として「アルテア七夕まつり」が、平成 15（2003）年以来、毎

年 7月の第 1金曜日に開催されている（本年度はコロナ禍のため中止）。  

 運営主体は、「学生センター」であるが、市内の多くの商業施設等に開催告知ポスターの掲示をお願いして

おり、近隣住民への事前告知には協力をいただいている。また、当日は、学外からも多くの企業・団体が模

擬店の出店や催しの企画に参加し、大学の関係者だけでなく、系列校の園児・児童・生徒そして近隣の住民

も数多く来場する毎年恒例の地域に根差した活気のあるイベントとして定着し、地域の活性化に貢献してい

る。 

 

〈就職･キャリアセンター〉 

 「就職・キャリアセンター」では、株式会社山梨中央銀行との包括的業務連携に関する協定書に基づき、

学修成果の中身や学修成果に関する情報について、産業界等と協議すべく、2019年 9月、同行を副学長、経

営学部長と共に訪問し、①山梨学院大学・学生の学修について、②山梨中央銀行様の新卒採用について、③

新卒採用プロセスにおける学生と企業の“学修”に関するコミュニケーションについて、同行・人事部と意

見交換を行っている。 

 

〈パブリシティセンター〉 

 本学では、近くにある「酒折宮」がわが国の「連歌の発祥の地」とされていることから、平成 10（1998）

年に地域文化の創造と全国への発信の活動として「酒折連歌賞」を創設した。「酒折連歌賞」は、本学と「酒

折連歌賞実行委員会」が主催し、事務局は法人本部「パブリシティセンター」内に設置している。 

「酒折連歌賞」は、選考委員の作る問いの片歌 5・7・7 に対し、応募者が、5・7・7 で答えの片歌を作り応

募するという文学形態上からみても全国初の珍しい文学賞である。「酒折連歌賞」には、平成 19（2007）年

度の第 9 回大会から文部科学省より大賞者 1 人に文部科学大臣賞が、平成 22（2010）年度の第 12 回大会か

らは佳作 3人に山梨県知事賞、山梨県教育委員会教育長賞、甲府市長賞が授与されている。 

 他方で、近年は小・中・高校生の応募が約 7 割を占めることから、平成 26（2014）年度の第 16 回大会よ
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り小・中・高校生への入賞機会向上のため、新たに「一般部門」と「アルテア部門（小・中・高校生の作品

を対象とする）」を設け、それぞれの大賞に文部科学大臣賞を授与することとなった。2020 年度の第 22 回

大会においては 45,915句の応募があった。 

 

〈カレッジスポーツセンター〉 

 カレッジスポーツセンターは、設立当時から地域へ指導者の派遣、地域スポーツとの連携、スポーツ教室

の開催、スポーツ情報の発信等を行っている。平成 21（2009）年には日本プロサッカーリーグ（J リーグ）

加盟クラブの「ヴァンフォーレ甲府（株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ）」と業務提携を結び、指

導者養成、コーチ派遣、講師派遣、学生の派遣等の取組みを実施している。 

 総じて、カレジスポーツセンターでは保有する国際規格の競技施設の貸与やセンターに所属する教員は教

育研究者であると同時に第一線で活躍する競技指導者でもあることから、有する知見や指導力などの教育研

究財産も併せて広く社会に提供・還元・共有する取り組みを積極に実施してきた。 

 

 <生涯学習センター> 

①教育における地域貢献・連携(生涯学習活動支援のための事業) 

 2020年度には、本センターの主催(共同主催を含む)によるプログラムを12件（延べ50回）（予定を含む）、

学内の他部署あるいは学外の組織･団体との共催によるプログラムを2件（延べ3回）（予定を含む）、学内の他

部署あるいは学外の組織･団体の主催に対して協力的に関わるプログラムを3件（延べ25回）、それぞれ実施し

た。これらのプログラムによって実施される講座は計17件（延べ78回）（予定を含む）で、その講師役として、

本学の教員が12名（大学10；短大2名；延べ24名）登壇したほか、テーマによっては学外の識者・研究者も招

くなどして、内容が豊かなものとなるよう努めている。【生涯-A-2-1】 

 実施形態は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、従来どおりの方法で実施することが難しく、

テレビ会議システム(Zoom)を用いてリモート方式で行なったり、対面型にするとしても人数を制限して開催

したりという対応になった。1プログラムの構成回数は、3回から5回のものが多いが、単発のものもあれば7

回から成るものもある。開催時間に関しては、社会人が受講しやすいよう、平日の夜間、あるいは土曜の午

前中に開講することを基本としている。当センターの所管する講座で、本学内で開催するものに関しては、

参加者の満足度等を尋ねる事後アンケートを実施し、業務状況の点検と企画の参考のための資料としている。 

 １回あたりの受講者数は、質疑・意見交換を重視した講座、講義中心の講座、学内のホールで行うイベン

トなど、プログラムによって区々であるが、コロナ禍の影響もあって、例年より少ない概ね10～30名規模の

受講者数でもって運営される場合が多かった。詳しい参加者数については、年度末に刊行される『山梨学院

の生涯学習 2020年度』を参照されたい。【生涯-A-1-1】 

 ちなみに、本センターの代表的な講座である「やまなし学研究」の場合、今年度も前期7回、後期7回開催

された。質疑・意見交換を重視するプログラムで、「山梨の食の歴史」をテーマとした前期は延べ160名、「山

梨の農業と食」をテーマとした後期は延べ221名の受講者が参加した。なお、この「やまなし学研究」につい

ては、学部教育にも利用されており（総合基礎教育科目2単位）、本年度は6名の学生が登録し、地域の社会人

と共に学んでいた。 

 また、平成20（2008）年から始まった「山梨学院ワイン講座」は、本学が立地する山梨県の主要地場産業

であるワインについて、知的・体験的に理解することを促す内容で、地域のワイン関係者の協力を得ながら

本年度も実施された。今年度は、コロナ禍の影響により実施できなかった2019年度特別編を「特別編

2019/2020」として前期に実施し（テーマは「山梨の水と食―水と料理と酒の美味しい関係を探る―」）、延べ

26人が参加した。また後期には、従来4回シリーズで実施してきた「本編」を単発のイベントとして実施し（テ

ーマは「いま共に考える、暮らしのこと、時代のこと、そして山梨ワインのこと」）、11人が参加した。 

 

