
IV  教育及び研究 

  

１ 学部・大学院の概要（３つの方針） 

【 学 部 】 

○文化学部 

 ディプロマ・ポリシー  

人文・社会系諸科学の知識を身につけ、多様な社会や文化を理解し、豊かな共生社会の実現、新たな文化の

創造及び自律した自己の成長を追求することを目指し、以下の各項目における能力を身につけた者に学士の学

位を授与する。 

 

（知識・理解） 

１．幅広い教養と人文・社会系諸科学の基本的な知識を身につけ、多様な文化に関して多角的な視点から理

解することができる。 

２．言語文化系と地域文化創造系を中心とする人文・社会系諸科学の専門的知識を体系的に理解し、その知

識体系を自らの問題意識の中に位置づけることができる。  

 

（汎用的・実践的技能） 

３．社会や文化に関する深い洞察に基づいて、日本語や外国語による高度な文章表現能力・他者との円滑な

コミュニケーション能力・グローバルな情報発信能力を身につけている。 

４．必要な情報を幅広く収集し、的確に整理・分析することを通じて、その問題を解決できる能力を身につけて

いる。  

 

（態度・志向性） 

５．豊かな共生社会の実現に向けて、能動的かつ自律的に地域社会・国際社会の諸問題の解決に取り組むこ

とができる。 

６．社会や文化に深い関心を持ち、生涯にわたって学び、考えていく意欲を持っている。  

 

（総合的な学習経験と創造的思考力） 

７．これまでに体得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、自由な発想のもとで新たな文化を創造すること

に貢献するとともに、自律した個人としての自己の成長を追求することができる。 

 

 カリキュラム・ポリシー  

文化学部では、ディプロマ・ポリシーを達成するために、「共通教養教育科目」と「専門教育科目」を置く。 

 

１．共通教養教育科目 

（１）共生社会の市民の素養を身につけるため、コミュニケーションスキル（リテラシー科目）、諸科学の基本的な知

識（教養基礎科目）、地域社会や国際社会の課題（課題別教養科目）、生涯にわたる健康の維持・増進のため

の知識・技能（健康スポーツ科目）、地域課題への実践的取り組み（域学共生科目）を学ぶ科目群を設置する。 

（２）英語コミュニケーションは１、２年次必修とし、域学共生科目中の基礎的科目は必修、応用的科目は選択とす

る。他の科目は各自の興味・関心に応じて選択して履修させる。 

（３）可能な限り少人数で、アクティブラーニングの手法を取り入れ、個々の科目の特性や内容に応じた多様な形



式で授業を実施し、きめ細かな学修評価を行う。 

 

２．専門教育科目 

 専門教育科目には、学部共通科目と学部専門科目を置く。 

 

（カリキュラムの構造・教育内容） 

（１）学部での学びの基礎的能力及びコミュニケーション能力を身につけるためのリテラシー科目、学部教育の基

礎となる知識を身につけるためのエッセンシャル科目、就業力を高めるためのキャリア形成科目から成る学部

共通科目を設置する。 

（２）人文・社会系諸科学の専門的知識を幅広くかつ体系的に体得するために、言語文化系（英語学領域、国際

文化領域、日本語学領域、日本文学領域）、地域文化創造系（地域文化領域、地域づくり領域、観光文化領

域、観光まちづくり領域、現代法文化領域、生活法文化領域）、文化総合系（言語文化系及び地域文化創造

系の教育内容を総合的に学ぶ）の３つの系から成る学部専門科目を設置する。 

（３）専門的な知識・理解をより深め、専門的な研究手法を学ぶために各領域に専門演習を設置し、また、学部教

育で体得した知識・技能・態度等を総合的に活用し、必要な情報の収集とその的確な整理・分析を通じて、能

動的かつ自律的に現代社会の諸問題を発見し、これを解決する能力を養うために課題研究ゼミナールを設置

する。 

（４）この他、中学校・高等学校（国語、英語）の教職課程を設置する。 

 

（履修方法・順序） 

学部共通科目は、主に１、２年次に履修する。学部専門科目は、主に２～４年次に履修する。各領域の専門演

習及び課題研究ゼミナールは、３、４年次に履修する。 

 

（教育方法） 

学部共通科目及び学部専門科目では、学生が能動的に学習するよう多様な教育方法を取り入れる。学部共

通科目の基礎演習、各領域の専門演習及び課題研究ゼミナールは、少人数による演習形式で行い、課題研究

ゼミナールでは学部教育の集大成として卒業研究を仕上げる。 

 

（評価） 

学部のディプロマ・ポリシーに基づいて各授業科目の達成目標を定め、達成目標及び成績評価の基準・方法

を学生に周知し、それに基づいて成績評価を行う。さらに学生による教育に関する評価結果も踏まえて、カリキュ

ラムの評価・改善を図り、教育の質の保証に努める。 

 

 アドミッション・ポリシー  

文化学部は、人文・社会系諸科学による多角的な文化研究により人間・社会に対する理解を深め、文化の批

判的継承を通して豊かな人間性と主体的に行動し得る能力を培い、地域文化の創造と向上に資するとともに、真

に豊かな共生社会の実現に向けて国際的に貢献できる市民を養成します。 

したがって、文化学部では、次のような人を求めています。 

 

求める学生像 

１．人文・社会系諸科学を理解する上で必要な基礎的素養、すなわち高等学校等で履修する主要な教科に関

する十分な基礎学力を有している人 〔知識・理解〕 



２．高等学校等で履修した幅広い基礎的素養を基に、物事を論理的に思考・判断し、これを言語によって適切

に表現する能力を備えている人 〔思考力・判断力・表現力〕 

３．人間・社会に広く関心を持ち、言語、地域、観光、法学などの視点から人文・社会系諸科学の専門的知識

を身につけたいと考えている人 〔関心・意欲・主体性・協働性〕 

４．人間に対する理解を深め、実践的なコミュニケーション能力を体得し、現代社会の諸課題を主体的に発見・

分析・解決するために必要な学習に意欲のある人 〔関心・意欲・主体性・協働性〕 

５．将来、地域社会・国際社会の幅広い分野で豊かな共生社会の実現に向けて活動したいと考えている人 

〔関心・意欲・主体性・協働性〕 

 

入学者選抜の基本方針 

■文化学部［言語文化系／地域文化創造系］が行う入学者の選抜方法には、一般選抜（前期日程・後期日程）、

学校推薦型選抜（県内・全国）、社会人選抜、私費外国人留学生選抜、３年次編入学選抜があります。 

 

・一般選抜（前期日程） 

大学入学共通テストと小論文を課します。大学入学共通テストでは、基礎学力を把握するため、国語、外国語

及び受験者が自由に選択できる１教科の計３教科３科目（又は４科目）を課します。小論文では、高等学校等で

の基礎学力を前提に、文化学部で学ぶ上で必要な読解力、論理的思考力、文章表現力、そして日本及び世界

の文化についての知識・理解力、併せて英語の読解力、表現力を総合的に評価します。 

 

・一般選抜（後期日程） 

大学入学共通テストと面接を課します。大学入学共通テストでは、基礎学力を把握するため、国語、英語及び

受験者が自由に選択できる１教科の計３教科３科目（又は４科目）を課します。面接では、文化学部における勉

学・研究への熱意・意欲、文化学部で学ぶ上で必要な言語表現力、論理的思考力、判断力、基本的な知識や理

解力等を総合的に評価します。面接者は調査書も参考にして質問します。 

 

・学校推薦型選抜（県内・全国） 

学校長が推薦する者を対象として、調査書により基礎学力を評価するとともに、小論文と面接を課します。小論

文では、高等学校等での基礎学力を前提に、文化学部で学ぶ上で必要な読解力、論理的思考力、文章表現力、

課題に対する基礎的知識を総合的に評価します。面接では、文化学部における勉学・研究への熱意・意欲、文

化学部で学ぶ上で必要な言語表現力、論理的思考力、判断力、基本的な知識や理解力等を総合的に評価しま

す。面接者は調査書・推薦書も参考にして質問します。 

 

・社会人選抜 

社会人の経験を有する者を対象として、小論文と面接を課します。小論文では、文化学部で学ぶ上で必要な

読解力、論理的思考力、文章表現力、そして日本及び世界の文化についての知識・理解力、併せて英語の読解

力を総合的に評価します。面接では、志望動機書の内容も参考にして、文化学部における勉学・研究への熱意・

意欲、文化学部で学ぶ上で必要な言語表現力、論理的思考力、判断力、基本的な知識や理解力等を総合的に

評価します。 

 

・私費外国人留学生選抜 

日本国籍を有しない者を対象として、日本留学試験と面接を課します。日本留学試験では、文化学部で学ぶ

上で必要な基礎的能力を評価します。面接では、文化学部における勉学・研究への熱意・意欲、文化学部で学



ぶ上で必要な言語表現力、論理的思考力、判断力、基本的な知識や理解力等を総合的に評価します。面接者

は、志望動機書も参考にして質問します。 

 

・３年次編入学選抜 

小論文と面接を課します。小論文では、文化学部で学ぶ上で必要な読解力、論理的思考力、文章表現力、そ

して日本及び世界の文化についての知識・理解力、併せて英語の読解力を総合的に評価します。面接では、志

望動機書の内容、TOEIC の結果も参考にして、文化学部における勉学・研究への熱意・意欲、文化学部で学ぶ

上で必要な言語表現力、論理的思考力、判断力、基本的な知識や理解力等を総合的に評価します。 

 

■文化学部［文化総合系（夜間主コース）］が行う入学者の選抜方法には、学校推薦型選抜（県内）、社会人選抜、

３年次編入学選抜があります。 

 

・学校推薦型選抜（県内） 

学校長が推薦する者を対象として、調査書により基礎学力を評価するとともに、面接を課します。口頭試問を

含む面接では、文化学部における勉学・研究への熱意・意欲、文化学部で学ぶ上で必要な言語表現力、論理的

思考力、判断力、基本的な知識や理解力等を総合的に評価します。面接者は、調査書・推薦書・志望動機書も

参考にして質問します。 

 

・社会人選抜（Ａ日程・Ｂ日程） 

社会人経験を有する者又は就業しながら勉学する意思がある者を対象として、小論文と面接を課します。小論

文では、文化学部で学ぶ上で必要な読解力、論理的思考力、文章表現力、そして日本及び世界の文化につい

ての知識・理解力を総合的に評価します。面接では、志望動機書の内容も参考にして、文化学部における勉学・

研究への熱意・意欲、文化学部で学ぶ上で必要な言語表現力、論理的思考力、判断力、基本的な知識や理解

力等を総合的に評価します。 

 

・３年次編入学選抜 

小論文と面接を課します。小論文では、文化学部で学ぶ上で必要な読解力、論理的思考力、文章表現力、そ

して日本及び世界の文化についての知識・理解力を総合的に評価します。面接では、志望動機書の内容も参考

にして、文化学部における勉学・研究への熱意・意欲、文化学部で学ぶ上で必要な言語表現力、論理的思考力、

判断力、基本的な知識や理解力等を総合的に評価します。 

 

○看護学部 

 ディプロマ・ポリシー  

看護学部は、豊かな人間性と社会の課題に取り組む態度を身につけ、看護の理念や専門的知識・技術、ヒュ

ーマニズムを礎として、将来に向かって拓かれた看護を構築し、健康問題を人々と共に解決し、人々の健康生活

の創造に貢献ができる豊かな人間性・創造性を獲得することを目指し、以下の能力を身につけた者に学士の学

位を授与する。 

 

（知識・理解） 

１．専門的知識、技術、科学的論理性及び倫理的判断に基づいて、保健・医療・福祉などのあらゆる場で看護

を実践することのできる能力を有している。 

 



（汎用的・実践的技能） 

２．人間の多様な生き方や価値観を理解し、尊厳と権利を尊重して、コミュニケーションを取りながら他者と関係

性を築くことのできる能力を有している。 

３．地域の健康課題を予測し、リーダーシップを発揮して多職種と協働しながら健康課題を解決することのでき

る能力を有している。 

 

（態度・志向性） 

４．看護専門職者としてのアイデンティティを培い、生涯にわたって専門性を高めることのできる能力を有してい

る。 

 

（総合的な学習経験と創造的思考力） 

５．看護の質の向上に資する研究をすることができる基礎的な能力を有している。 

６．国際的及び学際的見地に立って看護学を理解することのできる能力を有している。 

７．看護の専門性を活かして、地域で生活する人々の健康と安全・安心な社会を創造することのできる基礎的

な能力を有している。 

 

 カリキュラム・ポリシー  

看護学部では、ディプロマ・ポリシーを達成するために、「共通教養教育科目」と「専門教育科目」を置く。 

 

１．共通教養教育科目 

（1）共生社会の市民の素養を身につけるため、コミュニケーションスキル（リテラシー科目）、諸科学の基本的な知

識（教養基礎科目）、地域社会や国際社会の課題（課題別教養科目）、生涯にわたる健康の維持・増進のため

の知識・技能（健康スポーツ科目）、地域課題への実践的取り組み（域学共生科目）を学ぶ科目群を設置する。 

（2）英語コミュニケーションは１、２年次必修とし、域学共生科目中の基礎的科目は必修、応用的科目は選択とす

る。他の科目は各自の興味・関心に応じて選択して履修させる。 

（3）可能な限り少人数で、アクティブラーニングの手法を取り入れ、個々の科目の特性や内容に応じた多様な形

式で授業を実施し、きめ細かな学修評価を行う。 

（4）共通教養教育科目により、看護の対象である人間を総合的に理解し、グローバルにものごとや社会を捉える

能力、豊かな人間性と感受性を培う。 

 

２．専門教育科目 

専門教育科目は、看護を展開する上で必要となる専門的知識、技術、科学的思考、問題解決能力、国際性・

学際性を修得するために、「専門基礎科目」「看護基礎科目」「看護臨床科目」「総合科目」を置く。 

 

（カリキュラムの構造・教育内容） 

（1）専門基礎科目は、人間の健康と疾病の成り立ちや治療に関する専門的知識や、個人・家族・地域の連続性

の中で人々の健康を理解するための知識の修得を目指した科目を置く。 

（2）看護基礎科目は、看護学の概念や基礎的な知識を学び、看護の対象理解、看護者としてのものの見方や考

え方、看護技術の修得を目指した科目を置く。 

（3）看護臨床科目は、共通教養教育科目、専門基礎科目、看護基礎科目での学びを基盤とする人間の総合的

な理解をふまえ、人々の多様な生き方や価値観を理解し、尊厳と権利を尊重しながら、科学的思考、問題解決

能力を用いて健康問題を解決し、健康的な生活の向上をはかるための看護を展開する能力を養うことを目指



した科目を置く。 

（4）総合科目は、看護専門職者としてのアイデンティティを培うとともに、地域の健康課題を予測し、主体的、積極

的に学ぶ姿勢を持ち、国際的・学際的見地に立って、研究的な視点で看護の本質を探究していく基礎的能力

を養うための科目を置く。 

 