②研究を通じた地域貢献・連携 

 ⅰ)山梨社会的養護研究会 

  平成18（2006）年度から平成25（2013）年度までの間、当センターには地域福祉の調査研究および福祉施

設の第三者評価事業に関する業務を主務とする専門部（地域福祉研究部）が置かれ、保育所第三者評価に関

する業務を主としつつ、児童家庭福祉分野の社会的養護に関する情報交換や事例研究も行っていた。平成25

（2013）年度末をもって諸事情により当該部は廃止されたが、当センターとして引き続き社会的養護に関す

る調査研究等は積極的に継続してゆくべきとの判断のもと、地域福祉研究部がサポートする形で開催されて

いた「山梨社会的養護研究会」の活動を、改めてセンター所管の研究活動として引き継ぐこととなったが、

その後、2017年度からは短大地域連携研究センターの所管となり、現在、当センターはこれに共催として関

わっている。その主たる活動内容は1)児童家庭福祉における社会的養護についての理念理解と本県の社会的

養護の充実への寄与、2）社会的養護関係施設と保育士養成校の相互理解、3) 社会貢献ができる保育士養成

の充実に向けた施設現場との交流、これらに関わる調査研究・情報交換・企画立案である。 
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現状では担当の生涯学習センター研究員1名（短大教員）と6名の調査協力員(短大教員2名、学外有識者・

専門家4名)が参加している。この研究会活動の延長として2016年度まで当センターの主催で行われてきた

「山梨社会的養護フォーラム」は、2017年度から短期大学地域連携研究センターが主催することとなり、当

センターは共催として関わることとなった。今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、

年度後半の11月20日、12月22日、1月26日、3月2日の4回研究会を開催した。本研究会では、2022年度に山梨

県で山梨学院大学を会場に開催される全国里親大会において発表すべく「共働き里親」の現状調査に向け議

論を行った。 

 ⅱ)学術報告会 

 諸事情により、開催は見送った。 

 

③地域住民・地域団体等との協働による地域貢献・連携 

○他大学との提携・協力 

 同一法人の下にある山梨学院大学と山梨学院短期大学は、当センターの運営に関してはそれぞれから運営

委員が選出され、共にセンターを支え合う努力が実現されている。本年度は、同短大地域連携研究センター

による「社会的養護研究会」の活動に本センターが共催として携わったほか、「ワイン講座」「英語でワーク

ショップ」「日本文化ワークショップ」などで短大教員が運営協力した。 

 平成19（2007）年度より山梨県内の大学・短期大学で構成するNPO法人「大学コンソーシアムやまなし」の

もとで行われてきた「県民コミュニティーカレッジ事業」関連の講座は、今年度は開催されなかったが、こ

の枠組を通して他大学の生涯学習事業と情報共有することは続いている。 

 ○企業との提携・協力 

 本学キャンパス内には、コミュニティＦＭ局「エフエム甲府」があり、生涯学習センターは『生涯学習の

時間』という約30分の番組枠を受け持ち、その企画・編成とスタジオ収録時間の調整に当たっている。出演

者は本学関係者だけに限らず、他大学や企業、地域団体等にも積極的に呼びかけ、提携を図っている。キャ

ンパス内にコミュニティＦＭ放送局を擁する大学は全国的にも珍しく、この連携は本学の特色の一つである。 

 また、「山梨学院ワイン講座」「日本文化ワークショップ」「ビジネススクール」などに関して、笹本環境オ

フィス株式会社、株式会社寛松能、山梨中央銀行、等々多くの企業から企画、講師派遣、運営などの協力を

頂く機会が多々あった。 

○自治体・地域団体等との連携・協力による公開講座の企画・実施 

その他、自治体や地域団体等との連携・協力により、以下のような事業を行なった： 

 ・山の日制定記念事業2019「第5回 やまなし登山基礎講座」（日本山岳会山梨支部と 

  共同主催で本年度はスポーツ科学部の協力を得た） 

 ・酒折連歌の会（酒折連歌の会への協力） 

 ・「山梨文芸協会 文芸講座」（山梨文芸協会講演会への協力） など 

  ○社会教育主事養成課程の運営支援における地域自治体との協力関係 

 当センターは、本学法学部政治行政学科に置かれた社会教育主事養成課程の運営を支援することも業務の

一つとなっており（生涯学習センター規程第3条(5)）、特に履修者の実習先の確保および当該組織との連絡調

整がその主たる業務となっている。本年度は、山梨県立男女共同参画推進センターに1名、山梨県立青少年セ

ンターに1名、笛吹市教育委員会に2名の実習生を受け入れていただいた。 

 当センターの他の事業とは異なり、この社会教育実習に関する協力関係は、先方から実習機会の提供を頂

く形で、本学側が恩恵に浴する立場にある。毎年、実習を終えた学生の報告書には、大変良い経験をした旨

の感想が多く、本学と地域社会をつなぐ貴重な回路の一つとして機能している。 

 

④情報発信等を通じた地域貢献・連携 

○生涯学習に関する研究・調査や研究紀要・研究活動の報告書の刊行 

 センターの事業及び研究の結果・成果を記録し公表するために、『山梨学院の生涯学習』、『大学改革と生涯

学習』(山梨学院生涯学習センター紀要)、『山梨学院生涯学習センター研究報告』の3誌を発行している。紀

要は今年度が第25号となる。不定期刊行の『研究報告』は、今年度は第35輯（「やまなし学研究2016の記録」）

を発刊する予定。このうち、紀要（『大学改革と生涯学習』）については、2015年10月より「山梨学院リポジ

トリ」により論文のPDFファイルを学外からも閲覧できる環境となっている。 

○コミュニティ放送局「エフエム甲府」との連携による情報発信 

 既述のとおり、エフエム甲府の『生涯学習の時間』（第1・3火曜日・再放送第1・3木曜日、年間24週枠）の

制作に関し、当センターが内容編成や日程調整を行っている。本学の教員をはじめ、他大学や学外の有識者、

自治体職員、市民など外部からの協力も得ながら、生涯学習に関連する様々な内容を取り上げ、聴取者の知

的要求に応えうる番組編成を目指している。 

 この『生涯学習の時間』は、時宜に適った公共的なテーマ、アカデミックな関心を喚起する内容のものな
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どを取り入れ、全体として良質な情報提供番組として運営できていると評価できる。 

○ウェブでの発信等 

 センターのホームページ(http://www.ygu.ac.jp/learning/)において講座・イベントに関する情報を掲載

すると同時に、TwitterやFacebookによる情報発信も行っている。また、平成28（2016）年度第4回からは、

エフエム甲府のサイト(http:// www.fm-kofu.co.jp/program/ jikan/)において、 上記の「生涯学習の時間」

のバックナンバーを放送終了後3ヶ月程度、視聴できるようになっている。。 

○資料収集・展示等 

 生涯学習センターの事務スペースに隣接する位置に図書コーナーが設置され、生涯学習・社会教育に関す

る専門書、人文社会科学系の専門書、一般図書、生涯学習関連機関の紀要・報告書等が保管されている。 

 このうち、図書(登録書籍)は、2021年1月現在で5642冊を所蔵しており、これ以外にも未整理の書籍、雑誌、

報告書、資料類が多数ある。登録書籍については、貸し出しにも応じているが、利用実績は低い。 

○生涯学習センター関連施設の開放 

 生涯学習センターが所管する施設は、50周年記念館(『クリスタルタワー』)5階の事務室、図書スペース、

会議室、演習室と、6階の講義室となる。 

 このうち、6階の講義室は単発の講座や集会に貸し出され、また5階の会議室、演習室も学内外の会議・催

事の場として利用される。今年度の貸し出し実績は、次のとおりである【生涯-A-2-2】： 

6階講義室：計71回(オンライン授業、他) 