（履修方法・順序） 

（1）入学後早期より、看護学への関心を高め、専門的知識と技術を修得するための看護基礎科目と、看護の対

象である人間を理解する基礎となる知識を修得するための専門基礎科目を平行して学びながら、学年進行に

従って基礎から応用へと専門性を深めることができる構成とする。 

（2）看護基礎科目、専門基礎科目を基盤として、人間の発達段階や健康レベル、個と集団など多様な対象への

看護を展開する能力を修得するために、看護臨床科目では各専門領域の看護に関する知識と技術を学び、

臨地実習科目で応用、統合できる構成とする。 

（3）学内で学んだ知識、技術を体系的に実践に活かすことができるように、臨地実習科目の履修にあたっては、

履修要件を設ける。 

（4）看護専門職者として主体的に学ぶ姿勢と倫理観を養うことができるように、４年間を通して、総合科目を配置

する。また、４年次には、看護基礎科目、専門基礎科目、看護臨床科目での学修を通して学んだ知識と技術を

統合し、より深い専門性と看護の本質を探究する能力を修得できるように、総合看護実習や看護研究などの総

合科目を配置する。 

 

（教育方法） 

（1）本学部のディプロマ・ポリシーに沿う能力を、学生が将来を見据えて修得できるように、『看護学部のカリキュラ

ム構成図』『看護学部履修モデル』を提示し、履修指導を行う。 

（2）本学部のディプロマ・ポリシーに沿う能力を学生が修得できるように、多彩な教育方法を用いる。事前課題、

事後課題、グループワーク、グループ討議、アクティブラーニング等により、学生が主体的に学ぶ方法を取り入

れる。さらに、学生が知識を活用して分析し判断する力、知識と技術を統合し適切な看護ケアを考え実践する

能力を高めるために、シミュレーション教育、少人数教育を行う。科学的論理的思考、新たな看護の知を創造

する力を養うために、グループで看護研究を行う。また、学生が主体的に自己学習できるように、教育環境を整

える。 

 

（評価） 

各講義科目・演習科目・実習科目では、本学部のディプロマ・ポリシーに沿った達成目標及び成績評価の方

法・基準を、授業概要・実習要項により周知し、評価を行う。卒業時には、ディプロマ・ポリシーに基づいて評価を

行う。さらに学生によるカリキュラム評価を行い、その結果に基づいて、カリキュラムの評価・改善を図り、教育の質

の保証を行う。 

 

 アドミッション・ポリシー  

看護学部は、豊かな人間性と社会の課題に取り組む態度を身につけ、看護の理念や専門的知識・技術、ヒュ

ーマニズムを礎として、将来に向かって拓かれた看護を構築し、健康問題を人々と共に解決し、人々の健康生活

の創造に貢献ができる豊かな人間性・創造性を持った人材を養成します。 

したがって、看護学部では、次のような人を求めています。 

 

 



求める学生像 

１．幅広い文系・理系の基礎的学力をもつ人 〔知識・教養〕 

２．人間、生活、社会を深く理解する力をもつ人 〔思考力・判断力〕 

３．ものごとを論理的に考える力をもつ人 〔思考力・判断力〕 

４．生涯にわたって学び続ける力をもつ人 〔関心・意欲〕 

５．自分で課題を発見し、計画を立て積極的に取り組む力をもつ人 〔主体性〕 

６．他者を尊重し、協働してものごとに取り組む力をもつ人 〔実行力・協働性〕 

 

入学者選抜の基本方針 

看護学部が行う入学者の選抜方法には、一般選抜（前期日程・後期日程）、学校推薦型選抜（県内）、社会人

選抜、私費外国人留学生選抜があります。 

 

・一般選抜（前期日程） 

大学入学共通テストにより看護学を学ぶ上で必要な基礎的学力を、個別学力検査（小論文、面接）により人間

や生活・社会、健康や看護などへの関心や思考力、判断力、看護を学ぶことに関する意欲、主体性、実行力、協

働性を総合的に評価します。面接者は、調査書も参考にして質問します。 

 

・一般選抜（後期日程） 

大学入学共通テストにより看護学を学ぶ上で必要な基礎的学力を、個別学力検査（面接）により人間や生活・

社会、健康や看護などへの関心や思考力、判断力、看護を学ぶことに関する意欲、主体性、実行力、協働性を

総合的に評価します。面接者は、調査書も参考にして質問します。 

 

・学校推薦型選抜（県内） 

学校長が推薦する者を対象として、小論文と面接により人間や生活・社会、健康や看護などへの関心や思考

力、判断力、看護を学ぶことに関する意欲、主体性、実行力、協働性を総合的に評価します。面接者は、調査

書・推薦書も参考にして質問します。 

 

・社会人選抜 

社会人の経験を有する者を対象として、小論文と面接により看護を学ぶ上で必要な基礎的学力と、人間や生

活・社会、健康や看護などへの関心や思考力、判断力、看護を学ぶことに関する意欲、主体性、実行力、協働性

と、社会的経験を通して培った能力を総合的に評価します。面接者は、志望動機書も参考にして質問します。 

 

・私費外国人留学生選抜 

日本国籍を有しない者を対象として、日本留学試験により日本の大学で看護学を学ぶ上で必要な日本語能力

と基礎的学力を、小論文と面接により人間や生活・社会、健康や看護などへの関心や思考力、判断力、看護を学

ぶことに関する意欲、主体性、実行力、協働性と日本語による口頭でのコミュニケーション能力を総合的に評価し

ます。 

 

○社会福祉学部 

 ディプロマ・ポリシー  

共生社会を志向する市民としての素養を基礎に、社会福祉専門職として必要な価値・知識・技術を獲得するこ

とを目指し、以下の各項目における能力を身につけた者に学士の学位を授与する。 



（知識・理解） 

１．現代社会で暮らす人々のニーズに対応する幅広い教養を基盤として、社会福祉の専門的知識を体系的に

理解することができる。 

２．人々の生活を人間と環境の両側面から理解し、個々におかれている状況から普遍的な福祉課題までに対

応する実践的な知識を身につけている。 

 

（汎用的・実践的技能） 

３．多様化・複雑化する福祉ニーズを科学的視点で捉え、個人が抱えている課題を社会との関係において把

握することができる。 

４．コミュニケーションスキルを用いて、福祉課題の解決に必要な情報を収集・分析し、複眼的・論理的に検討

したうえで、課題解決の方策を提案することができる。 

 

（態度・志向性） 

５．社会の一員としての意識を持ち、義務と権利を適正に行使しつつ、人々の生活の安寧と質の向上に貢献

することができる。 

６．ノーマライゼーションを基本的視点として、人権や社会正義の観点から福祉課題に主体的に対応する志向

性を身につけている。 

 

（総合的な学習経験と創造的思考力） 

７．個人の尊厳と福祉理念を重視し、権利擁護に向けた支援を創造的・科学的に展開することができる。 

８．総合的な視野を持って、保健・医療・福祉の専門職と連携しながら社会福祉を実践することを通して、専門

職としての自己の成長を追求することができる。 

 

 カリキュラム・ポリシー  

社会福祉学部では、ディプロマ・ポリシーを達成するために、「共通教養教育科目」と「専門教育科目」を置く。  

 

１．共通教養教育科目 

（1）共生社会の市民の素養を身につけるため、コミュニケーションスキル（リテラシー科目）、諸科学の基本的な知

識（教養基礎科目）、地域社会や国際社会の課題（課題別教養科目）、生涯にわたる健康の維持・増進のため

の知識・技能（健康スポーツ科目）、地域課題への実践的取り組み（域学共生科目）を学ぶ科目群を設置する。 

（2）英語コミュニケーションは１、２年次必修とし、域学共生科目中の基礎的科目は必修、応用的科目は選択とす

る。他の科目は各自の興味・関心に応じて選択して履修させる。 

（3）可能な限り少人数で、アクティブラーニングの手法を取り入れ、個々の科目の特性や内容に応じた多様な形

式で授業を実施し、きめ細かな学修評価を行う。 

 

２．専門教育科目 

 

（カリキュラムの構造・教育内容） 

専門教育科目については、相談援助を基礎として、介護福祉や精神保健福祉分野にも関連する人権や社会

正義の価値に裏打ちされた社会福祉学の専門的及び実践的な知識・技術を修得するために１１科目群を設定し

ている。科目群を構成する科目については、基礎から応用・発展段階へと連続的に配置している。 

基礎段階では、１１科目群のうち、「基本科目」・「社会福祉制度科目」・「からだとこころの理解科目」 を置いて



いる。基礎及び応用段階に属する科目群として、「相談援助基礎科目」・「介護福祉理解科目」を置いている。加

えて応用段階では、科目群として、「地域・国際福祉科目」・「社会復帰支援科目」を置いている。応用及び発展

段階に属する科目群として、「相談援助実践科目」・「介護福祉実践科目」・「精神保健福祉実践科目」・「総合科

目」を置いている。 

 

（履修方法・順序） 

基礎段階の科目は、主に１～２年次に履修する。応用段階の科目は、主に２～３年次に履修する。発展段階の

科目は、主に３～４年次に履修する。また、社会福祉領域における相談援助に必要な知識と技術を担保する前

提となる資格として、社会福祉士国家試験受験資格を位置づけており、加えて、希望により介護福祉士国家試験

受験資格又は精神保健福祉士国家試験受験資格も取得することができる。 

 

（教育方法） 

各科目については、事前・事後課題、グループ討議、リアクションペーパーなどを取り入れ、アクティブラーニン

グを重視した教育方法により展開する。特に応用段階及び発展段階の各科目では、基礎段階で学んだ知識・技

術を定着・深化させ、専門職としての社会福祉実践に求められる総合的な知識・技術や社会福祉学を探究する

力を身につけるために、少人数での演習・実習形式を積極的に取り入れる。 

 

（評価） 

学部の理念・目標に基づいて各授業科目の具体的な到達目標を定め、成績評価の基準・方法と共に学生に

周知している。各段階及び各科目の特性に応じた多面的な評価方法を取り入れ、社会福祉専門職にふさわしい

資質能力を獲得できたかについて、科目ごとに定める評価項目と基準に沿った成績評価を行う。さらに学生によ

る教育に関する評価結果に基づいて、カリキュラムの改善を図り、教育の質の保証を行う。  

 

 アドミッション・ポリシー  

社会福祉学部は、福祉の現代的課題に対応する、深い人間理解や人権尊重の精神に裏打ちされた専門的

知識と実践的知識と実践的技能を教授研究することにより、共感する心と豊かな人間性をもって、社会生活で生

じるさまざまな問題に主体的に対応できる福祉的実践能力を修得させ、社会の幅広い分野で福祉の向上に寄与

できる有為な人材を養成します。 

したがって、社会福祉学部では、次のような人を求めています。 

 

求める学生像 

１．高等学校等で学ぶ基本的な科目の学力を有する人 〔知識・教養〕 

２．人に対して関心を持ち、協調性を大切にして柔軟に行動できる人 〔思考力・判断力・表現力〕 

３．自ら行動することによって、課題の発見や分析を行うことができる人 〔思考力・判断力・表現力〕 

４．地域や家族の福祉課題に関心を持ち、その解決方法を学びたい人 〔熱意・意欲〕 

５．他者と協働して、人々の生活を支え、よりよい地域社会を創造したい人 〔熱意・意欲、主体性・協働性〕 

 

入学者選抜の基本方針 

社会福祉学部が行う入学者の選抜方法には、一般選抜（前期日程・後期日程）、学校推薦型選抜（県内・全

国）、社会人選抜、私費外国人留学生選抜があります。 

 

 



・一般選抜（前期日程） 

基礎学力の把握のため、学部が指定する大学入学共通テスト教科・科目を課すとともに、個別学力検査等で

は面接を行います。面接は、課題図書の内容を中心とした個別形式で行います。面接では、社会福祉への熱

意・意欲を探り、社会福祉を学ぶ上での適性を判断する観点から、受験者の思考力・判断力・表現力等の様々な

能力を総合的に評価します。面接者は、調査書も参考にして質問します。 

 

・一般選抜（後期日程） 

基礎学力の把握のため、学部が指定する大学入学共通テスト教科・科目を課すとともに、個別学力検査等で

は面接を行います。面接は、自己 PR 書の内容を中心とした個別形式で行います。面接では、社会福祉への熱

意・意欲を探り、社会福祉を学ぶ上での適性を判断する観点から、受験者の思考力・判断力・表現力等の様々な

能力を総合的に評価します。面接者は、調査書も参考にして質問します。 

 

・学校推薦型選抜（県内・全国） 

学校長が推薦する者を対象として、調査書により基礎学力を評価するとともに、当日指定するテーマに関する

レポート及び集団討論、面接を行います。レポートでは、知識、思考力、表現力等を評価します。集団討論では、

主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度等を評価します。面接では、社会福祉への熱意・意欲を探り、社

会福祉を学ぶ上での適性を判断する観点から、受験者の思考力・判断力・表現力等の様々な能力を総合的に評

価します。面接者は、調査書・志望動機書・推薦書も参考にして質問します。 

 

・社会人選抜 

社会人の経験を有する者を対象として、小論文と面接を課します。小論文では、社会福祉学部で学ぶ上で必

要な理解力、論理的思考力、文章表現力及び英文読解力等、高等学校等での学習を前提にした基礎的な学力

を総合的に評価します。面接は、志望動機書及び履歴書を中心とした個別形式で行います。面接では、社会福

祉への熱意・意欲を探り、社会福祉を学ぶ上での適性を判断する観点から、受験者の思考力・判断力・表現力等

の様々な能力を総合的に評価します。 

 

・私費外国人留学生選抜 

日本国籍を有しない者を対象として、日本留学試験の日本語と総合科目を課すとともに、面接を行います。面

接は、志望動機書の内容を中心とした個別形式で行います。面接では、社会福祉への熱意・意欲や日本語によ

るコミュニケーション能力を探り、社会福祉を学ぶ上での適性を判断する観点から、受験者の思考力・判断力・表

現力等の様々な能力を総合的に評価します。 

 

○健康栄養学部 

 ディプロマ・ポリシー  

豊かな教養と社会の諸問題に取り組む態度を身につけ、人間や健康の本質を理解しながら、生命の源である

「食」を探究し、人々が健康に生活できるよう貢献できることを目指し、以下の各項目における能力を身につけた

者に学士の学位を授与する。 

 

（知識・理解） 

１．広範な学問領域における教養を身につけることで、グローバル化する現代社会の諸問題や地域社会の特

性を理解することができる。 

２．健康の保持増進、傷病の予防・回復のために必要な栄養学的知識と技術、指導方法を修得している。 



（汎用的・実践的技能） 

３．地域を取りまく諸問題の解決に必要な情報を収集・分析・整理して、提案することができる。 

４．管理栄養士に必要とされる知識、技能、態度及び考え方の総合的能力を身につけている。 

 

（態度・志向性） 

５．栄養や食生活の専門家として、知識や技術を高めるよう生涯にわたって努力することができる。 

 

（総合的な学習経験と創造的思考力） 

６．公衆衛生を理解し、保健・医療・福祉・介護システムの中で、栄養・給食関連サービスのマネジメントを行うこ

とができる。 

７．健康の保持増進、疾病の一次、二次、三次予防のための栄養教育、食生活指導を行うことができる。 

 

 カリキュラム・ポリシー  

健康栄養学部では、ディプロマ・ポリシーを達成するために、「共通教養教育科目」と「専門教育科目」を置く。  

 

１．共通教養教育科目 

（1）共生社会の市民の素養を身につけるため、コミュニケーションスキル（リテラシー科目）、諸科学の基本的な知

識（教養基礎科目）、地域社会や国際社会の課題（課題別教養科目）、生涯にわたる健康の維持・増進のため

の知識・技能（健康スポーツ科目）、地域課題への実践的取り組み（域学共生科目）を学ぶ科目群を設置する。 

（2）英語コミュニケーションは１、２年次必修とし、域学共生科目中の基礎的科目は必修、応用的科目は選択とす

る。他の科目は各自の興味・関心に応じて選択して履修させる。 

（3）可能な限り少人数で、アクティブラーニングの手法を取り入れ、個々の科目の特性や内容に応じた多様な形

式で授業を実施し、きめ細かな学修評価を行う。 

 