5階会議室：計24回 (大学コンソーシアムやまなし、他) 

 

<孔子学院> 

「孔子学院中国語講座」として、前期にはホームページを介した「１日１フレーズ mainichi 中国語 100 

句」を実施したほか、10月 3日から 12月 19日の間、「すぐ話せる中国語集中講座」等を開催し、19人が

受講した。また、中国語を母語としない方を対象とする「中国語作文」コンテストも実施した。 

 <国際交流センター> 

 本センターは、本学のグローバル化の推進および本学で学ぶ留学生への生活支援を目的として設けられた

もので、地域連携・地域貢献に直接関わる部署ではないが、生涯学習センターや孔子学院の実施する事業へ

の協力・協働をとおして、連携・貢献の機能も果たしている。本年度は、「英語でワークショップ」(10月22

日～11月19日)に共催として参画した。 

 

（3）A－2の改善・向上方策（将来計画） 

「教育における地域貢献・連携」に関しては、本学全体としては地域社会と結びついた多様な教育活動が

展開されているものの、専門分野の特性もあるためか、依然として組織的取り組みが不十分な部署もあり、

その部署においては地域貢献・連携に関する体制と方向性について引き続き検討する。 

また、附設センターと学部・学科の協働、または附設センター間の協働による事業やプログラムは、コロ

ナ禍の影響もあって例年ほどには実施できず、来年度は回復・活性化を図る。 

「研究を通じた地域貢献・連携」及び「地域住民・地域団体等との協働による地域貢献・連携」に関して

は、専門の附属研究機関（センター等）が積極的に取り組んでいるが、各学部・学科として独自の事業や、

学部・学科と附属研究機関の協働による研究活動の可能性や、また、地域をフィールドとする教職員の研究・

社会活動を支援する枠組みについて、引き続き検討する。 

「情報発信を通じた地域貢献・連携」に関しては、本学の教員による学術活動の研究成果や教育実践を周

知する努力が試みられているものの、まだ改善の余地があるため、より効果的な在り方や方法について引き

続き検討する。 

また、「教育」「研究」「情報発信」に関して、既に協働・協力関係にある他大学、公的機関、NPO、企業と

ともに、より質の高いプログラムの企画や新たな連携方法を検討・開発する。とりわけ、本年度から始まっ

た「ビジネススクール」の提携先銀行や、山梨県の公共政策に関する研究開発に取り組み地元のシンクタン

クとの提携・協働を強化する。 

 

［基準 Aの自己評価］ 

大学全体として、地域社会との結びつきと地域社会に貢献する人材の育成を重視しており、多くの学内部

署で地域開放の仕組みを設けたり、地域貢献・連携に資する専門の附属研究機関（センター等）を附置する

など、地域貢献・連携の体制も整備できている。今後の県内他大学との連携の在り方およびそのための学内

体制については、学内の分掌変更や組織再編に一層取り組む。 

地域貢献・連携の具体的内容に関して、全体としては「①教育」、「②研究」、「③地域住民・地域団体との

協働」、「④情報発信」の、それぞれの項目に関して活発に取り組むことができている。項目によっては、各

学部・学科としての取組みに改善の余地が認められるものや、より良い在り方や方法を探るべきものもある
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が、大学全体としては様々な取組みが行われており、基準を満たしているといえる。依然として取組み例が

乏しい部署は、専門性ゆえに対応が難しい面もあるが、可能な限りの改善に取り組む一方、既に積極的に取

り組めている部署は、より一層の連携・貢献が有意義に展開するよう努める。 

 

 

Ⅴ．特記事項 

記載事項なし 

 

Ⅵ．法令等の遵守状況一覧 

 

学校教育法 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 83条 ○ 大学学則第 1条に規定のうえ、遵守している。 1-1 

第 85条 ○ 大学学則第 2条に規定のうえ、遵守している。 1-2 

第 87条 ○ 大学学則第 4条に規定のうえ、遵守している。 3-2 

第 88条 ○ 大学学則第 25条に規定のうえ、遵守している。 3-2 

第 89条 － 該当なし。 3-2 

第 90条 ○ 大学学則第 24条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 92条 ○ 
大学学則第 44条、第 45条、第 45条の 2、第 45条の 3、第 46条、第 47条、第 48

条に規定のうえ、遵守している。 
3-2、4-1、4-2 

第 93条 ○ 
大学学則第 49条、第 50条、第 51条、第 52条、第 53条に規定のうえ、遵守して

いる。 
4-1 

第 104条  大学学則第 22条、学位規則第 2条第 1号に規定のうえ、遵守している。 3-1 

第 105条  
大学学則第 70 条、履修証明プログラムに関する規程に規定のうえ、遵守してい

る。 
3-1 

第 108条 － 該当なし。 2-1 

第 109条   6-2 

第 113条 ○ 大学学則第 2条の 4に規定のうえ、遵守している。 3-2 

第 114条 ○ 大学学則第 48条に規定のうえ、遵守している。 4-1、4-3 

第 122条 ○ 大学学則第 25条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 132条 ○ 大学学則第 25条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

 

学校教育法施行規則 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 4条 ○ 大学学則に各項目ごとに規定のうえ、遵守している。 3-1、3-2 

第 24条 ○ 学校教育法施行令第 31条に則り適切に作成し、遵守している。 3-2 

第 26条 

第 5項 
○ 大学学則第 41条、第 43条に規定のうえ、遵守している。 4-1 

第 28条 ○ 同施行規則同条に則り適切に備え付け、遵守している。 3-2 

第 143条 ○ 大学学則第 50条、第 52条に規定のうえ、遵守している。 4-1 

第 146条 ○ 大学学則第４条に規定のうえ、遵守している。 3-1 

第 147条 ○ 大学学則第 22条、学位規則第 2条第 1号に規定のうえ、遵守している。 3-1 

第 148条 － 該当なし 3-1 

第 149条 － 該当なし 3-1 

第 150条 ○ 大学学則第 24条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 151条 ○ 大学学則第 24条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 152条 ○ 大学学則第 24条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 153条 ○ 大学学則第 24条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 154条 ○ 大学学則第 24条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 161条 ○ 大学学則第 25条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 162条 ○ 大学学則第 25条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 163条 ○ 大学学則第 5条に規定のうえ、遵守している。 3-2 
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第 164条 ○ 
大学学則第 70 条、履修証明プログラムに関する規程に規定のうえ、遵守してい