２．専門教育科目 

国際性及び社会性を持った管理栄養士を養成するために、「基礎科目」「専門基礎分野」「専門分野」の３科目

群を置く。それぞれの科目群を構成する科目については、基礎から応用・発展段階へと連続的に配置する。 

 

（カリキュラムの構造・教育内容） 

（1）基礎科目の科目については、他の専門教育科目を履修する上で必要な予備知識や基礎学力を向上させる

ための補完科目として設置する。 

（2）専門基礎分野の科目については、専門分野における知識や技術を修得するための基盤を身につけるために

設置する。専門基礎分野を３つの科目群に分け、それぞれ「社会・環境と健康」「人体の構造と機能及び疾病

の成り立ち」「食べ物と健康」を教育内容として位置づける。「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」と「食べ

物と健康」の科目群によって、人間や生活についての理解を深めさせ、「社会・環境と健康」の科目群によって、

社会や環境、健康と食生活について理解させる。 

（3）専門基礎分野の中に、それぞれの教育内容の理解を深めるとともに必要な技能を修得することを目的として、

「実験・実習」科目を設置する。 

（4）専門分野の科目については、様々な領域において管理栄養士や栄養教諭としての専門性を高めるために設

置する。専門分野を主に６つの科目群に分け、それぞれ「基礎栄養学」「応用栄養学」「栄養教育論」「臨床栄

養学」「公衆栄養学」「給食経営管理論」を教育内容として位置づけるとともに、専門分野を横断して、栄養評

価や栄養管理が行える総合的な能力を養うことを目的とした「総合演習」科目を設置する。 



（5）専門分野の中に、管理栄養士として必要な技能を修得することを目的として、「実験・実習」科目を設置する。 

（6）専門分野の「実験・実習」科目の中に「臨地実習」科目を設置し、実践活動の場で課題を発見し、それを解決

することを通して、他者とのコミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を身につけるとともに、栄養評価・

判定に基づく適切なマネジメントを行うために必要とされる専門的知識及び技術の統合を図る。 

（7）この他、企業や公共団体等において、その事業内容に応じた社会体験を行う「企業実習」と、一連の研究プロ

セスを経験することで、課題を解決する能力を身につけるための「卒業研究」を設置する。 

 

（履修方法・順序） 

（1）基礎科目は、１年次に履修する。 

（2）専門基礎分野のうち「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」と「食べ物と健康」の科目は、主に１、２年次に

履修する。「社会・環境と健康」の科目は、主に３年次に履修する。 

（3）専門分野の科目については、主に２、３年次に履修する。 

（4）専門分野の「臨地実習」科目は、３年次に履修する。 

（5）「企業実習」と「卒業研究」は、４年次に履修する。 

 

（教育方法） 

（1）専門教育科目に、共通教養教育科目のうちの必修科目と履修を推奨する選択科目を加えた「健康栄養学部

カリキュラム構成図・履修モデル」「健康栄養学部履修モデル（栄養教諭）」を提示し、履修指導を行う。 

（2）「実験・実習」科目以外の基礎科目、専門基礎分野、専門分野の科目は、事前・事後課題を与える他、グル

ープワークや演習等により、学生が主体的に学ぶ方法を取り入れる。 

 

（評価） 

各授業科目では、達成目標を定め、達成目標並びに成績の評価方法と評価基準を学生に周知し、それに基

づき成績を評価する。学生の「授業評価アンケート」による授業評価と、卒業前に行う「管理栄養士専門的能力到

達度アンケート」による学生の自己評価の２つの評価に基づいてカリキュラムの評価・改善を図ることで、教育の

質の保証に努める。  

 

 アドミッション・ポリシー  

健康栄養学部は、人間や健康の本質を理解しながら、生命の源である「食」を探究し、人々が健康に生活でき

るよう貢献できる栄養や食生活の専門家を養成することを目的としています。 

したがって、健康栄養学部では、次のような人を求めています。 

 

求める学生像 

１．地域社会や人間、健康そして「食」に対して興味・関心を持ち、さらにこれらを探求する意欲のある人 〔関

心・意欲〕 

２．物事に主体的かつ積極的に取り組む姿勢をもつ人 〔主体性〕 

３．健康栄養学部の専門分野を学ぶために、高等学校等で修得すべき理系科目も含めた基礎的な知識・教養

を身につけた人 〔知識・教養〕 

４．幅広い視野と柔軟な感性を有し、今までの知識・教養をもとに論理的な思考によって適切に判断できる人 

〔思考力・判断力〕 

５．社会の一員であることを自覚し、他人の立場にたって考えることができ、コミュニケーション能力がある人 

〔表現力・協働性〕 



入学者選抜の基本方針 

健康栄養学部が行う入学者の選抜方法には、一般選抜（前期日程）、学校推薦型選抜（県内・全国）、社会人

選抜、私費外国人留学生選抜があります。 

 

・一般選抜（前期日程） 

大学入学共通テストの国語・数学・理科・外国語を課すとともに、個別学力検査等では、面接を行います。面接

は、プレゼンテーション形式で行い、受験者は与えられたテーマに関して自分の考えを決められた時間内でまと

めて、発表（プレゼンテーション）します。面接者は、調査書も参考にして質問し、知識・教養、思考力・判断力・表

現力、主体性・協働性を評価します。 

 

・学校推薦型選抜（県内・全国） 

学校長が推薦する者を対象として、調査書により基礎学力を評価するとともに、小論文と面接により健康栄養

学部で学ぶ上で必要な知識・教養、思考力・判断力・表現力、主体性・協働性を評価します。なお、面接は、プレ

ゼンテーション形式で行い、受験者は与えられたテーマに関して自分の考えを決められた時間内でまとめて、発

表（プレゼンテーション）します。面接者は、調査書・推薦書も参考にして質問します。 

 

・社会人選抜 

社会人の経験を有する者を対象として、学校推薦型選抜や一般選抜同様、プレゼンテーション形式の面接を

行うとともに、高等学校等までの理科・数学の基礎的な学力に関する口頭試問を行うことで、関心・意欲、知識・

教養、思考力・判断力・表現力、主体性・協働性を総合的に評価します。 

 

・私費外国人留学生選抜 

日本国籍を有しない者を対象として、大学での学習に必要な基礎的な日本語能力と数学や理科の知識を評

価するために日本留学試験を用います。面接では、理科・数学の基礎的な学力に関する口頭試問を行うとともに、

日本語によるプレゼンテーション形式の面接を行います。面接者は、日本留学試験の日本語「記述」答案や志望

動機書も参考にして質問します。これらにより、関心・意欲、知識・教養、思考力・判断力・表現力、主体性・協働

性を総合的に評価します。 

  



【 大 学 院 】 

○看護学研究科 看護学専攻 博士前期課程 

 ディプロマ・ポリシー  

博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、高度な専門的実践能力と看護分野における研究能

力を養うことを目的とする。 

 

１．個人‐家族‐地域を多角的、複眼的視点で捉え、看護専門領域に関する理論、関連領域の知識・技術、高

い倫理観を基盤として、エビデンスに基づく高度な看護実践ができる能力を有している。 

２．地域社会や生活環境の中で、人々が自立して健康生活を営むことができるように、地域の人々と協働して、

健康を促進する地域文化の形成・発展に貢献できる能力を有している。 

３．社会のニーズや健康に関する課題に積極的に関与し、他の職種の専門性を尊重した上で協働しながら社

会状況に対応する方略を開発する能力を有している。 

４．学際的視点をふまえて看護実践の場、教育や政策の場で看護現象を研究的視点でとらえ、論理的思考

力、リーダシップとマネージメント力を発揮して変革者として貢献できる能力を有している。 

５．看護実践を支える科学的・哲学的基盤を理解し、看護研究を通して、看護学の体系化とその発展に貢献で

きる教育・研究能力を有している。 

６．国際的動向や多様な文化に関する幅広い知識や最新の情報を備えて、看護をグローバルな視点から捉

え、看護の普遍性の追求と体系化に貢献できる能力を有している。 

 

 カリキュラム・ポリシー  

博士前期課程では、広い視野に立って精深な学識を授け、高度な専門的実践能力と看護学分野における研

究能力を養うために、教育理念に基づき、高度実践看護師（以下 CNS）コース、研究コース、及び実践リーダーコ

ースを設け、以下のようなカリキュラム（教育課程）を編成している。 

 

（構造・内容） 

１．カリキュラムを構成する科目群として「共通科目（大学院共通科目・専攻共通科目）」と「領域専門科目」の科

目群をおく。 

２．CNS コースは、がん看護学、慢性看護学、クリティカルケア看護学、小児看護学、老人看護学、精神看護学、

家族看護学、在宅看護学の８領域を設け、各領域で必要な講義・演習・実践演習・課題研究を含む、専門

看護師認定試験受験に必要な科目をおく。 

３．研究コースは、共創看護学、成人看護学、小児看護学、家族看護学、地域看護学、看護管理学の６領域を

設け、各領域で必要な講義・演習・研究を含む専門科目をおく。 

４．実践リーダーコースは、臨床看護学と地域保健学の２領域を設け、各領域で必要な講義・演習・研究を含

む科目をおく。 

５．認定看護管理者認定審査受験、養護教諭専修免許、高等学校教諭（看護）専修免許に必要な科目をおく。 

 

（順序性） 

６．１年次は看護学の学術的基盤を形成するために CNS コース、研究コース、実践リーダーコースともに共通

科目を学修するように配置し、１年次後半から２年次は専門性を高める領域専門科目、高度な専門的実践

能力と看護学分野における研究能力を獲得する科目を配置する。 

 

 



（教育方法） 

７．前期課程のディプロマ・ポリシーに沿う能力を学生の将来ビジョンに向けて修得できるように、CNS コース、

研究コース、実践リーダーコースの履修モデルを提示し、履修指導を行う。 

８．前期課程のディプロマ・ポリシーに沿う能力を学生が修得できるように、講義、演習、実習、研究指導を行う。

事前・事後課題、グループワーク、グループ討議、アクティブラーニング、シミュレーション等により、学生が主

体的に学ぶ方法、専門性を高める方法を取り入れる。 

９．実践リーダーコースは、大学院設置基準第 14条特例に基づくコースで、授業は原則、土曜日・日曜日に開

講する。 

 

（評価方法） 

10．各講義科目・演習科目・実習科目では、前期課程のディプロマ・ポリシーに沿った達成目標および成績評

価の方法・基準をシラバスや実習要項により周知し、自己評価・授業評価、教員による評価を行う。修了時に

はディプロマ・ポリシーに基づく評価（論文審査・最終試験）を行う。 

11．修了時には学生によるディプロマ・ポリシーの達成度、修士課程で修得すべき能力の評価、カリキュラム評

価を行い、カリキュラムの評価・改善を図り、教育の質保証を行う。 

 

 アドミッション・ポリシー  

博士前期課程は、広い視野に立って、精深な学識を授け、高度な専門的実践能力と看護学分野における研

究能力を有する人材を育成します。 

したがって、博士前期課程では、次のような人を求めています。 

 

求める学生像 

１．看護理論や看護研究に対する基礎的知識と科学的思考力をもつ人 

２．専門的知識・技術に基づき看護を展開する能力をもつ人 

３．看護学を創造していくために必要な自らの看護観・人間観・倫理観をもつ人 

４．看護現象を多面的に捉え、看護学を探求する力をもつ人 

５．生涯にわたって高度実践看護職者・教育者として、研鑽し続ける力をもつ人 

６．社会の変化や健康課題についての問題意識をもち、保健医療福祉や看護学教育を革新したいと考えてい

る人 

 

入学者選抜の基本方針 

博士前期課程の入学試験は、「英語」「小論文」「専門科目」「面接」の試験を行い、以下の能力を総合的に評

価します。 

 

英語：英文の読解能力と設問の内容を的確に把握し、解答する能力について評価します。 

小論文：看護学の発展に寄与する基礎的能力と看護に対する専門職業人としての能力（看護に関する志向性を

含む）について評価します。 

専門科目：基礎的理解力、科学的思考力、看護の専門的能力（専門的知識、基礎的実践能力）及び社会や健

康に関わる課題に対する問題意識について評価します。 

面接：看護専門職業人としての能力、基礎的な知的能力及び研究を遂行していく能力について評価します。実

践リーダーコースにおいては面接時に提出された研究計画書を活用します。 

 



○看護学研究科 看護学専攻 博士後期課程 

 ディプロマ・ポリシー  

博士後期課程は、看護学の学術的基盤を発展させるために看護学に関する学術と研究を国際的・学際的に

推進し、その深奥を究め、創造的に自立して研究活動を行う高度な専門的能力を養うことを目的とする。 

 

１．看護の学識者としての責務を果たし、看護学の発展の基盤となる普遍性を有する看護哲学を追求し続ける

能力を有している。 

２．看護学の学術的な基盤を発展させるために、グローバルスタンダードで看護学の知識や技術を研究開発

し、看護学にイノベーションをもたらす能力を有している。 

３．最新の看護学の知識や技術、看護関連分野の知見等を活用し、倫理的・文化的基盤を持って人や社会に

貢献するケアの開発に取り組み、人々の安心な生活の実現や QOLの向上を推進していくことのできる能力

を有している。 

４．看護学を発展させ新たな知見を創生する研究活動を行い、社会に向けて提言できる能力を有している。 

５．国内外の専門職と連携して、政策開発や意思決定に参加し、健康医療福祉システムの構築や変革をもたら

す能力を有している。 

６．科学的・学際的な基盤を持って人々の健康生活や健康文化を創造することに寄与する、次世代の高度実

践看護者を養成する高等教育を担う能力を有している。 

 

 カリキュラム・ポリシー  

博士後期課程では、看護学の学術的基盤を発展させるために看護学に関する学術と研究を国際的・学際的

に推進し、その深奥を究め、創造的に自立して研究活動を行う高度な専門的能力を養うために、教育理念に基

づき以下のようなカリキュラム（教育課程）を編成している。 

 

（構造・内容） 

１．カリキュラムを構成する科目群として、専攻共通科目、専攻専門科目および研究支援科目の科目群をおく。 

２．分野として、がん看護学、成人看護学、小児看護学、精神看護学、家族看護学、地域看護学、在宅看護学、

学校保健学、共創看護学、看護病態生理学、看護経営管理学等の分野をおく。 

３．専攻共通科目は、看護学の学術的基盤を発展させ高度な研究能力を育成するためにおく。 

４．専攻専門科目は、新たな専門的知識の蓄積・精選・拡充などをはかり、特定の看護分野の専門性を構築す

る科目としておく。 

５．研究支援科目は、研究課題を探究し、段階的に博士論文作成のプロセスを支持する科目としておく。 

 

（順序性） 

６．専攻共通科目と専門性に応じて専攻専門科目を選択し、コースワークを踏まえて、３年間にわたり看護学特

別研究を履修できるように編成している。 

７．博士論文作成に向けて、１年次には研究計画書の提出、２年次には中間報告会の開催、３年次には一次

審査論文の提出を課し、博士論文を提出するように編成している。 

 

（教育方法） 

８．後期課程のディプロマ・ポリシーに沿う能力を修得できるように、履修モデルに基づき履修指導を行い、コー

スワークの推進、博士論文作成指導、学位審査等の教育のプロセスを支援する。 

９．研究能力を高めるために、入学時より主指導教員および副指導教員をおき、複数指導教員体制で博士論



文作成指導にあたる。 

 