る。 
3-1 

第 165条の 2 ○ 大学学則第 2条の 3に規定のうえ、遵守している。 

1-2、2-1、3-1、3-

2 

6-3 

第 166条   6-2 

第 172条の 2 ○ 大学学則第 2条の 4に規定のうえ、遵守している。 

1-2、2-1、3-1、3-

2 

5-1 

第 173条 ○ 大学学則第 21条第 2項に規定のうえ、遵守している。 3-1 

第 178条 ○ 大学学則第 25条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 186条 ○ 大学学則第 25条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

 

大学設置基準 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1条 ○ 大学学則として必要事項を定め、遵守している。 6-2、6-3 

第 2条 ○ 大学学則第 2条に規定のうえ、遵守している。 1-1、1-2 

第 2条の 2 ○ 大学学則第 50条第 2項第 1号に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 2条の 3 ○ 大学学則第 48条の 2に規定のうえ、遵守している。 2-2 

第 3条 ○ 大学学則第 2条に規定のうえ、遵守している。 1-2 

第 4条 ○ 大学学則第 2条に規定のうえ、遵守している。 1-2 

第 5条 ○ 学則第 9条第 2項に規定のうえ、遵守している。 1-2 

第 6条 － 該当なし。 1-2、3-2、4-2 

第 7条 ○ 教員組織表の通り配置し、遵守している。 3-2、4-2 

第 10条  エビデンス集（データ編）表 3-1「授業科目の概要」の通り、遵守している。 3-2、4-2 

第 11条 ○ 教員組織表の通り配置し、遵守している。 3-2、4-2 

第 12条 ○ 教員組織表の通り配置し、遵守している。 3-2、4-2 

第 13条 ○ 教員組織表の通り配置し、遵守している。 3-2、4-2 

第 13条の 2 ○ 
大学学則第 54 条、第 55 条、第 55 条の 2、及び学長候補者選考規程を規定のう

え、別に定める学長選考基準に照らし選考を行い、遵守している。 
4-1 

第 14条 ○ 大学設置基準同条を遵守している。 3-2、4-2 

第 15条 ○ 大学設置基準同条を遵守している。 3-2、4-2 

第 16条 ○ 大学設置基準同条を遵守している。 3-2、4-2 

第 16条の 2 ○ 大学設置基準同条を遵守している。 3-2、4-2 

第 17条 ○ 大学設置基準同条を遵守している。 3-2、4-2 

第 18条 ○ 大学学則第 8条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 19条 ○ 大学学則第 9条、同条別表Ⅰに規定のうえ、遵守している。 3-2 

第 20条 ○ 大学学則第 9条、同条別表Ⅰに規定のうえ、遵守している。 3-2 

第 21条 ○ 大学学則第 10条に規定のうえ、遵守している。 3-1 

第 22条 ○ 大学学則第 6条に規定のうえ、遵守している。 3-2 

第 23条 ○ 大学学則第 6条に規定のうえ、遵守している。 3-2 

第 24条 ○ 
「受講者数の適正化」に関する申し合わせ（平成 29年 10月 25日：教務委員会提

案）に基づき、遵守している。 
2-5 

第 25条 ○ 大学学則第 10条に規定のうえ、遵守している。 
2-2 

3-2 

第 25条の 2 ○ 大学学則第 9条の 3に規定のうえシラバスとして明示し、遵守している。 3-1 

第 25条の 3 ○ 大学学則第 9条の 2に規定のうえ、遵守している。 3-2、3-3、4-2 

第 26条 － 該当なし。 3-2 

第 27条 ○ 
大学学則第 19条、及び各学部に適用される履修規程ごとに規定のうえ、遵守して

いる。 
3-1 

第 27条の 2 ○ 
大学学則第 17条、及び各学部に適用される履修規程ごとに規定のうえ、遵守して

いる。 
3-2 

第 28条 ○ 大学学則第 20条の 2に規定のうえ、遵守している。 3-1 

第 29条 ○ 大学学則第 20条の 3に規定のうえ、遵守している。 3-1 
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第 30条 ○ 大学学則第 20条の 4に規定のうえ、遵守している。 3-1 

第 30条の 2 ○ 大学学則第 59条の 4、及び長期履修学生規程に規定のうえ、遵守している。 3-2 

第 31条 ○ 
大学学則第 59条、及び各学部に適用される科目等履修生規程ごとに規定のうえ、

遵守している。 
3-1、3-2 

第 32条 ○ 大学学則第 18条に規定のうえ、遵守している。 3-1 

第 33条 － 該当なし。 3-1 

第 34条 ○ 校地・校舎等配置図の通り、遵守している。 2-5 

第 35条 ○ 校地・校舎等配置図の通り、遵守している。 2-5 

第 36条 ○ 校地・校舎等配置図の通り、遵守している。 2-5 

第 37条 ○ 校地・校舎等配置図の通り、遵守している。 2-5 

第 37条の 2 ○ 校地・校舎等配置図の通り、遵守している。 2-5 

第 38条 ○ エビデンス集（データ編）表 2-11「図書館の開館状況」の通り、遵守している。 2-5 

第 39条 － 該当なし。 2-5 

第 39条の 2 － 該当なし。 2-5 

第 40条 ○ 設置基準に基づき整備のうえ、遵守している。 2-5 

第 40条の 2 － 該当なし。 2-5 

第 40条の 3 ○ 公的研究費の適正な運営・管理体制に関する規程に規定のうえ、遵守している。 2-5、4-4 

第 40条の 4 ○ 寄附行為第 4条第 1号、大学学則第 2条に規定のうえ、遵守している。 1-1 

第 41条 ○ 職員組織表の通り配置し、遵守している。 4-1、4-3 

第 42条 ○ 
大学学則第 58 条に規定のうえ、学生厚生補導委員会規程に基づく委員会を配置

し、遵守している。 
2-4、4-1 

第 42条の 2 ○ 
カリキュラム改革委員会及び就職･キャリアセンターを中核として、遵守してい

る。 
2-3 

第 42条の 3 ○ 大学学則第 48条の 2に規定のうえ、遵守している。 4-3 

第 43条 － 該当なし。 3-2 

第 44条 － 該当なし。 3-1 

第 45条 － 該当なし。 3-1 

第 46条 － 該当なし。 3-2、4-2 

第 47条 － 該当なし。 2-5 

第 48条 － 該当なし。 2-5 

第 49条 － 該当なし。 2-5 

第 57条 － 該当なし 1-2 

第 58条 － 該当なし。 2-5 

第 60条 ○ 設置計画に基づく適切な整備を行い、遵守している。 2-5、3-2、4-2 

 

学位規則 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 2条 ○ 大学学則第 22条、学位規則第 2条第 1号に規定のうえ、遵守している。 3-1 

第 10条 ○ 大学学則第 22条、学位規則第 2条第 1号に規定のうえ、遵守している。 3-1 

第 13条 ○ 大学学則第 22条、学位規則第 2条第 1号に規定のうえ、遵守している。 3-1 

 

学校保健安全法 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 8条 ○ 
大学学則第 58条に規定のうえ、山梨学院の事務組織と事務分掌規程第 5条第 2項

及び第 22条に基づく学生センター学生相談室・保健管理室を配置し、遵守してい

る。 

3-1 

第 9条 ○ 
大学学則第 58条に規定のうえ、山梨学院の事務組織と事務分掌規程第 5条第 2項

及び第 22条に基づく学生センター学生相談室・保健管理室を配置し、遵守してい

る。 

3-1 

 

私立学校法 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 
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第 35条 ○ 
本法人の役員は、寄附行為の定めにより、理事 7 人、監事 2 人で構成しており、

理事会において理事長を選出している。 
5-2、5-3 

第 36条 ○ 

本法人に理事会を置き、理事会は学校法人の業務を決し、理事の職務執行を監督

している。招集は理事長が行い、議長は理事長をもって充てている。理事総数の過

半数の出席がなければ会議を開き、議決をすることはできない。議事は出席理事

の過半数で決している。 

5-2 

第 37条 ○ 
監事は、本法人の業務及び財産状況の監査をし、その状況についての報告書を、毎

会計年度終了後 3 カ月以内に理事会並びに評議員会へ提出している。また、理事

会並びに評議員会に出席し、業務及び財産状況について意見を述べている。 

5-2、5-3 

第 38条 ○ 
本法人の役員（理事 7人、監事人）は、寄附行為等の定めにより適切に選任されて

いる。外部役員は理事 1 人、監事 2 人である。各役員について、その配偶者又は

三親等以内の親族は 1人を超えて含まれていない。 

5-2 

第 39条 ○ 監事は、理事、評議員又は本法人の職員を兼ねていない。 5-2 

第 40条 ○ 
役員の定数の 5 分の 1 をこえて欠けたことはない。理事は、法令及び寄附行為を

遵守し、忠実に職務を行っている。 
5-2 

第 41条 ○ 

本法人に評議員会を置き、評議員は理事の定数の 2倍を超える 15人で組織してい

る。評議員会は理事長が招集している。評議員総数の過半数の出席がなければ議

事を開き、議決をすることはできない。議事は、出席評議員の過半数で決してい

る。 

5-3 

第 42条 ○ 

本法人は、寄附行為の定めにより、諮問事項（（1）予算、（2）事業計画、（3）予算

外の新たな義務の負担又は権利の放棄、（4）寄附行為の変更、（5）合併、（6）目的

たる事業の成功の不能による解散、（7）寄附金品の募集に関する事項、（8）その

他、本法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの）につい

て、理事長があらかじめ評議員会の意見を聞いている。 

5-3 

第 43条 ○ 
寄附行為の定めにより、評議員会は、学校法人の業務若しくは財産の執行状況又

は役員の業務執行の状況について、意見具申等を行っている。 
5-3 

第 44条 ○ 本法法人の評議員（15人）は、寄附行為等の定めにより適切に選任されている。 5-3 

第 45条 ○ 
寄附行為の変更は、文部科学省の認可を受けて施行している。変更後の寄附行為

は遅滞なく文部科学省へ届け出ている。 
5-1 

第 46条 ○ 
決算及び事業の実績について、理事長は、会計年度終了後 3 か月以内に評議員会

に報告、その意見を求めている。 
5-3 

第 47条 ○ 
本法人は、寄附行為等の定めに従い、会計年度終了後 3 カ月以内に財産目録、貸

借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成している。監査報告書も含め、法人本

部へ備え置き、利害関係者から請求があった場合は閲覧に供している。 

5-1 

第 48条 ○ 会計年度は、4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わっている。 5-1 

 

学校教育法（大学院関係） 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 99条 ○ 大学院学則第 1条に規定のうえ、遵守している。 1-1 

第 100条 ○ 大学院学則第 3条、第 4条に規定のうえ、遵守している。 1-2 

第 102条 ○ 大学院学則第 19条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

 

学校教育法施行規則（大学院関係） 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 155条 ○ 大学院学則第 19条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 156条 ○ 大学院学則第 19条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 157条 － 該当なし。 2-1 

第 158条 － 該当なし。 2-1 

第 159条 － 該当なし。 2-1 

第 160条 － 該当なし。 2-1 

 

大学院設置基準 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 1条 ○ 大学院学則として必要事項を定め、遵守している。 6-2、6-3 

第 1条の 2 ○ 大学院学則第 3条に規定のうえ、遵守している。 1-1、1-2 

第 1条の 3 ○ 大学院学則第 21条に規定のうえ、遵守している。 2-1 
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第 1条の 4 ○ 大学学則第 48条の 2に規定のうえ、遵守している。（準用規定） 2-2 

第 2条 ○ 大学院学則第 3条に規定のうえ、遵守している。 1-2 

第 2条の 2 ○ 大学院学則第 4条に規定のうえ、遵守している。 1-2 

第 3条 ○ 大学院学則第 3条に規定のうえ、遵守している。 1-2 

第 4条 － 該当なし。 1-2 

第 5条 ○ 教員組織表の通り配置し、遵守している。 1-2 

第 6条 ○ 大学院学則第 4条に規定のうえ、遵守している。 1-2 

第 7条 ○ 大学院学則第 4条に規定のうえ、遵守している。 1-2 

第 7条の 2 － 該当なし。 1-2、3-2、4-2 

第 7条の 3 － 該当なし。 1-2、3-2、4-2 

第 8条 ○ 教員組織表の通り配置し、遵守している。 3-2、4-2 

第 9条 ○ 教員組織表の通り配置し、遵守している。 3-2、4-2 

第 10条 ○ 大学院学則第 6条に規定のうえ、遵守している。 2-1 

第 11条 ○ 大学学則第 8条、同条別表 1に規定のうえ、遵守している。 3-2 

第 12条 ○ 大学院学則第 7条に規定のうえ、遵守している。 2-2、3-2 

第 13条 ○ 教員組織表の通り配置し、遵守している。 2-2、3-2 

第 14条 － 該当なし。 3-2 

第 14条の 2 ○ 大学院学則第 6条に規定のうえシラバスとして明示し、、遵守している。 3-1 

第 14条の 3 ○ 大学学則第 9条の 2に規定のうえ、遵守している。（準用規定） 3-3、4-2 

第 15条 ○ 大学院学則に必要となる項目ごとに規定のうえ、遵守している。 
2-2、2-5、3-1、3-

2 

第 16条 ○ 
大学院学則第 12条、第 12条の 2、第 13条、第 14条、第 15条に規定のうえ、遵

守している。 
3-1 

第 17条 － 該当なし。 3-1 

第 19条 ○ 校地・校舎等配置図の通り、遵守している。 2-5 

第 20条 ○ 設置基準に基づき整備のうえ、遵守している。 2-5 

第 21条 ○ 設置基準に基づき整備のうえ、遵守している。 2-5 

第 22条 ○ 校地・校舎等配置図の通り、遵守している。 2-5 

第 22条の 2 － 該当なし。 2-5 

第 22条の 3 ○ 設置基準に基づき整備のうえ、遵守している。 2-5、4-4 

第 22条の 4 ○ 大学院学則第 4条に規定のうえ、遵守している。 1-1 

第 23条 － 該当なし。 1-1、1-2 

第 24条 － 該当なし。 2-5 

第 29条 － 該当なし。 2-5 

第 31条 － 該当なし。 3-2 

第 32条 － 該当なし。 3-1 

第 33条 － 該当なし。 3-1 

第 34条 － 該当なし。 2-5 

第 42条 ○ 職員組織表の通り配置し、遵守している。 4-1、4-3 

第 43条 ○ 大学学則第 48条の 2に規定のうえ、遵守している。（準用規定） 4-3 

第 45条 － 該当なし。 1-2 

第 46条 － 該当なし。 
2-5 

4-2 

 