（評価方法） 

10．後期課程のディプロマ・ポリシーに沿った達成目標および成績評価の方法・基準を周知し、自己評価・授

業評価、教員による評価を行う。修了時にはディプロマ・ポリシーに基づく評価、博士課程で修得すべき能

力の評価等（最終試験）を行う。 

11．博士論文は、主指導教員および副指導教員による研究計画書審査、倫理審査、中間報告会、公聴会を

経て、博士論文審査基準に基づき学位審査委員会において審査を行う。 

 

 アドミッション・ポリシー  

博士後期課程は、看護学の学術基盤を発展させるために看護学に関する学術と研究を国際的・学際的に推

進し、その深奥を究め、創造的に自立して研究活動を行う高度な専門的能力を有する人材を育成します。 

したがって、博士後期課程では、次のような人を求めています。 

 

求める学生像 

１．豊かな人間性と倫理観をもち、人々の健康や社会に対して探究する力をもつ人 

２．看護学の専攻分野の深い知識及び柔軟な発想力と想像力をもつ人 

３．看護学に関連する課題に関心をもち、課題解決に向けて研究を遂行する力をもつ人 

４．普遍性を追求し、看護学の発展に寄与する意志をもつ研究者・教育者を目指す人 

５．国際的、学際的見地から看護研究や看護学教育を通して社会に貢献したいと考えている人 

 

入学者選抜の基本方針 

博士後期課程の入学試験は、「英語」「小論文」の筆記試験を行い、口述試験と提出された研究計画書をもと

に、以下の能力を総合的に評価します。 

 

英語：英文の読解能力、設問の内容を的確に把握し解答する能力について評価します。 

小論文：看護学の学術基盤や研究の発展に寄与する能力（看護の志向性を含む）と論理性、抽象的思考力、分

析力、独創性について評価します。 

口述試験：看護学の専門性、研究を進めていくために必要な能力を点数化して評価します。 

研究計画書：研究課題に対する知識、研究の意義、研究目的、研究方法、記述等について評価します。 

 

○看護学研究科 共同災害看護学専攻 博士課程 

 ディプロマ・ポリシー  

修了要件は、履修単位を５０単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受けて、博士論文の審査及び最終試験

に合格することを定めています。審査においては、本課程の教育目的に対応した能力について総合的に評価を

行い、修了要件を満たす者に博士（看護学）とし、（DNGL：Disaster Nursing Global Leader）を付記した、学位を

授与します。 

 

○人間の安全保障を理念として、いかなる災害状況でも「その人らしく健康に生きる」ことを支援することができ

る能力を有している。 

○災害サイクル諸局面において「健康に生きるための政策提案」に取り組むことができる能力を有している。 

 



○グローバルな視点から安全安心社会の実現に向けて、産学官との連携を築き、制度やシステムを変革でき

る能力を有している。 

○学際的な視点、国際的な視点から災害看護学を構築し、災害看護学を研究開発できる能力を有している。 

 

 カリキュラム・ポリシー  

豊かで高度な看護学専門知識を培い、学際的・国際的でグローバルな見識に基づいた研究を発展させ、特に

災害看護学に関してその深奥を極め、人間の安全保障の進展に寄付する災害看護のグローバルリーダーを養

成するために、教育目的に基づき以下のようなカリキュラム（教育課程）を編成しています。 

 

○カリキュラムは、災害看護学の基盤となる「看護学の基盤に関する科目群」「災害看護グローバルリーダーに

必要な学際的な科目群」、災害看護学を学問として構築する能力を養うための「災害看護学に関する科目

群」、災害看護学に関する専門的な実践や研究、グローバルリーダーとしての機能・役割を身につけるため

の「災害看護学演習」「災害看護学実習」および「災害看護学に関する研究支援科目群」の６つの科目群に

よって構成する。 

○学生が自分の関心や課題に沿って自律的に学び、グローバルリーダーとしての能力を培うことができるよう

に、「災害看護学演習」および「災害看護学実習」の科目群に「インディペンデントスタディ」を科目として置

く。 

○構成大学院（「高知県立大学大学院看護学研究科」「兵庫県立大学大学院看護学研究科」「千葉大学大学

院看護学研究科」「東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科」「日本赤十字看護大学大学院看護学研

究科」）は、学生が各構成大学院から１０単位以上の履修ができるように必要な科目を開講する。 

○学修の課程で、その成果を確認するために Preliminary Examination と Qualify Examinationを行う。 

○構成大学院の専任教員による研究指導体制の下で、災害看護学に関連する理論、高度な実践や研究につ

いての知識を統合して災害看護学の「博士論文」を作成し、提出できるように編成している。 

 

 アドミッション・ポリシー  

本大学院の理念・目的に基づき、次のような資質をもつ人材を受け入れます。 

 

○災害看護グローバルリーダーとしてのビジョンを持っている人材。 

○災害看護グローバルリーダーとしての活動にコミットメントでき、その能力を伸ばしていける人材。 

 

※令和３（2021）年度から学生募集停止。 

 

○人間生活学研究科 人間生活学専攻 博士前期課程 

 ディプロマ・ポリシー  

博士前期課程では、地域社会の生活課題を解決・調整することのできる高度専門職業人としての能力を養成

することを目的とする。 

 

１．共通ディプロマ・ポリシー 

１）専攻領域における研究遂行にとって必要とされる学術的知識を有している。 

２）専攻領域以外の領域にわたる幅広く深い学術的学識を有している。 

３）地域社会の特性を踏まえて追究すべき研究課題を発見することができる。 

４）地域社会をシステムとして捉えた研究を実践することができる。 



５）設定した研究課題を科学的視点で捉え、結論を導出することができる。 

６）研究を通じて得られた知見や技術を口頭または論文の形で共有化することができる。 

７）対象とする研究課題を自律的に遂行することができる。 

８）学問の体系化への貢献とあわせて実践的研究を志向し、得られた成果を地域社会に還元することができ

る。 

９）研究倫理について的確に理解・遵守し学術研究活動を行うことができる。 

 

２．領域（学位名称）別ディプロマ・ポリシー 

（１）栄養・生活学領域 ＜修士（生活科学）＞ 

１）生活・栄養の分野における専門的な知識を人間の生活に関して焦点化することができる。 

２）地域における生活・栄養分野の課題を複雑系科学の視点で捉えるとともに、課題解決のための具体的方策

を検証することができる。 

 

（２）社会福祉学領域 ＜修士（社会福祉学）＞ 

１）社会福祉の分野における専門的な知識と技術を人間の生活に関して焦点化することができる。 

２）地域における福祉分野の課題を科学的視点で捉えるとともに、ミクロ・メゾあるいはマクロの観点から課題解

決のための具体的な方策を検証することができる。 

 

（３）文化学領域 ＜修士（学術）＞ 

１）文化研究における専門的な知識と技術を、人間の生活に関して焦点化することができる。 

２）設定した研究課題を人文科学的方法論または社会科学的方法論に則り検証することができる。 

 

 カリキュラム・ポリシー  

博士前期課程では、地域社会の生活課題を解決・調整することのできる高度専門職業人としての能力を養成

することを目的とする。この目的のために、以下の方針に基づき本課程のカリキュラムを編成する。 

 

１．共通カリキュラム・ポリシー 

（構造・内容） 

１．カリキュラムを構成する科目区分として、「共通科目（大学院共通科目・人間生活学研究科科目）」「栄養・生

活学領域科目」「社会福祉学領域科目」「文化学領域科目」「英語・領域教育コース科目」「栄養・領域教育コ

ース科目」の科目群をおく。また、研究能力を総合的に養成するための研究指導科目として、領域ごとに「課

題研究演習」をおく。 

２．栄養・生活学領域科目に「食物科学」「人間栄養学」「栄養・生活学」の科目群をおく。 

３．社会福祉学領域科目に「福祉専門基礎」「地域・国際福祉」「介護・高齢者福祉」「障害者福祉」「児童・家庭

福祉」の科目群をおく。 

４．文化学領域科目に「地域文化」「日本文化」「英語文化」の科目群をおく。 

５．栄養・領域教育コース科目に「食物科学」「人間栄養学」「栄養・生活学」の科目群をおく。 

６．英語・領域教育コース科目に「英語・国際文化研究」の科目群をおく。 

 

（順序性） 

７．研究の基礎的能力を修得させるため、１年次に共通科目の「研究と倫理」（必修）と「研究方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」

（選択必修）を履修させる。 



（教育方法） 

８．学生の志望に従い、博士前期課程のディプロマ・ポリシーの能力を修得できるように、履修指導を行う。 

９．博士前期課程のディプロマ・ポリシーに沿う能力を学生が修得できるように、講義、演習、研究指導をバラン

スよく行う。事前・事後課題、グループ討議、アクティブラーニングなどにより、学生が主体的に学ぶ方法を取

り入れる。 

 

（評価方法） 

10．講義や演習では、博士前期課程のディプロマ・ポリシーに沿った達成目標や成績評価の方法・基準を周

知し、評価を行う。修了時にはディプロマ・ポリシーに基づく評価（論文審査・最終試験）を行う。 

11．学生によるカリキュラム評価を行い、その結果に基づいてカリキュラムの改善を図る。 

 

２．領域別カリキュラム・ポリシー 

（１）栄養・生活学領域 ＜修士（生活科学）＞ 

栄養・生活学領域の修了要件として、共通科目から６単位以上、栄養・生活学領域を中心として３つの領域科

目から１８単位以上、研究指導科目６単位を履修し、計３０単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けて、修

士論文の審査及び最終試験に合格することを定めている。 

 

（順序性） 

１．複数の領域にわたる幅広い学識を修得させるため、１年次から、栄養・生活学領域科目を中心に、共通科

目や社会福祉学領域科目、文化学領域科目から履修させる。 

２．課題を発見し、その解決を明らかにするための研究力を修得させ、修士論文の完成へと導くため、「栄養・

生活学課題研究演習」を履修させる。 

 

（教育方法） 

３．栄養・生活学領域の主研究指導教員と副研究指導教員１名ずつ以外に、他の領域の副研究指導教員から

多様な視点による研究指導を行う。また、学期ごとに１回、主研究指導教員と副研究指導教員による合同指

導会を実施する。 

 

（２）社会福祉学領域 ＜修士（社会福祉学）＞ 

社会福祉学領域の修了要件として、共通科目から６単位以上、社会福祉学領域を中心として３つの領域科目

から１８単位以上、研究指導科目６単位を履修し、計３０単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けて、修士

論文の審査及び最終試験に合格することを定めている。 

 

（順序性） 

１．複数の領域にわたる幅広い学識を修得させるため、１年次から、社会福祉学領域科目を中心に、共通科目

や栄養・生活学領域科目、文化学領域科目から履修させる。 

２．課題を発見し、その解決を明らかにするための研究力を修得させ、修士論文の完成へと導くため、「社会福

祉学課題研究演習」を履修させる。 

 

（教育方法） 

３．社会福祉学領域の主研究指導教員と副研究指導教員１名ずつ以外に、他の領域の副研究指導教員から

多様な視点による研究指導を行う。また、学期ごとに１回、主研究指導教員と副研究指導教員による合同指



導会を実施する。 

 

（３）文化学領域 ＜修士（学術）＞ 

文化学領域の修了要件として、共通科目から６単位以上、文化学領域を中心として３つの領域科目から１８単

位以上、研究指導科目６単位を履修し、計３０単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けて、修士論文の審

査及び最終試験に合格することを定めている。 

 

（順序性） 

１．複数の領域にわたる幅広い学識を修得させるため、１年次から、文化学領域科目を中心に、共通科目や栄

養・生活学領域科目、社会福祉学領域科目から履修させる。 

２．課題を発見し、その解決を明らかにするための研究力を修得させ、修士論文の完成へと導くため、「文化学

課題研究演習」を履修させる。 

 

（教育方法） 

３．文化学領域の主研究指導教員と副研究指導教員１名ずつ以外に、他の領域の副研究指導教員から多様

な視点による研究指導を行う。また、学期ごとに１回、主研究指導教員と副研究指導教員による合同指導会

を実施する。 

 

 アドミッション・ポリシー  

博士前期課程は、人間生活学に根ざした教育・研究を基盤とし、総合的な視座から地域社会の生活課題に取

り組むことのできる人材を養成することを目的とする。このために、入学選抜の基本方針として、以下の資質を有

する人を受け入れることとする。 

 

求める学生像 

１．人間生活や地域にかかわる諸課題に関心を持ち、その究明・解決に向けて、強い目的意識や探究心をも

って取組もうとする人 

２．課題に対して積極的に取組む熱意と主体的に学ぶ意欲、やり遂げる強い意志をもつ人 

３．専攻する領域に関する基礎となる知識と柔軟な思考力をもつ人 

４．地域社会において栄養・生活、社会福祉、文化の面から住民と協働し、地域のシステムづくりを計画・遂行

していく連携・調整能力及び協調性を備えた人間性豊かな人 

 

入学者選抜の基本方針 

博士前期課程における入学選抜の出願区分として「一般」「社会人」及び「外国人留学生」をおく。選抜の基本

方針は以下のとおりとする。 

 

・一般（入試） 

 本区分は、大学を卒業した人及び当該年度に大学を卒業見込みの人などを受験対象者とする。選抜のための

方法は、以下の２点によるものとする。 

筆記試験：小論文を課すことにより、設問内容の的確な把握と解答、解答内容と志望領域の専門性との整合性、

文章表現力等について評価する。 

口述試験：「研究計画書」に基づく発表と質疑応答をおこない、本研究科への適性や研究を遂行する基礎的能

力などについて評価する。本研究科への適性は、次のうちいずれか１つ以上に該当するかどうかで判断する。



地域課題解決に貢献しようと考えているか、高度な専門的力量を身につけたいと考えているか、志望領域の専

門的な知識や経験を問題解決のために生かそうと考えているか、などである。 

研究を遂行する基礎的能力は次の諸点で評価する。研究内容（目的・方法・期待される結果）及び研究の特

色（新規性・独創性）を明確に把握しているか、志望領域の専門的な基礎的知識があるか、などである。 

 

・社会人（入試） 

 本区分は、大学を卒業した人などで、企業、官公庁、教育機関、研究機関及びその他各種団体での在職経験

を有するまたは社会活動経験のある人で、かつ、受験者や受験者の研究テーマに関して理解している個人が推

薦する人を受験対象者とする。選抜のための方法は、以下の２点によるものとする。 

プレゼンテーション：「志願理由書」に基づくプレゼンテーションと質疑応答により、志望動機、活動・意欲、態度な

どについて評価する。 

面接試験：「研究構想書」に基づく質疑応答をおこない、本研究科で何を学びたいのか、受験者の専門性、研究

構想内容の適切さ、志望領域の専門的な基礎知識、入学後の学習等についての計画などについて評価する。

なお、本区分での出願にあたっては、大学院入試説明会に出席した上で事前面談を経なければならない。 

 

・外国人（入試） 

 本区分は、大学を卒業した人などで、日本国籍及び日本における永住資格を有しない人で、かつ「日本語能

力試験（N2又は２級）」に合格した人を出願対象とする。選抜のための方法は、以下の２点によるものとする。 

プレゼンテーション：「志願理由書」に基づくプレゼンテーションと質疑応答により、志望動機、活動・意欲、態度な

どについて評価するとともに、日本語の会話能力について確認をする。 

面接試験：「研究構想書」に基づく質疑応答をおこない、本研究科で何を学びたいのか、受験者の専門性、研究

構想内容の適切さ、志望領域の専門的な基礎知識、入学後の学習等についての計画などについて評価する。 

 