学位規則（大学院関係） 

 
遵守

状況 
遵守状況の説明 

該当 

基準項目 

第 3条 ○ 大学院学則第 15条、学位規則第 2条第 2号に規定のうえ、遵守している。 3-1 

第 4条 － 該当なし。 3-1 

第 5条 ○ 大学院学則第 13条、学位規則第 6条に規定のうえ、遵守している。 3-1 

第 12条 － 該当なし。 3-1 

 
※「遵守状況」の欄に、法令等の遵守の状況を「○」「×」で記載し、該当しない場合は「―」で記載すること。 
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※「遵守状況の説明」は簡潔に記載すること。 
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【資料 2-4-17】 ２０２０こころの健康調査 実施要領（2020年度）  

【資料 2-4-18】 マークシートイメージ（2020年度）  

【資料 2-4-19】 2020年こころの健康調査（保護者宛て通知）  

2-5．学修環境の整備 

【資料 2-5-1】 土地・建物面積表  

【資料 2-5-2】 建物別室別面積集計表  

【資料 2-5-3】 附属施設の概要（図書館除く）  

2-6．学生の意見・要望への対応 

【資料 2-6-1】 2020年度授業アンケート結果  

【資料 2-6-2】 2020年度 webシラバスについて  

【資料 2-6-3】 学生生活アンケート 2020 ※学生センター担当  

 

基準 3．教育課程 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．単位認定、卒業認定、修了認定 

【資料 3-1-1】 「三つの方針」（３つのポリシー） 【資料 1-2-3】と同じ 

【資料 3-1-2】 2021年度 Webシラバス（授業計画）の作成について  

【資料 3-1-3】 グレード・ポイント・アベレージ制度に係る規程  

【資料 3-1-4】 山梨学院大学成績訂正に関する規程  

【資料 3-1-5】 
2020年度（令和 2年度）学生便覧 

山梨学院大学各学部履修規程 
 

【資料 3-1-6】 
2020年度（令和 2年度）iCLA学生便覧 

山梨学院大学国際リベラルアーツ学部履修規程 
 

【資料 3-1-7】 
2020年度（令和 2年度）社会科学研究科 要覧 

山梨学院大学大学院履修規程 
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【資料 3-1-8】 山梨学院大学 教学構想（2019暫定版）  

【資料 3-1-9】 カリキュラム改革委員会委嘱状  

3-2．教育課程及び教授方法 

【資料 3-2-1】 山梨学院大学教職課程履修規程  

【資料 3-2-2】 2020 年度学習・教育開発センター取り組み実績（FD/SD）  

【資料 3-2-3】 PROG教師用ガイドブック  

【資料 3-2-4】 山梨学院大学ファクトブック 2018  

3-3．学修成果の点検・評価 

【資料 3-3-1】 第 6回学習・教育開発センター運営委員会議事録  

【資料 3-3-2】 2020年度 webシラバスについて  

【資料 3-3-3】 全国学生調査（試行実施）結果  

【資料 3-3-4】 2020教育活動報告書  

 

基準 4．教員・職員 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1．教学マネジメントの機能性 

【資料 4-1-1】 山梨学院大学大学協議会規程  

【資料 4-1-2】 山梨学院大学教授会規程  

【資料 4-1-3】 山梨学院の組織及び職制に関する規則  

【資料 4-1-4】 山梨学院の事務組織と事務分掌規程  

4-2．教員の配置・職能開発等 

【資料 4-2-1】 2020年度教員数について  

【資料 4-2-2】 山梨学院教職員任用規程  

【資料 4-2-3】 山梨学院大学教員人事規程  

【資料 4-2-4】 山梨学院大学教員昇格規程  

【資料 4-2-5】 山梨学院大学大学院教員人事規程  

【資料 4-2-6】 研究科人事委員会規程  

【資料 4-2-7】 山梨学院大学大学院教員昇格規程  

【資料 4-2-②-1】 
令和 2（2020）年度第 11回学習・教育開発センター運営委員

会議事録 
 

【資料 4-2-②-2】 
令和 2（2020）年度第 2 回学習・教育開発センター運営委員

会議事録 
 

【資料 4-2-②-3】 
令和 2（2020）年度第 3 回学習・教育開発センター運営委員

会議事録 
 

【資料 4-2-②-4】 
令和 2（2020）年度第 9 回学習・教育開発センター運営委員

会議事録 
 

【資料 4-2-②-5】 令和 2（2020）年度学外 FD参加報告書  

【資料 4-2-②-6】 
令和 2（2020）年度第 6 回学習・教育開発センター運営委員

会議事録 
 

【資料 4-2-②-7】 オンライン FD研修会資料（2020年 11月 4日実施）  

【大学院 4-2-1】 大学院紀要『研究年報 社会科学研究』第 39号  

【大学院 4-2-2】 
令和元（2019）年度第 4回社会科学研究科委員会議事録（【資

料 X-X-X】と同じ） 
 

【大学院 4-2-3】 
令和元（2019）年度第 9回社会科学研究科委員会議事録（【資

料 X-X-X】と同じ） 
 

4-3．職員の研修 

【資料 4-3-1】 2020年度管理者研修に係わる資料（参加者一覧、テキスト）  

【資料 4-3-2】 
職員自己啓発助成金支給要領≪1997年（平成 9年）4月 1日

制定≫ 
 

【資料 4-3-3】 TOEIC行政職員自己啓発助成金支給について  

4-4．研究支援 

【資料 4-4-1】 研究活動に係る規程  

【資料 4-4-2】 研究倫理に係る規程  

【資料 4-4-3】 平成 31年度科学研究費助成事業受入一覧  
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【資料 4-4-4】 山梨学院大学業績審査委員会規程  

 

基準 5．経営・管理と財務 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

5-1．経営の規律と誠実性 

【資料 5-1-1】 学校法人山梨学院寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-1-2】 役員名簿、評議員名簿 【資料 F-10】と同じ 