○人間生活学研究科 人間生活学専攻 博士後期課程 

 ディプロマ・ポリシー  

博士後期課程は、博士前期課程において修得した知識及び技術を基盤とし、自立して継続的な研究活動を

遂行できる高度専門職業人としての能力及び高等教育の発展に寄与する教育研究者としての能力を涵養するこ

とを目的とする。 

 

１．共通ディプロマ・ポリシー 

１）研究分野に関する国内外の動向を俯瞰的に把握し，自己の研究の位置づけを明確にすることができる。 

２）既存の知識や技術の応用に新たな視点を加え，知の創造に繋げることができる。 

３）人間生活に変革をもたらす政策開発ならびに意思決定への参画に繋がる研究を行うことができる。 

４）自己の研究を自立して展開していく態度と能力を有している。 

５）研究倫理に則り研究を完遂できる態度と能力を有している。 

 

２．領域（学位名称）別ディプロマ・ポリシー 

（１）栄養・生活学領域 ＜博士（生活科学）＞ 

１）栄養・生活の分野にかかわる課題の中から研究テーマを設定・遂行し、当該分野の発展に寄与する成果を

得ることができる。 

２）栄養・生活の分野における研究の発展に寄与できるよう、新たな知見を学会ならびに専門誌等で研究成果

を公表する能力を有すると同時に、社会に向けて提言できる能力を有している。 



３）高等教育機関における教授者として次世代の栄養・生活の分野にかかわる専門職教育を担う資質を有して

いる。 

 

（２）社会福祉学領域 ＜博士（社会福祉学）＞ 

１）社会福祉の分野にかかわる課題の中から研究テーマを設定・遂行し、当該分野の発展に寄与する成果を

得ることができる。 

２）社会福祉の分野における研究の発展に寄与できるよう、新たな知見を学会ならびに専門誌等で研究成果を

公表する能力を有すると同時に、社会に向けて提言できる能力を有している。 

３）高等教育機関における教授者として次世代の社会福祉の分野にかかわる専門職教育を担う資質を有して

いる。 

 

（３）文化学領域 ＜博士（学術）＞ 

１）文化の分野にかかわる課題の中から研究テーマを設定・遂行し、当該分野の発展に寄与する成果を得るこ

とができる。 

２）文化の分野における研究の発展に寄与できるよう、新たな知見を学会ならびに専門誌等で研究成果を公表

する能力を有すると同時に、社会に向けて提言できる能力を有している。 

３）高等教育機関における教授者として次世代の文化の分野にかかわる専門職教育を担う資質を有している。 

 

 カリキュラム・ポリシー  

博士後期課程は、博士前期課程において修得した知識及び技術を基盤とし、自立して継続的な研究活動を

遂行できる高度専門職業人としての能力及び高等教育の発展に寄与する教育研究者としての能力を涵養するこ

とを目的とする。本課程は、以下の方針に基づきカリキュラムを編成する。 

 

１．共通カリキュラム・ポリシー 

（構造・内容） 

１．カリキュラムを構成する主要科目群として、「共通科目」、「専門科目」及び「研究指導科目」をおく。 

２．共通科目群は、人間生活に係わる諸問題に対し、多角的な視点から接近することのできる能力を涵養する

ことを目的とする。 

３．専門科目群に、「栄養・生活学」、「社会福祉学」、及び「文化学」の３領域をおく。 

４．専門科目群は、学術研究の動向についての理解を深化させることを目的とする。 

５．研究指導科目として、領域ごとに「特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」をおく。 

 

（評価方法） 

６．博士後期課程のディプロマ・ポリシーに沿った到達目標並びに成績評価の方法及び基準を周知する。 

７．博士後期課程の修了時には、ディプロマ・ポリシーに基づく評価、博士後期課程で修得すべき能力の評価

等の最終試験を実施する。 

８．学位授与の審査は、主研究指導教員及び副研究指導教員による研究計画書審査、中間報告会、博士論

文第一次審査及び公聴会における口頭発表を経た後、博士論文審査基準に準拠し学位審査委員会にお

いて審査を行う。 

 

 

 



２．領域別カリキュラム・ポリシー 

（１）栄養・生活学領域 ＜博士（生活科学）＞ 

（順序性） 

１．複数の領域にわたる幅広い学識を修得させるコースワークとして、１年次に栄養・生活学領域科目を中心と

しつつ、共通科目や社会福祉学領域科目、文化学領域科目からも履修させる。 

２．分析に必要な知識及び技法を修得しながら、主体的な問題意識に沿って研究課題を設定し、合理的で遂

行可能な研究計画を立案させるため、１年次に「栄養・生活学特別研究Ⅰ」を履修させる。加えて研究計画

書の提出をさせる。 

３．研究計画書に従って研究を進め、指導教員とともに検討をするため、２年次に「栄養・生活学特別研究Ⅱ」

を履修させる。また加えて、その成果を中間報告会で発表させる。 

４．収集した資料やデータを分析・検証しながら博士論文の執筆へと移行していくことができるように、３年次に

「栄養・生活学特別研究Ⅲ」を履修させる。博士論文第一次審査を９月におこない、１月に博士論文を提出

させる。 

 

（教育方法） 

５．学生の志望に従い、博士後期課程のディプロマ・ポリシーの能力を修得できるように、履修指導を行い、コ

ースワークを履修させ、博士論文作成に至るための支援をする。 

６．多様な視点から研究指導が得られるように、栄養・生活学領域の主研究指導教員と副研究指導教員各 1名

のほか、他領域から副研究指導教員を選ぶこととする。必要に応じて人間生活学研究科以外の教員・研究

者を副研究指導教員として入れる。 

 

（２）社会福祉学領域 ＜博士（社会福祉学）＞ 

（順序性） 

１．複数の領域にわたる幅広い学識を修得させるコースワークとして、１年次に社会福祉学領域科目を中心とし

つつ、共通科目や栄養・生活学領域科目、文化学領域科目からも履修させる。 

２．分析に必要な知識及び技法を修得しながら、主体的な問題意識に沿って研究課題を設定し、合理的で遂

行可能な研究計画を立案させるため、１年次に「社会福祉学特別研究Ⅰ」を履修させる。加えて研究計画書

の提出をさせる。 

３．研究計画書に従って研究を進め、指導教員とともに検討をするため、２年次に「社会福祉学特別研究Ⅱ」を

履修させる。また加えて、その成果を中間報告会で発表させる。 

４．収集した資料やデータを分析・検証しながら博士論文の執筆へと移行していくことができるように、３年次に

「社会福祉学特別研究Ⅲ」を履修させる。博士論文第一次審査を９月に行い、１月に博士論文を提出させる。 

 

（教育方法） 

５．学生の志望に従い、博士後期課程のディプロマ・ポリシーの能力を修得できるように、履修指導を行い、コ

ースワークを履修させ、博士論文作成に至るための支援をする。 

６．多様な視点から研究指導が得られるように、社会福祉学領域の主研究指導教員と副研究指導教員各１名

のほか、他領域から副研究指導教員を選ぶこととする。必要に応じて人間生活学研究科以外の教員・研究

者を副研究指導教員として入れる。 

 

 

 



（３）文化学領域 ＜博士（学術）＞ 

（順序性） 

１．複数の領域にわたる幅広い学識を修得させるコースワークとして、１年次に文化学領域科目を中心としつつ、

共通科目や栄養・生活学領域科目、社会福祉学領域科目からも履修させる。 

２．分析に必要な知識及び技法を修得しながら、主体的な問題意識に沿って研究課題を設定し、合理的で遂

行可能な研究計画を立案させるため、１年次に「文化学特別研究Ⅰ」を履修させる。加えて研究計画書の提

出をさせる。 

３．研究計画書に従って研究を進め、指導教員とともに検討をするため、２年次に「文化学特別研究Ⅱ」を履修

させる。加えて、その成果を中間報告会で発表させる。 

４．収集した資料やデータを分析・検証しながら博士論文の執筆へと移行していくことができるように、３年次に

「文化学特別研究Ⅲ」を履修させる。博士論文第一次審査を９月に行い、１月に博士論文を提出させる。 

 

（教育方法） 

５．学生の志望に従い、博士後期課程のディプロマ・ポリシーの能力を修得できるように、履修指導を行い、コ

ースワークを履修させ、博士論文作成に至るための支援をする。 

６．多様な視点から研究指導が得られるように、文化学領域の主研究指導教員と副研究指導教員各１名のほ

か、他領域から副研究指導教員を選ぶこととする。必要に応じて人間生活学研究科以外の教員・研究者を

副研究指導教員として入れる。 

 

 アドミッション・ポリシー  

博士後期課程は、人間生活学を基盤とした教育・研究を基盤とし、自立した研究者として知識、基盤社会を支

える能力と次世代の高等教育を担う人材を養成することを目的とする。このために、入学選抜の基本方針として、

以下の資質を有する人を受け入れることとする。 

 

求める学生像 

１．社会の生活課題に関心を有し、明確な目的意識、強い探究心、並びに研究的手法をもって課題の解決に

取り組もうとする人 

２．課題達成への強い熱意をもち、学術研究に意欲的に取り組む人 

３．専門分野に関する深い知識、柔軟な発想力及び創造力をもつ人 

４．地域社会において栄養・生活、社会福祉、文化の面から住民と協働し、地域のシステムづくりを計画・遂行

していく連携・調整能力及び協調性を備えた人間性豊かな人であると同時に、人間生活の向上に寄与でき

る豊かな人間性と研究倫理を有し、研究者及び高等教育を担う教育研究者をめざす人 

 

入学者選抜の基本方針 

博士後期課程の入学選抜では、「筆記試験」「領域専門」及び「口述試験」をおこない、提出された研究計画書

と併せて、以下の能力を総合的に評価する。 

 

筆記試験：専攻する領域における外国語（英語）の読解力、設問の内容を的確に把握し、解答する能力について

評価する。 

領域専門：社会福祉学領域及び文化学領域では、小論文により、研究を進めるうえでの専門知識と論理性、抽

象的思考力、分析力、独創性、設問の内容を的確に把握し解答する能力について評価する。栄養・生活学領

域では、プレゼンテーションにより、これまで行ってきた研究の独創性、資料の完成度、発表の態度、提出され



た研究計画書との整合性及び、質疑応答について評価する。 

口述試験：研究計画についての発表と質疑応答をおこない、志願領域の専門性や、研究を進めていくための必

要な能力について評価する。 

研究計画書：研究課題に対する知識、研究の意義、研究目的、研究方法、記述等について評価する。 

 