【資料 5-1-3】 山梨学院行政職代表者協議会規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-4】 山梨学院行政職代表者協議会議事録  

【資料 5-1-5】 2020年度事業計画書 【資料 F-6】と同じ 

【資料 5-1-6】 山梨学院環境対策・省エネルギー化に関する規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-7】 山梨学院危機管理規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-1-8】 危機対応基本マニュアル  

5-2．理事会の機能 

【資料 5-2-1】 学校法人山梨学院寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-2-2】 役員名簿 【資料 F-10】と同じ 

【資料 5-2-3】 2020年度理事会開催状況 【資料 F-10】と同じ 

5-3．管理運営の円滑化と相互チェック 

【資料 5-3-1】 山梨学院行政職代表者会議規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-3-2】 山梨学院行政職代表者会議議事録 【資料 5-1-4】と同じ 

【資料 5-3-3】 山梨学院大学大学事務会議規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-3-4】 学校法人山梨学院寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 5-3-5】 山梨学院監事監査規則 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-3-6】 2020年度評議員会開催状況 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-3-7】 山梨学院内部監査規程 【資料 F-9】と同じ 

【資料 5-3-8】 2020年度内部監査報告書  

5-4．財務基盤と収支 

【資料 5-4-1】   

5-5．会計 

【資料 5-5-1】   

 

基準 6．内部質保証 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

6-1．内部質保証の組織体制 

【教 6-1-1】 
山梨学院大学「2つのビジョン」（更新版）（2020 年 9 月 1日

配信） 
 

【教 6-1-2】 
山梨学院大学「2つのビジョン」（更新版）（2020 年 9 月 1日

配信） 
 

【教 6-1-3】 山梨学院大学カリキュラム改革委員会規程  

【教 6-1-4】 
教学管理組織の制度設計に向けて（2019年 9月大学協議会資

料） 
 

【教 6-1-5】 
これからのカリキュラム改革へ（2019 年 9 月大学協議会資

料） 
 

【教 6-1-6】 
教学改革を推進するための組織改編について（2021年 3月大

学協議会資料） 
 

6-2．内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-①.内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

【資料 6-2-①-1】 平成 9(1997)年自己点検・評価報告書『共に作る大学教育』  

【資料 6-2-①-2】 2001年度授業アンケート報告書  

【資料 6-2-①-3】 山梨学院大学自己点検・評価規程  

【資料 6-2-①-4】 山梨学院大学自己点検・評価実施委員会規程  
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【資料 6-2-①-5】 平成 20年度山梨学院大学自己評価報告書  

【資料 6-2-①-6】 平成 27年度山梨学院大学自己点検評価書  

【資料 6-2-①-7】 山梨学院大学大学院自己点検・評価実施委員会規程  

【資料 6-2-①-8】 
山梨学院大学生涯学習センター自己点検・評価等に関する内

規 
 

【資料 6-2-①-9】 山梨学院大学認証評価に関する規程  

【教 6-2-①-1】 自己点検・評価実施委員会の改組  

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

【資料 6-2-②-1】 山梨学院大学自己点検・評価規程  

【資料 6-2-②-2】 山梨学院大学自己点検・評価規程細則  

【資料 6-2-②-3】 山梨学院大学自己点検・評価実施委員会規程  

【資料 6-2-②-4】 2018年度後期授業アンケート実施状況について  

【資料 6-2-②-5】 2020年度 Webシラバス作成について  

【資料 6-2-②-6】 2019年度『学生生活アンケート』の結果  

【資料 6-2-②-7】 2019年度後期授業アンケートの実施について（お願い）  

【資料 6-2-②-8】 PROG（Progress Report On Generic skills）テスト  

【資料 6-2-②-9】 SCCOT (Sports Coaching Competency Test）テスト  

【資料 6-2-②-10】 
ホームページ＜財団法人日本高等教育評価機構（JIHEE）によ

る認証評価＞ 
 

【教 6-2-②-1】 
IRデータに基づいた初年次カリキュラム・授業改善に向けた

提案 
 

【教 6-2-②-2】 行動調査（PROGテスト）に基づいた教育活動への提案  

6-3．内部質保証の機能性 

【資料 6-3-1】 
平成 27(2015)年度を対象とした自己点検・評価 

活動に基づく意見 
 

【資料 6-3-2】 「自己点検評価委員会からの意見表明（スポーツ科学部）」  

【教 6-3-1】 
経営学部を例とするアセスメントプラン・プロセス・チェッ

クリスト一式 
 

【教 6-3-2】 
山梨学院大学「2つのビジョン」（更新版）（2020 年 9 月 1日

配信） 
 

【教 6-3-3】 
教学改革を推進するための組織改編について（2021年 3月大

学協議会資料） 
 

 

基準 A．地域への貢献及び地域との連携 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

A-1．地域貢献・連携に対する姿勢と体制・制度の整備拡充 

【全学-A-1-1】 山梨学院大学地域連携推進本部規程  

【全学-A-1-2】 山梨学院大学地域連携推進委員会規程  

【経-A-1-1】 ビジネススクール募集チラシ  

【経-A-1-2】 
太郎良ゼミ 2019 年度卒業制作 株式会社電溶工業での輸出入

業務の手順書および専門用語集の作成 
 

【経-A-1-3】 甲州天空かぼちゃ祭りポスター  

【健-A-1-②-1】 
山梨県と山梨学院大学・山梨学院短期大学との包括的連携に

関する協定書 
 

【健-A-1-②-2】 
甲府市と山梨学院大学及び山梨学院短期大学との包括的連携

に関する協定書 
 

【健-A-1-③-1-1】 令和 2年度甲府市食品リスクコミュニケーター養成事業要綱  

【健-A-1-③-1-2】 令和 2年度甲府市リスクコミュニケーター養成事業実施要領  

【健-A-1-③-1-3】 
令和 2 年度甲府市リスクコミュニケーター養成事業実施スケ

ジュール 
 

【ISS-A-1-1】 スポーツ科学部平成 28年度「重点推進事項」  

【ISS-A-1-2】 スポーツ科学部平成 29年度「重点推進事項」  

【ISS-A-1-3】 スポーツ科学部平成 30年度「重点推進事項」  

【ISS-A-1-4】 スポーツ科学部 2019年度重点目標・事業計画  
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【ISS-A-1-5】 
スポーツ科学部 2020年度重点目標・事業計画（スポーツ科学

部） 
 

【ISS-A-1-6】 スポーツ科学部各種委員会一覧  

【ISS-A-1-7】 ISS SPORT SCIENCE LAB運用ルール Ver1.1  

【ISS-A-1-8】 スポーツ科学部地域連携委員会活動報告書 2020年度  

【ISS-A-1-9】 山梨学院カレッジスポーツセンター規程  

【生涯-A-1-1】 『山梨学院の生涯学習 (2020年度)』 ※冊子（別途提出） 

【生涯-A-1-2】 山梨学院生涯学習センター規程  

【生涯-A-1-3】 生涯学習センター研究員全体会議次第  

A-2．地域貢献・連携に対する姿勢と体制・制度の整備拡充 

【政-A-2-1】 2020 政策提案発表会（昭和町議会）（改訂版）  

【政-A-2-2】 2020年度 山梨学院大学社会教育主事養成課程案内  

【経-A-2-1】 ICT業界紹介セミナー  

【経-A-2-2】 専門演習入門合同発表会  

【経-A-2-3】 INTER＋VATION × nanaho  

【経-A-2-4】 nanaho ・ FIT HOME  

【経-A-2-5】 七保の家で春夏秋冬  

【経-A-2-6】 
富士観光開発 富士眺望の湯 「ゆらり」プレゼ経-ー旅の途中

の休憩所 
 

【経-A-2-7】 
富士観光開発 富士眺望の湯 「ゆらり」プレゼ経-ー県外観光

客を集めるための３つの提案 
 

【経-A-2-8】 
太郎良ゼミ 2019 年度卒業制作 株式会社電溶工業での輸出入

業務の手順書および専門用語集の作成 
《経-A-1-2と同一》 

【経-A-2-9】 ヴァンフォーレ甲府との活動に関する新聞記事  

【経-A-2-10】 「ふえふき広め隊」プレゼ経  

【経-A-2-11】 冬の南アルプス観光の提案に関する新聞記事  

【経-A-2-12】 甲州天空かぼちゃ祭り最終成果報告  

【健-A-2-①-1】 2020年度 やまなしの食 授業計画  

【健-A-2-①-2】 2020年度 地域の食と栄養活動実習Ⅰ 授業計画  

【健-A-2-①-3-1】 2020年度 地域の食と栄養活動実習Ⅱ 授業計画  

【健-A-2-①-3-2】 離乳食教材：         ※ 3月中 

【健-A-2-①-3-3】 スポーツ高校生用教材：   ※ 3月中 

【健-A-2-①-3-4】 生活習慣病予防教材：    ※ 3月中 

【健-A-2-①-3-5】 フレイル予防教材：     ※ 3月中 

【健-A-2-①-4-1】 2020年度 地域の食と健康総合演習 授業計画１  

【健-A-2-①-4-2】 2020年度 地域の食と健康総合演習 授業計画２  

【健-A-2-②-1】 
日本食品保蔵科学会第 69回大会（令和 2年（2020）年 6月）

口頭発表要旨 
 

【健-A-2-②-2】 平成 26年度県民栄養調査データの提供について（回答）  

【健-A-2-②-3-1】 山梨県栄養学術研究会 要旨  ※ 3月中 

【健-A-2-②-3-2】 山梨県栄養学術研究会 スライド  ※ 3月中 

【健-A-2-②-4】 山梨県食の安全・安心審議会第 5期委員名簿  

【健-A-2-②-5-1】 令和 2年度甲府市リスクコミュニケーター養成事業実施要領  

【健-A-2-②-5-2】 
令和 2 年度甲府市リスクコミュニケーター養成事業実施スケ

ジュール 
 

【健-A-2-②-6】 令和 2年度甲府市食育推進計画協議会の開催について  

【ISS-A-2-1】 スポーツ科学部教員の地域貢献活動一覧  

【ISS-A-2-2】 山梨学院大学スポーツ科学研究紀要（別刷り） ※後日 

【ISS-A-2-3】 調査研究依頼文  

【ISS-A-2-4】 スポーツ科学部地域連携委員会活動報告書 2020年度   

【ISS-A-2-5】 山梨学院大学スポーツ科学部ホームページ  

【ISS-A-2-6】 山梨学院大学スポーツ科学部公式ツイッター  

【ISS-A-2-7】 山梨学院大学スポーツ科学部学生広報部ツイッター  

【ISS-A-2-8】 山梨学院大学スポーツ科学部【公式】Instagram  

【ISS-A-2-9】 山梨学院大学スポーツ科学研究紀要 第 4号 ※後日 
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【ISS-A-2-10】 ケーブルテレビへの学生の出演についての教員宛メール  

【ISS-A-2-11】 生涯スポーツ演習 8（スポーツメディア論）第 2・3回授業 ISS  

【ISS-A-2-12】 You tubeによる運動プログラム発信についての教員宛メール  

【iCLA-A-2-1】 EPC 学部長手紙  

【iCLA-A-2-2】 English Practice Club  

【iCLA-A-2-3】 飲食店等多言語対応環境整備事業業務委託企画提案募集要項  

【iCLA-A-2-4】 
県内観光資源多言語案内加速化事業業務委託企画提案募集要

項 
 

【iCLA-A-2-5】 やまなし観光 MａａS 整備事業業務委託企画提案募集要項  

【生涯-A-2-1】 2020年度実施事業一覧およびチラシ集  

【生涯-A-2-2】 2020年度生涯学習センター施設貸出一覧  
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	また、同じく学習･教育開発センターが実施している「授業アンケート」については、授業を担当する教員は、学生に対して行うことが義務づけられている。このアンケート調査では、個々の学生の受講態度や理解度、及び教員の教育方法に関する調査に重点を置いており、教員はアンケートの集計結果を利用して次年度の教育方法の改善に役立てている。さらに、全教員は、ティーチング・ポートフォリオに基づく教育活動報告書を作成することにより、教授方法等の振り返りを実施している。
	法学部法学科においては、「講義」科目については、法学の基本的素養の向上を図るために、学生への「法学検定試験」の受験を促している。また、社会正義の実現の観点から、授業科目「司法実務」及び「公務員の仕事」「消防・防災の研究」「警察の研究」では実務家を講師として招聘し、理論のみならず経験にもとづく教育を行うとともに、裁判傍聴や警視庁見学を通じて、実務に接してもらえるよう配慮している。
	「演習」科目においては、第1年次の「基礎演習Ⅱ」では、キャリア意識の形成と非認知的スキルを含めた学びへの意識を醸成するために第1回目から第3回目までの授業において、「キャリアを考える」プログラムを導入し、3回から15回の授業において、課題解決型学習（PBL）を取り入れたプログラムを展開している。第2年次から第4年次では、法学という分野の性格上、法令や裁判例を中心とする文字媒体の資料を正確に読み解く力を養成するため、文献講読や学生の調査・研究報告、事例演習を重視した教授方法を採っている。「ゼミ対抗法...
	法学部政治行政学科においては、第一に、公務系の職業を志望する学生が多い現状を考慮して、専門科目のそれぞれの授業中に当該科目に関連した就職試験の過去問題を取り上げる「MEET (More in Education for Employment and Training）コーナー」を組み込み、当該授業の専門テーマと関連した公務員試験問題の紹介や解説などを行い学生の職業選択意識（モチベーション）を高めている。