２　受講者の状況

【　学　部　】

（１）共通教養教育科目

リテラシー科目

○文化学部　文化学科 （単位：人）

授　業　科　目 受講者数 授　業　科　目 受講者数

英語コミュニケーションⅠA 273 英語コミュニケーションⅡ応用エッセーライティング 17

英語コミュニケーションⅠB 264 情報処理概論 168

英語コミュニケーションⅠC 未開講 情報リテラシー 136

英語コミュニケーションⅠD 未開講 コンピュータリテラシー 162

英語コミュニケーションⅡ基礎プレゼンテーション 29 ビジネスリテラシー 39

英語コミュニケーションⅡ応用プレゼンテーション 15 日本語表現法 0

英語コミュニケーションⅡ基礎エッセーライティング 36

○看護学部　看護学科 （単位：人）

授　業　科　目 受講者数 授　業　科　目 受講者数

英語コミュニケーションⅠA 140 英語コミュニケーションⅡ応用エッセーライティング 0

英語コミュニケーションⅠB 135 情報処理概論 31

英語コミュニケーションⅠC 未開講 情報リテラシー 1

英語コミュニケーションⅠD 未開講 コンピュータリテラシー 62

英語コミュニケーションⅡ基礎プレゼンテーション 2 ビジネスリテラシー 0

英語コミュニケーションⅡ応用プレゼンテーション 0 日本語表現法 0

英語コミュニケーションⅡ基礎エッセーライティング 0

○社会福祉学部　社会福祉学科 （単位：人）

授　業　科　目 受講者数 授　業　科　目 受講者数

英語コミュニケーションⅠA 151 英語コミュニケーションⅡ応用エッセーライティング 1

英語コミュニケーションⅠB 152 情報処理概論 0

英語コミュニケーションⅠC 未開講 情報リテラシー 0

英語コミュニケーションⅠD 未開講 コンピュータリテラシー 78

英語コミュニケーションⅡ基礎プレゼンテーション 3 ビジネスリテラシー 1

英語コミュニケーションⅡ応用プレゼンテーション 0 日本語表現法 7

英語コミュニケーションⅡ基礎エッセーライティング 2

○健康栄養学部　健康栄養学科 （単位：人）

授　業　科　目 受講者数 授　業　科　目 受講者数

英語コミュニケーションⅠA 77 英語コミュニケーションⅡ応用エッセーライティング 0

英語コミュニケーションⅠB 76 情報処理概論 33

英語コミュニケーションⅠC 未開講 情報リテラシー 7

英語コミュニケーションⅠD 未開講 コンピュータリテラシー 40

英語コミュニケーションⅡ基礎プレゼンテーション 7 ビジネスリテラシー 0

英語コミュニケーションⅡ応用プレゼンテーション 1 日本語表現法 3

英語コミュニケーションⅡ基礎エッセーライティング 0



教養基礎科目 （単位：人）

授　業　科　目 受講者数 授　業　科　目 受講者数

科学と人間 52 法学 71

基礎化学 46 政治学 82

基礎生物学 175 経済学 60

物理と自然法則 5 倫理学 169

地球の科学 2 哲学 49

数学入門 7 文学 未開講

基礎統計学 51 基礎ジェンダー学 79

社会調査基礎論 2 心理学 142

日本国憲法 210

課題別教養科目 （単位：人）

授　業　科　目 受講者数 授　業　科　目 受講者数

生活と社会福祉 112 労働と人権 未開講

現代生活論 72 地域とグローバリゼーション 未開講

環境と健康と安全 58 家族関係論 160

自然災害と防災の科学 161 地域メディア論 194

平和論 2 異文化理解海外フィールドワーク 未開講

現代人権論 67 人権教育論 53

ジェンダーとキャリア 67

健康・スポーツ科目 （単位：人）

授　業　科　目 受講者数 授　業　科　目 受講者数

健康スポーツ科学Ⅰ 281 健康とヘルスプロモーション 27

健康スポーツ科学Ⅱ 273 栄養と健康 8

対人関係とメンタルヘルス 230

域学共生科目 （単位：人）

授　業　科　目 受講者数 授　業　科　目 受講者数

地域学概論 363 専門職連携論 81

土佐の歴史と文化 117 チーム形成論 114

土佐の経済とまちづくり 16 地域学実習Ⅰ 341

土佐の自然と暮らし 164 地域学実習Ⅱ 289

土佐の食と健康 178 域学共生実習 9



【　学　部　】

（２）専門教育科目

○文化学部　文化学科

（その１） （単位：人）

受講者数 受講者数

基礎演習 163 国際日本学Ⅰ（～2018） 18

中国語基礎Ⅰ 85 国際日本学 未開講

中国語基礎Ⅱ 81 比較日本学 16

ドイツ語基礎Ⅰ 24 国際関係論 30

ドイツ語基礎Ⅱ 25 国際開発論 未開講

フランス語基礎Ⅰ 39 国際文化専門演習Ⅰ 28

フランス語基礎Ⅱ 43 国際文化専門演習Ⅱ 34

日本語Ⅰ 0 日本語史 80

日本語Ⅱ 0 日本語音声学・音韻論 77

情報処理演習 172 日本語学講読 134

文献調査論 131 日本語文章構成論 102

基礎読書法 41 国語教育学講読Ⅰ 48

文化哲学 138 国語教育学講読Ⅱ 24

文化人類学 139 日本語教育学概論 36

文化と権利 162 日本語教育教材論 15

文化と裁判 56 日本語学専門演習Ⅰ 27

公共哲学 176 日本語学専門演習Ⅱ 32

民俗学 142 基礎古典 74

文化と経済 110 日本文学史（古典） 32

日本文学概論 132 日本文学史（近代） 37

言語学概論 129 古典文学基礎講読Ⅰ 70

日本語学概論 100 古典文学基礎講読Ⅱ 29

グローバルスタディー（～2018） 3 古典文学講読Ⅰ 39

グローバル平和論 120 古典文学講読Ⅱ 36

異文化コミュニケーション（～2018） 16 近代文学講読 93

社会調査論 133 現代文学講読 65

域学共生フィールドワーク 7 中国文学史 66

文化学課題研究ゼミナールⅠ 158 中国文学講読(散文） 90

文化学課題研究ゼミナールⅡ 162 中国文学講読（韻文） 34

文化学課題研究ゼミナールⅢ 143 日本文学専門演習Ⅰ 25

文化学課題研究ゼミナールⅣ 154 日本文学専門演習Ⅱ 35

キャリアデザイン論 189 書道 20

キャリア形成論 204 地域文化論 75

企業実習 65 日本思想史 48

英語学概論 41 日本文化論 85

比較言語研究 56 土佐地域文化資源論（歴史）（～2018） 14

対照言語学 21 土佐地域文化資源論（方言）（～2018） 33

言語教育実践論Ⅰ 23 地域文化資源論Ⅰ 77

言語教育実践論Ⅱ 3 地域文化資源論Ⅱ 46

英語文法論 64 文化政策論 124

英語ライティングⅠ 48 男女共同参画社会論 21

英語ライティングⅡ 12 地域防災論 102

英語音声学 33 住文化論 93

英語スピーキングⅠ 15 地域文化専門演習Ⅰ 19

英語スピーキングⅡ 6 地域文化専門演習Ⅱ 16

英語学専門演習Ⅰ 29 地域づくり論 37

英語学専門演習Ⅱ 27 地域産業論 121

英文化・文学史 78 地域分析論 145

英文化・文学論 42 地方自治論 45

米文化・文学史 41 NPO論 97

米文化・文学論 47 地域づくりフィールドスタディⅡ（～2018） 46

異文化理解Ⅰ 69 地域づくりフィールドスタディ 60

異文化理解Ⅱ 未開講 地域づくり専門演習Ⅰ 20

異文化理解Ⅲ 未開講 地域づくり専門演習Ⅱ 16
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（その２） （単位：人）

受講者数 受講者数

観光文化論Ⅰ 99 文化と人権 109

観光文化論Ⅱ 82 文化と統治システム 43

景観文化論 64 社会秩序と法 60

観光と自然環境Ⅱ（～2018） 83 犯罪と法 28

観光と自然環境 未開講 情報化社会と法文化 128

観光文化フィールドスタディⅠ 23 地域社会と法文化 85

観光文化フィールドスタディⅡ 42 現代法文化専門演習Ⅰ 11

観光フィールド専門演習Ⅰ 48 現代法文化専門演習Ⅱ 2

観光フィールド専門演習Ⅱ 36 生活と法文化 73

観光学総論 68 災害と法 151

観光まちづくり論Ⅰ 32 ワーク・ライフ・バランスと法 37

観光まちづくり論Ⅱ 15 労働契約と法文化 109

観光産業論（～2018） 23 社会保障と法文化 78

観光産業論Ⅰ 29 家族関係と法文化 81

観光産業論Ⅱ 未開講 生活法文化専門演習Ⅰ 11

観光企画論 103 生活法文化専門演習Ⅱ 2

観光まちづくりフィールドスタディⅠ 17

観光まちづくりフィールドスタディⅡ 50

観光産業専門演習（～2018） 37

観光企画専門演習（～2018） 51

観光まちづくり専門演習Ⅰ 未開講

観光まちづくり専門演習Ⅱ 未開講
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○看護学部　看護学科

（その１） （単位：人）

受講者数 受講者数

医学の世界 82 治療援助論Ⅱ 82

人体の構造Ⅰ 88 症状と看護 84

人体の構造Ⅱ 93 看護援助の動向と課題 0

人体の機能Ⅰ 83 ふれあい看護実習 83

人体の機能Ⅱ 86 看護基盤実習 78

人体のしくみの乱れⅠ 83 看護システム論 80

人体のしくみの乱れⅡ 81 看護サービス論 82

心のしくみ 83 看護教育論 0

病態と治療Ⅰ 80 看護管理の動向と課題 0

病態と治療Ⅱ 80 チーム医療実習 82

診断学 83 看護管理実習 82

微生物学 81 急性期看護論 80

栄養学 82 急性期看護援助論 82

生化学 82 回復期看護援助論 80

薬理学 83 急性期看護の動向と課題 0

治療学総論 81 急性期看護実習 82

小児と疾患 82 慢性期看護論 80

母性学 80 慢性期看護援助論 82

保健統計学 80 終末期看護援助論 82

疫学 82 慢性期看護の動向と課題 0

健康管理論 82 慢性期看護実習 82

地域保健政策 82 老人看護学総論 83

生命の科学と倫理 49 老人の健康と看護 81

医療史 0 老人看護援助論 80

社会保障と看護 31 老人看護の動向と課題 0

心理学理論と心理的支援 24 精神看護学総論 80

行動科学 0 精神の健康と看護 80

保健行動論 5 精神看護援助論 82

人間工学 9 精神看護の動向と課題 0

公衆衛生学 80 精神看護実習 82

在宅医療 0 小児看護学総論 80

医療と経営 0 小児の健康と看護 82

助産学 12 小児看護援助論 82

助産診断論 12 小児看護の動向と課題 0

看護学総論 82 小児看護実習 82

健康と看護 82 母性看護学総論 80

環境と看護 83 母性看護対象論 80

人間と看護 82 母性看護援助論 82

看護研究方法論 82 母性看護の動向と課題 0

看護哲学と倫理 82 母性看護実習 82

生活と看護 83 助産看護学総論 8

生活援助論Ⅰ 83 助産看護診断論 8

生活援助論Ⅱ 83 助産技術論Ⅰ 8

生活援助論Ⅲ 80 助産技術論Ⅱ 8

看護過程論 81 助産看護援助論 8

援助関係論 83 助産看護管理論 8

フィジカルアセスメントⅠ 82 助産看護の動向と課題 8

フィジカルアセスメントⅡ 83 助産看護実習Ⅰ 8

治療援助論Ⅰ 80 助産看護実習Ⅱ 8
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（その２） （単位：人）

受講者数 受講者数

在宅看護学総論 82 看護セミナーⅠ 79

在宅看護対象論 82 看護セミナーⅡ 5

在宅看護援助論 82 看護セミナーⅢ 3

在宅看護リエゾン論 0 看護セミナーⅣ 80

在宅看護の動向と課題 0 看護セミナーⅤ 82

在宅看護実習 82 臨床看護論Ⅰ 6

地域看護学総論 80 臨床看護論Ⅱ 17

地域の健康と看護 82 臨床看護論Ⅲ 36

地域看護援助論 82 臨床看護論Ⅳ 10

地域看護の動向と課題 0 臨床看護論Ⅴ 11

地域看護実習 75 臨床看護論Ⅵ 9

学校保健 15 母性・助産看護実践論 3

養護概説 17 精神看護実践論 0

看護研究 82 急性期看護実践論 0

看護と政策 82 慢性期看護実践論 0

がん看護論 82 小児看護実践論 6

総合看護実習 82 地域看護実践論 4

看護実践能力開発実習 82 老人看護実践論 0

バイオロジカルナーシング 0 臨床看護実践論 0

治療と看護 0 医学と看護の統合 81

災害と看護 42 最新実践看護講座Ⅰ 9

災害看護実践論 0 最新実践看護講座Ⅱ 11

看護学の動向と課題 0

グローバル社会と看護Ⅰ 54

グローバル社会と看護Ⅱ 2
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○社会福祉学部　社会福祉学科 （単位：人）

受講者数 受講者数

福祉対象入門 78 事例研究法 7

福祉援助入門 78 実践記録法 8

社会福祉入門演習 78 チームアプローチ 6

社会福祉基礎演習 78 スーパービジョン 0

心理学理論と心理的支援 78 地域福祉論Ⅰ 74

社会理論と社会システム 78 地域福祉論Ⅱ 73

現代社会と福祉Ⅰ 78 地域福祉活動 10

現代社会と福祉Ⅱ 78 国際福祉論 7

社会福祉史 73 コミュニティソーシャルワーク 23

介護技術 9 福祉ＮＰＯ論 53

社会保障論Ⅰ 78 子育て支援論 6

社会保障論Ⅱ 78 虐待防止論 56

公的扶助論 73 ケアマネジメント論 35

障害者福祉論 74 ケアマネジメント演習 22

児童・家庭福祉論 74 ケアプラン策定法 3

高齢者福祉論Ⅰ 78 就労支援サービス 72

高齢者福祉論Ⅱ 75 精神科リハビリテーション学  35

精神保健福祉論Ⅰ 33 精神保健福祉援助演習 18

精神保健福祉論Ⅱ 31 精神保健福祉援助実習指導Ⅰ 28

福祉行財政と福祉計画  72 精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 18

福祉サービスの組織と経営 72 精神保健福祉援助実習Ⅰ 18

権利擁護論 73 精神保健福祉援助実習Ⅱ 18

更生保護制度 72 介護の基本Ⅰ 26

保健医療サービス 74 介護の基本Ⅱ 16

女性福祉論 10 介護の基本Ⅲ 23

医療福祉論 55 コミュニケーション技術 25

人体の構造と機能及び疾病 81 生活支援技術Ⅰ 26

精神医学Ⅰ 30 生活支援技術Ⅱ 25

精神医学Ⅱ 30 生活支援技術Ⅲ 17

精神保健学Ⅰ 37 生活支援技術Ⅳ 15

精神保健学Ⅱ 34 生活支援技術Ⅴ 23

発達と老化の理解Ⅰ 17 介護過程Ⅰ 25

発達と老化の理解Ⅱ 34 介護過程Ⅱ 17

認知症の理解Ⅰ 24 介護過程Ⅲ 15

認知症の理解Ⅱ 17 介護過程Ⅳ 23

障害の理解Ⅰ 38 介護総合演習Ⅰ 25

障害の理解Ⅱ 33 介護総合演習Ⅱ 17

こころとからだのしくみⅠ 30 介護総合演習Ⅲ 23

こころとからだのしくみⅡ 25 介護総合演習Ⅳ 17

相談援助の基盤と専門職 78 介護実習Ⅰ 26

相談援助の理論と方法Ⅰ 74 介護実習Ⅱ 16

相談援助の理論と方法Ⅱ 73 介護実習Ⅲ 23

相談援助の理論と方法Ⅲ 74 医療的ケアⅠ 25

相談援助と理論と方法Ⅳ 31 医療的ケアⅡ 17

精神保健福祉援助技術総論 28 福祉研究法入門 76

精神保健福祉援助技術各論 34 社会調査の基礎 76

面接技法 58 社会福祉専門演習Ⅰ 74

医療ソーシャルワーク論 27 社会福祉専門演習Ⅱ 74

相談援助演習Ⅰ 74 社会福祉専門演習Ⅲ 72

相談援助演習Ⅱ 73 社会福祉専門演習Ⅳ 74

相談援助演習Ⅲ 74

相談援助演習Ⅳ 73

相談援助実習指導Ⅰ 75

相談援助実習指導Ⅱ 73

相談援助実習指導Ⅲ 73

相談援助実習 73
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○健康栄養学部　健康栄養学科 （単位：人）

受講者数 受講者数

健康栄養学基礎 40 栄養教育論Ⅰ 43

健康栄養学応用 43 栄養教育論Ⅱ 41

地域健康論 41 栄養教育論Ⅲ 41

介護論 41 栄養教育論実習Ⅰ 41

食と介護 41 栄養教育論実習Ⅱ 41

保健医療福祉論 41 学校栄養指導論Ⅰ 10

地域医療論 15 学校栄養指導論Ⅱ 9

公衆衛生学 41 臨床栄養学Ⅰ 43

環境衛生学実習 41 臨床栄養学Ⅱ 41

健康情報論実習 40 臨床栄養学Ⅲ 41

生化学Ⅰ 40 臨床実践栄養学 41

生化学Ⅱ 40 臨床栄養学実習Ⅰ 41

生化学実験 43 臨床栄養学実習Ⅱ 41

人体の構造と機能Ⅰ 40 公衆栄養学Ⅰ 45

人体の構造と機能Ⅱ 40 公衆栄養学Ⅱ 42

臨床医科学 11 地域公衆栄養学実習 41

疾病論Ⅰ 43 給食経営管理論 43

疾病論Ⅱ 43 給食計画論 43

運動生理学 43 給食経営管理実習Ⅰ 41

生体科学実験・実習 43 給食経営管理実習Ⅱ 41

食品学 40 管理栄養士総合演習Ⅰ 41

食品学実験Ⅰ 40 管理栄養士総合演習Ⅱ 40

食品学実験Ⅱ 43 給食経営管理臨地実習 41

食材学 40 臨床栄養学臨地実習Ⅰ 41

食品の栄養素と機能 43 臨床栄養学臨地実習Ⅱ 41

食品衛生学 43 地域公衆栄養学臨地実習 41

食品衛生学実験 43 地域実践栄養学臨地実習 0

フードシステム学 8

調理学 40

調理学実習Ⅰ 40

調理学実習Ⅱ 40

調理学実習Ⅲ 25

調理科学実験 7

基礎栄養学 40

基礎栄養学実験 43

応用栄養学Ⅰ 45

応用栄養学Ⅱ 43

応用栄養学実習 44

ライフステージ栄養学 43

企業実習 未開講

課
題

研
究

卒業研究 40

食
べ
物
と
健
康

臨
地
実
習

そ
の

他

基
礎

栄
養

応
用

栄
養
学

総
合

演
習

公
衆

栄
養
学

授　業　科　目授　業　科　目

栄
養
教
育
論

臨
床
栄
養
学人

体
の
構
造
と
機
能
及
び

疾
病
の
成
り
立
ち

給
食
経
営

管
理
論

社
会
・
環
境
と
健
康

基
礎

科
目



【　学　部　】

（３）教職に関する専門教育科目 （単位：人）

受講者数 受講者数

教育原理 37 教育実習Ⅰ 22

教育基礎理論 21 教育実習Ⅱ 22

教師論 92 養護実習 11

教育社会学 51 学校栄養教育実習 10

発達心理学 36 教職実践演習(中・高) 23

教育心理学 28 教職実践演習(養護) 11

特別支援教育概論 41 教職実践演習(栄養) 10

教育課程論 34 国語科教育法Ⅰ 7

道徳教育論 52 国語科教育法Ⅱ 5

国語科教育法Ⅲ 14

国語科教育法Ⅳ 13

特別活動論 39 英語科教育法Ⅰ 10

英語科教育法Ⅱ 9

英語科教育法Ⅲ 8

教育相談及びキャリア教育の理論と方法 59 英語科教育法Ⅳ 9

授　業　科　目 授　業　科　目

教育の方法と技術及び総合的な学習の
時間の指導法

33

生徒指導の理論と方法及び特別活動の
指導法

30

教
職
に
関
す
る
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育
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目

教
職
に
関
す
る
専
門
教
育
科
目



【　大 学 院　】

○看護学研究科看護学専攻　（博士前期課程）

（その１） （単位：人）

受講者数 受講者数

研究と倫理 2 慢性看護論 0

教育学特論 未開講 慢性看護対象論 0

教育心理学特論 2 慢性看護方法論Ⅰ 0

ジェンダー論 未開講 慢性看護方法論Ⅱ 1

臨床倫理 4 慢性疾患診断治療学Ⅰ 1

グローバルヘルス論 2 慢性疾患診断治療学Ⅱ 未開講

ケア論 3 慢性看護課題研究 1

看護マネジメント論 4 慢性看護学実践演習Ⅰ 0

看護理論と実践 13 慢性看護学実践演習Ⅱ 1

看護学基盤論 4 慢性看護学実践演習Ⅲ 0

看護研究と実践 12 慢性看護学実践演習Ⅳ 1

看護倫理 13 慢性看護学実践演習Ⅴ 1

看護サービス管理論 11 成人看護学研究方法Ⅰ 0

看護コンサルテーション論 11 成人看護学研究方法Ⅱ 0

フィジカルアセスメント特論 12 クリティカルケア看護論Ⅰ 3

病態生理学 11 クリティカルケア看護論Ⅱ 2

臨床薬理学 10 クリティカルケア看護方法論Ⅰ 2

こころの発達 4 クリティカルケア看護方法論Ⅱ 1

看護教育論Ⅰ 8 クリティカルケア看護方法論Ⅲ 2

看護教育論Ⅱ 16 クリティカルケア看護方法論Ⅳ 1

看護教育学専門演習 1 クリティカルケア診断治療学Ⅰ 未開講

看護教育学研究方法Ⅰ 1 クリティカルケア診断治療学Ⅱ 3

看護教育学研究方法Ⅱ 1 クリティカルケア看護課題研究 1

データ分析方法論Ⅰ 12 クリティカルケア看護学実践演習Ⅰ 2

疫学研究方法論 7 クリティカルケア看護学実践演習Ⅱ 1

保健医療政策と経済Ⅰ 12 クリティカルケア看護学実践演習Ⅲ 1

保健医療政策と経済Ⅱ 13 クリティカルケア看護学実践演習Ⅳ 2

看護学の動向と展望 14 クリティカルケア看護学実践演習Ⅴ 1

最新専門看護実践講座Ⅰ 4 小児看護論 2

最新専門看護実践講座Ⅱ 4 小児看護対象論 2

インディペンデントスタディ 0 小児看護方法論Ⅰ 2

看護理論と研究Ⅰ 4 小児看護方法論Ⅱ 1

看護理論と研究Ⅱ 2 小児診断治療学Ⅰ 3

学際的研究方法 3 小児診断治療学Ⅱ 未開講

データ分析方法論Ⅱ 1 小児看護課題研究 1

看護学英語 1 小児看護学実践演習Ⅰ 2

共創看護学セミナー 0 小児看護学実践演習Ⅱ 1

バイオメトリクス看護学演習 1 小児看護学実践演習Ⅲ 1

看護学研究方法ⅠA 0 小児看護学実践演習Ⅳ 2

看護学研究方法ⅠB 0 小児看護学実践演習Ⅴ 1

看護学研究方法ⅡA 0 小児看護学研究方法Ⅰ 1

看護学研究方法ⅡB 0 小児看護学研究方法Ⅱ 0

がん看護論 2 精神看護論 2

緩和ケア特論 2 精神看護対象論 2

がん看護方法論Ⅰ 2 精神看護方法論Ⅰ 2

がん看護方法論Ⅱ 2 精神看護方法論Ⅱ 1

がん看護方法論Ⅲ 2 精神看護展開論Ⅰ 0

がん病態生理学 3 精神看護展開論Ⅱ 1

がん診断治療学 4 精神看護展開論Ⅲ 0

がん薬理学 未開講 精神看護展開論Ⅳ 0

がん看護課題研究 3 精神診断治療学Ⅰ 未開講

がん看護学実践演習Ⅰ 3 精神診断治療学Ⅱ 3

がん看護学実践演習Ⅱ 2 精神看護課題研究 1

がん看護学実践演習Ⅲ 2 精神看護学実践演習Ⅰ 2

がん看護学実践演習Ⅳ 2 精神看護学実践演習Ⅱ 2

がん看護学実践演習Ⅴ 2 精神看護学実践演習Ⅲ 1

成人看護学研究方法Ⅰ 0 精神看護学実践演習Ⅳ 1

成人看護学研究方法Ⅱ 0 精神看護学実践演習Ⅴ 1

授　業　科　目 授　業　科　目

共
　
通
　
科
　
目

大
学
院
共
通
科
目

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
ケ
ア
看
護
学
領
域

専
　
攻
　
共
　
通
　
科
　
目

小
児
看
護
学
領
域

領
　
域
　
専
　
門
　
科
　
目

精
神
看
護
学
領
域

共
創
看
護
学
領
域

が
ん
看
護
学
領
域

慢
性
看
護
学
領
域

領
　
域
　
専
　
門
　
科
　
目



（その２） （単位：人）

受講者数 受講者数

家族看護論 1 老人看護論 2

家族看護対象論 0 老人看護対象論 2

家族看護方法論Ⅰ 12 老人看護方法論 2

家族看護方法論Ⅱ 11 老人ケアシステム論 2

家族看護実践論Ⅰ 0 老人看護展開論Ⅰ 2

家族看護実践論Ⅱ 0 老人看護展開論Ⅱ 2

家族療法 4 老年病診断治療学Ⅰ 4

家族ケアの開発 0 老年病診断治療学Ⅱ 未開講

家族看護課題研究 0 老人看護課題研究 2

家族看護学実践演習Ⅰ 1 老人看護学実践演習Ⅰ 2

家族看護学実践演習Ⅱ 1 老人看護学実践演習Ⅱ 2

家族看護学実践演習Ⅲ 0 老人看護学実践演習Ⅲ 2

家族看護学実践演習Ⅳ 0 老人看護学実践演習Ⅳ 2

家族看護学実践演習Ⅴ 0 老人看護学実践演習Ⅴ 2

家族看護学研究方法Ⅰ 0 看護管理論 0

家族看護学研究方法Ⅱ 0 システム経営管理論 0

地域看護論 1 看護管理展開論 0

地域ケアシステム論 0 看護管理の動向と展望 0

地域看護展開論 1 看護管理課題研究 0

地域看護課題研究 0 看護管理学実践演習Ⅰ 0

地域フィールド演習Ⅰ 1 看護管理学実践演習Ⅱ 0

地域フィールド演習Ⅱ 0 看護管理学実践演習Ⅲ 0

地域看護学研究方法Ⅰ 1 看護管理学研究方法Ⅰ 0

地域看護学研究方法Ⅱ 1 看護管理学研究方法Ⅱ 1

在宅看護論 0 精神看護ケア研究 1

在宅看護方法論Ⅰ 0 老人看護ケア研究 0

在宅看護方法論Ⅱ 1 がん看護ケア研究 1

在宅看護方法論Ⅲ 2 小児看護ケア研究 2

在宅ケアシステム論 2 慢性看護ケア研究 1

在宅看護展開論Ⅰ 0 クリティカルケア研究 0

在宅看護展開論Ⅱ 0 臨床看護管理研究 1

在宅療養診断治療学Ⅰ 2 臨床看護教育研究 2

在宅療養診断治療学Ⅱ 未開講 母性・助産看護ケア研究 1

在宅看護課題研究 3 臨床看護学専門演習 1

在宅看護学実践演習Ⅰ 0 臨床看護学研究方法Ⅰ 2

在宅看護学実践演習Ⅱ 0 臨床看護学研究方法Ⅱ 3

在宅看護学実践演習Ⅲ 2 地域ケア研究 3

在宅看護学実践演習Ⅳ 2 学校保健研究 1

在宅看護学実践演習Ⅴ 3 家族ケア研究 3

在宅ケア研究 3

保健学研究 4

地域保健学専門演習 2

地域保健学研究方法Ⅰ 1

地域保健学研究方法Ⅱ 1
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○看護学研究科看護学専攻　（博士後期課程） （単位：人）

受講者数 受講者数

理論看護学Ⅰ 5 家族看護学Ⅰ 0

理論看護学Ⅱ 5 家族看護学Ⅱ 0

看護学研究方法Ⅰ 5 地域看護学Ⅰ 0

看護学研究方法Ⅱ 6 地域看護学Ⅱ 0

看護倫理学 5 在宅看護学Ⅰ 0

イノベーション看護学 5 在宅看護学Ⅱ 0

国際看護学 8 学校保健学Ⅰ 0

医学研究方法論 1 学校保健学Ⅱ 0

インディペンデントスタディ 1 共創看護学Ⅰ 1

小児看護学Ⅰ 0 共創看護学Ⅱ 0

小児看護学Ⅱ 0 看護病態生理学Ⅰ 0

成人看護学Ⅰ 0 看護病態生理学Ⅱ 0

成人看護学Ⅱ 0 看護経営管理学Ⅰ 1

老人看護学Ⅰ 0 看護経営管理学Ⅱ 0

老人看護学Ⅱ 0 看護学特別研究Ⅰ 3

がん看護学Ⅰ 2 看護学特別研究Ⅱ 0

がん看護学Ⅱ 0 看護学特別研究Ⅲ 4

精神看護学Ⅰ 1

精神看護学Ⅱ 0

○看護学研究科共同災害看護学専攻　（博士課程） （単位：人）

受講者数 受講者数

看護研究 0 災害看護ゼミナールＡ 0

理論看護学 0 災害看護ゼミナールＢ 7(1)

危機管理論 2(1) 災害看護ゼミナールＣ 0

環境防災学Ⅰ 4(1) 災害看護ゼミナールＤ 0

環境防災学Ⅱ 未開講 災害看護ゼミナールＥ 0

グローバルヘルス 未開講 インディペンデントスタディⅠ 0

災害法制度と政策論 3(1) インディペンデントスタディⅡ 0

専門職連携実践論 1(1) インディペンデントスタディⅢ 0

災害時専門職連携演習（災害IP演習） 3(1) インディペンデントスタディⅣ 0

災害医療学 3(1) インディペンデントスタディⅤ 0

災害心理学 4(1) 災害看護研究ゼミナール 0

災害と文化 未開講 実践課題研究 4(2)

災害社会福祉学 5(1) 災害看護研究デベロップメント 7(1)

Professional writing 未開講 博士論文 15(5)

Proposal writing 理論看護学Ⅱ 7(1)

(Research proposal writing skill)

Program writing

（Program Proposal writing skill）

災害看護学総論 0

災害看護活動論Ⅰ（急性期） 0

災害看護活動論Ⅱ（亜急性期） 0

災害看護活動論Ⅲ（復旧・復興） 0

災害看護活動論Ⅳ（備え） 0

災害看護グローバルコーディネーション論 4(1)

災害看護リーダーシップ・管理論 2(1)

災害看護倫理 10(2)

災害看護理論構築 7(1)

インターンシップⅠ 1(1)

インターンシップⅡ 6(3)
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○人間生活学研究科人間生活学専攻　（博士前期課程） （単位：人）

受講者数 受講者数

研究と倫理 10 日本文化論Ⅰ 1

教育学特論 未開講 日本文化論Ⅱ 未開講

教育心理学特論 8 日本語文化論 1

ジェンダー論 未開講 文学Ⅰ 1

臨床倫理 1 文学Ⅱ 0

グローバルヘルス論 3 文学Ⅲ 未開講

ケア論 1 英語文化論Ⅰ 0

看護マネジメント論 0 英語文化論Ⅱ 未開講

研究方法論Ⅰ 9 英語文化論Ⅲ 未開講

研究方法論Ⅱ 9 英語言語文化論特論Ⅰ 未開講

研究方法論Ⅲ 3 英語言語文化論特論Ⅱ 未開講

データ解析論 9 国際日本学 未開講

環境解析論 未開講 英語学特論Ⅰ 1

地域スポーツ論 未開講 英語学特論Ⅱ 未開講

健康リハビリテーション論 7 英語教育学特論Ⅰ 1

食品生化学特論 9 英語教育学特論Ⅱ 1

食品製造学特論 未開講 英語圏文学特論Ⅰ 1

食物科学論 9 英語圏文学特論Ⅱ 1

食物科学実践演習 未開講 英語圏文化特論Ⅰ 未開講

栄養学特論 未開講 英語圏文化特論Ⅱ 未開講

臨床栄養学特論 5 異文化理解特論 1

健康動態論 未開講 英語言語文化論特論Ⅰ 未開講

栄養疫学論 5 英語言語文化論特論Ⅱ 未開講

栄養・生活特論Ⅰ 6 英語教育実践研究Ⅰ 1

栄養・生活特論Ⅱ 7 英語教育実践研究Ⅱ 1

栄養・生活統計論 未開講 食品生化学特論 未開講

環境生態論 0 食品製造学特論 未開講

社会福祉原論 2 食物科学論 未開講

福祉リハビリテーション論 未開講 食物科学実践演習 未開講

ソーシャルワーク論　　 未開講 栄養学特論 未開講

社会保障論 4 臨床栄養学特論 未開講

福祉行財政論 未開講 食生活論Ⅰ 未開講

地域福祉論Ⅰ 3 食生活論Ⅱ 未開講

地域福祉論Ⅱ 未開講 食生活論演習 未開講

国際福祉論Ⅰ 5 健康動態論 未開講

国際福祉論Ⅱ 未開講 栄養疫学論 未開講

介護福祉論Ⅰ 3 栄養・生活特論Ⅰ 未開講

介護福祉論Ⅱ 未開講 栄養・生活特論Ⅱ 未開講

高齢者福祉論 3 栄養・生活統計論 未開講

障害者福祉論 未開講 環境生態論 未開講

精神保健福祉論 2 栄養・生活学課題研究演習 3

精神科ソーシャルワーク論　 未開講 社会福祉学課題研究演習 3

児童・家庭福祉論Ⅰ 1 文化学課題研究演習 未開講

児童・家庭福祉論Ⅱ 未開講

地域文化論Ⅰ　 未開講

地域文化論Ⅱ　 1

地域文化論Ⅲ 未開講

観光文化論Ⅰ 5

観光文化論Ⅱ 1

観光文化論Ⅲ 未開講
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○人間生活学研究科人間生活学専攻　（博士後期課程） （単位：人）

受講者数 受講者数

研究デザイン 4 地域文化学Ⅰ 0

研究倫理 未開講 地域文化学Ⅱ 0

地球環境解析学 0 言語文化学Ⅰ 0

環境生態学 未開講 言語文化学Ⅱ 0

居住環境学 未開講 栄養・生活学特別研究Ⅰ 0

人間栄養学 未開講 栄養・生活学特別研究Ⅱ 0

食品機能学 1 栄養・生活学特別研究Ⅲ 1

健康動態学 0 社会福祉学特別研究Ⅰ 3

介護福祉学 2 社会福祉学特別研究Ⅱ 0

障害者福祉学 0 社会福祉学特別研究Ⅲ 0

児童・家族福祉学 1 文化学特別研究Ⅰ 0

地域福祉学 0 文化学特別研究Ⅱ 0

国際福祉政策学 0 文化学特別研究Ⅲ 0

社会福祉計画論 4

※「未開講」・・・隔年開講などにより年度当初から未開講科目であったもの

※「０」・・・年度当初開講予定科目で、院生がいないなどの理由で開講されなかったもの
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３　科目等履修生・特別聴講学生・研究生の状況

（１）科目等履修生 （単位：人）

授　業　科　目 受講者数 授　業　科　目 受講者数

教育実習Ⅰ 1

教育実習Ⅱ 1

特別支援教育概論 1

教職実践演習（中・高） 1

教育の方法と技術及び総合的な学習の時間の指導法 1

（２）特別聴講学生 （単位：人）

授　業　科　目 受講者数 授　業　科　目 受講者数

（３）研究生 （単位：人）

授　業　科　目 受講者数 授　業　科　目 受講者数



４　教員免許状取得状況・国家資格等合格状況

（１）教員免許状取得状況（過去3年間分） （単位：人）

学部・学科 平成30年度 平成31/令和元年度 令和2年度

実人数 23 16 20

中一種免（英語） 11 9 9

高一種免（英語） 11 9 9

中一種免（国語） 12 7 11

高一種免（国語） 12 7 11

12 10 13

実人数 11 14 11

一種免（養護） 11 14 11

3 8 7

実人数 6 10 10

一種免（栄養） 6 10 10

5 7 2

40 40 41

20 25 22

※教員就職者数は正規採用者と臨時的任用者との合計

（２）国家試験合格状況 （単位：人）

国 家 資 格 受　験　日 区　　分 受 験 者 数 合 格 者 数 合 格 率

新　　卒 82 82 100.0%

既　　卒 0 0

新　　卒 74 74 100.0%

既　　卒 2 2 100.0%

新　　卒 8 8 100.0%

既　　卒 0 0

新　　卒 68 53 77.9%

既　　卒 32 6 18.8%

新　　卒 15 15 100.0%

既　　卒 2 2 100.0%

新　　卒 17 17 100.0%

既　　卒 0 0

新　　卒 40 38 95.0%

既　　卒 1 1 100.0%

（３）専門看護師・認定看護管理者合格状況 （単位：人）

合 格 者 数

1

2

1

2

2

健康栄養学部
健康栄養学科

免許状取得者数

教員就職者数

管理栄養士 令和3年2月28日

介護福祉士 令和3年1月31日

社会福祉士 令和3年2月7日

精神保健福祉士
令和3年2月6日
令和3年2月7日

区　分

文化学部
文化学科

免許状取得者数

教員就職者数

令和3年2月11日

保　健　師 令和3年2月12日

看　護　師 令和3年2月14日

助 産 師

合　計
免許状取得者数（実人数）

教員就職者数

看護学部
看護学科

免許状取得者数

教員就職者数

認定看護管理者

専 門 看 護 分 野 名

がん看護

小児看護

家族支援

急性重症患者看護



５　学位等及び大学賞・学長賞等の授与状況

（１）学位等授与状況

○博　士 （単位：人）

令和2年度 累　　　計

3 36

1 4

1 10

50

5 100

○修　士 （単位：人）

令和2年度 累　　　計

17 290

6 178

23 468

【学位授与者一覧】

○博　士

授与年月日 学位の種類 氏　　名

令和2年9月23日 博士（看護学） 岩﨑　順子

令和2年9月23日 博士（看護学） 坂元　綾

令和2年9月23日 博士（社会福祉学） 佐賀　啓子

令和3年3月19日 博士（看護学） 升田　茂章

令和3年3月19日 博士（看護学） 村田　美穂

○修　士

授与年月日 学位の種類 氏　　名

令和2年9月23日 修士（看護学） 岡林　見佳

令和2年9月23日 修士（看護学） 竹内　奈々恵

令和2年9月23日 修士（看護学） 松澤　志保

令和3年3月19日 修士（看護学） 伊勢田　純子

研　究　科　名
博　　　　　士

看護学研究科（博士後期課程）

合　　　　計

人間生活学研究科（博士後期課程）

健康生活科学研究科健康生活科学専攻（博士後期課程）

看護学研究科（博士課程）

論　　　文　　　名

養育期における Family Confidence モデルに関する研究

中山間地域における終末期がん患者の在宅移行支援を行う看護師の困難と
対処

慢性血液透析者におけるエンド・オブ・ライフの準備性
―アドバンス・ケア・プランニングに向けて―

看護師長の成長につながる経験と同僚師長からの支援

看護師による２型糖尿病患者のフットケアにおける下肢血流障害の
アセスメント　－非侵襲的生理学的指標による評価－

救命救急における重症患者の早期栄養療法に関する研究

放射線災害被災地域で生きる　－高齢者にとっての復興－

マルチキナーゼ阻害薬による手足症候群の発症と皮膚生理学的指標の関連

在宅移行期の慢性心不全患者へのケアにおける訪問看護師の多職種との
協働

修　　　　　士
研　究　科　名

論　　　文　　　名

看護学研究科（博士前期課程）

人間生活学研究科（博士前期課程）

合　　　　計



○修　士　（続き）

授与年月日 学位の種類 氏　　名

令和3年3月19日 修士（看護学） 上田　三智代

令和3年3月19日 修士（看護学） 上月　良太

令和3年3月19日 修士（看護学） 河原　教代

令和3年3月19日 修士（看護学） 齋坂　美賀子

令和3年3月19日 修士（看護学） 坂本　和子

令和3年3月19日 修士（看護学） 三條　憲是

令和3年3月19日 修士（看護学） 髙橋　育子

令和3年3月19日 修士（看護学） 橋本　侑香里

令和3年3月19日 修士（看護学） 藤本　真紀

令和3年3月19日 修士（看護学） 古川　千紘

令和3年3月19日 修士（看護学） 牧　浩一

令和3年3月19日 修士（看護学） 溝渕　美智子

令和3年3月19日 修士（看護学） 岡村　夕里奈

令和3年3月19日 修士（生活科学） 井治　賢希

令和3年3月19日 修士（生活科学） 三宮　章香

令和3年3月19日 修士（社会福祉学） 野村　ゆか

令和3年3月19日 修士（生活科学） 濵田　穂乃香

令和3年3月19日 修士（社会福祉学） 森田　裕之

令和3年3月19日 修士（社会福祉学） 李　傑 言葉を失った重度アルツハイマー病の人の食行動変化に対応する介護

常圧低酸素環境における全身酸素供給と全身応答について
－呼気ガスデータと組織酸素動態からの検討－

患者・家族に対する退院支援への退院調整看護師のコンピテンシー

地域子育て支援センターの役割と可能性
－支援者の「語り」に焦点をあてて－

給食管理実習における衛生管理教育の改善とその評価

ノーリフティングケア導入・活用における促進・阻害要因に関する研究
－介護職員の意識と職場環境に着目して－

母親が乳幼児期の子どもを育てる営み

新人看護職員教育担当者が用いるメタ認知

植物由来アシル化ステロール配糖体が食餌誘発性肥満マウスの脂質代謝に
及ぼす影響

論　　　文　　　名

終末期がん患者のアドバンスケアプランニングにおける一般病棟看護師の
看護実践と課題

脳梗塞により麻痺を有する高齢者の不安に対する発達的素地と環境の影響

人工肛門を造設した高齢がん患者と主介護者のセルフケア能力に対する
臨床判断

災害時における発達障害をもつ子どもの居場所を支える学校の支援活動

家族に対して攻撃性のある精神疾患を持つ人とその家族の家族関係の
調整に関する看護ケア

スタッフの看護実践能力発揮感とその影響要因に関する研究

ケアハウスに入居している要介護高齢者の住まいの選択における自己決定に
関する研究

救命治療過程にある患者へのＩＣＵ看護師のケアリング

訪問看護師による終末期がん療養者の介護者が体験するとまどいへの看護
支援

看護計画を立案している看護師の思考に影響を及ぼす電子カルテの画面
デザイン



（２）「地域共生推進士」認定書授与状況 （単位：人）

授与年月日 称　号 授与者人数

令和3年3月7日 地域共生推進士 7

（３）日本語教員授与状況 （単位：人）

授与年月日 称　号 授与者人数

- 日本語教員 9

（４）履修証明書授与状況

授与年月日 称　号 授与者人数（人）

- 履修証明書 － ※令和２年度は開講せず

部　局　内　訳

文化学部3人、看護学部3人、社会福祉学部1人



（５）大学賞・学長賞授与状況

【大学賞】

学部・研究科 学科・専攻 学年 受賞者数 功　　　　　績

看護学部 看護学科 4 1
入学時より一貫して高い目標を持って学業に真摯に取り組み、看護実践、
看護研究で特に優秀な成績を修めた。

看護学研究科
看護学専攻

博士後期課程
5 1

研究に真摯に取り組み、Family Confidenceの看護学研究の深化・発展に
寄与した。

【学長奨励賞】

学部・研究科 学科・専攻 学年 受賞者数 功　　　　　績

文化学部 文化学科 4 3

文化学部 文化学科 3 3

文化学部 文化学科 2 3

看護学部 看護学科 4 2

看護学部 看護学科 3 2

看護学部 看護学科 2 2

社会福祉学部 社会福祉学科 4 2

社会福祉学部 社会福祉学科 3 2

社会福祉学部 社会福祉学科 2 2

健康栄養学部 健康栄養学科 4 1

健康栄養学部 健康栄養学科 3 1

健康栄養学部 健康栄養学科 2 1

大学における学業成績が特に優れていると認められ、かつ、他の学生の
模範となる者。



【学長賞】

学　　部 学　　科 学年 受賞者数 功　　　　　績

文化学部 文化学科 4 3
1回生時にグループを立ち上げ、フェアトレード商品の普及、フードバンク
でのボランティア活動、ホームレス支援等の社会貢献活動を行った。

文化学部 文化学科 4 1
高知桜ライオンズクラブ、高知警察とともに小中学校を訪問し、子供たちを
対象に薬物乱用の危険性を啓発する等、地域の子どもたちの健全育成に
貢献した。

文化学部 文化学科 4 3

留学生の歓送迎会や小規模な交流会を開き、勉強の相談に乗ったりする
等、留学生が円滑に日常生活を過ごせるよう様々なサポートを行った。ま
た、他大学と連携し、交流活動を学外にも開き、発展させ、高知県国際交
流協会（KIA)が主催する県内外国人に初歩的な日本語を教えるボランティ
ア活動を行う等、地域社会での活動を行った。

看護学部 看護学科 4 5

「看護学を学ぶ学生と地域住民の協働による地域交流の促進・地域づく
り」をテーマに池地域でのサロンに参加する方々の高齢化や体調等の変
化に応じた活動の仕方を検討し、講義や実習で学んだ知識と経験を活か
しサロン活動に取り入れた。また、地域の特徴を取り入れた「池かるた」を
作成し、学生と地域住民との交流促進を行う等、活動の発展につなげた。

看護学部 看護学科 4 9

企業と連携し、うちわを活用した熱中症予防の知識普及や香美市物部町
神池地区では、地域の方と良好な関係を醸成し、健康寿命延伸の活動を
行った。
また、子どもを対象とした新たな活動展開に向けて、健援隊組織の基盤づ
くりを行った。

看護学部 看護学科 4 6

社会福祉学部 社会福祉学科 4 1

社会福祉学部 社会福祉学科 4 12

「高知で学生と地域が対等な立場から共につくり出す、誰もが生き生きと暮
らせる社会」をコンセプトに、県内各地域で様々な生活課題に直面してい
る地域住民と交流を図りながら、①「YCPK」、②「学習支援」、③「タウンモ
ビリティ」、④「傾聴」、⑤「シグマ」、⑥「援農」の6つの部門で課題解決に取
り組んだ。

社会福祉学部 社会福祉学科 4 3
「地方創生政策アイデアコンテスト2019」の大学生以上一般の部において
特別賞を受賞した。

健康栄養学部 健康栄養学科 4 5
「こどもの居場所を作ってあげたい」というコンセプトのもと、子供が安全に
遊べる居場所「すぴか」とこども食堂「みらい食堂」の運営を行い、地域の
方々のご協力のもと、その地域の子どもたちの居場所作りに尽力した。

健康栄養学部 健康栄養学科 4 12

中土佐町大野見地区で作られる「大野見エコ米」をツールとして、日本人
の主食であるお米のおいしさや日本型食事の良さを伝え、また、中土佐町
の地域活性化を目指し、様々な活動に取り組んだ。新しい取り組みとして
「利き米チャレンジ」と称し、子どもから大人を対象に、中土佐町大野見地
区での地域イベントだけでなく、高知市内の市販量販店等でもお米に関
する知識の普及を行う等、大野見エコ米や中土佐町の食材のすばらしさを
広く発信した。

健康栄養学部 健康栄養学科 4 4

1型糖尿病患者の小・中・高校生を対象に行われるサマーキャンプに参加
し、患者のサポートを行った。また、参加にあたり、週1回学内での勉強会、
月1回学外で医療従事者を交えた勉強会で病気や食事療法について積
極的に学び、当日の企画運営にも携わる等、積極的に参画した。

健康栄養学部 健康栄養学科 4 5
株式会社サンプラザと連携し、高知県健康パスポート基準にある1食当たり
のカロリー、及び食塩相当量を満たす健康弁当2種の開発に成功し、店頭
で販売された。

（６）サーティフィケーション授与状況

協　定　校 氏　　　名 招　聘　者

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で令和２年度は交換留学・受入プログラム等を中止。

高知市市民活動センターと連携し高知県を訪れる修学旅行生徒に対して
「大学生と学ぶ未災地ツアー」の開催をサポートするなど、独自の地域活
動をさらに発展させた。

内　　　　　　容



６　ＳＤ・ＦＤ活動実施状況

（１）全学ＳＤ・ＦＤ

区　分 内　　　　容 講師・担当者 年月日 参加者数（人） 主　催 共　催

Ｓ
Ｄ

新大学基準と第３期認証評価で求める内部質
保証のあり方

公益財団法人大学基準協会
事務局長
工藤 潤　氏

令和2年
10月22日

64 高知県立大学

第16回学際的交流サロン
「研究能力を高める戦略的研究推進プロジェク
トの報告会Ⅰ」
①南海トラフ地震に備えた福祉エリア設営ガイ
ドラインの開発
②高知県安芸保健医療圏における在宅医療
福祉施設の看護力を高める持続可能な看護
現任教育プログラムの開発
③看護研究科博士前期課程：教育イノベー
ション事業

①看護学部　竹崎 久美子　教授
②看護学部　内川 洋子　准教授
③看護学部　渡邊 聡子　教授

令和2年
7月20日

50
学術研究戦略
委員会

高知県立大学
FD委員会

第17回学際的交流サロン
「研究能力を高める戦略的研究推進プロジェク
トの報告会Ⅱ」
①高知県における精神障害をもつ女性の妊
娠・出産への看護支援モデルの開発
②言語文化教育としての「民話」を活用した学
術的・国際的な地域還元型教育
③高知県の血管病重症化予防に向けた看護
職の知のネットワークづくり－ICT（情報通信技
術）の活用－
④児童養護施設卒園生のニーズ調査－リービ
ングケア・アフターケア実践のための研究－

①看護学部　永井 真寿美　助教
②文化学部　橋尾 直和　教授
③看護学部　山中 福子　講師
④社会福祉学部　杉原 俊二　教
授

令和2年
9月14日

53
学術研究戦略
委員会

高知県立大学
FD委員会

第18回学際的交流サロン
消費者教育と持続可能な社会の構築につい
て－多様な主体との連携を通じて－

文化学部　菊池 直人　准教授
令和2年
10月28日

42
学術研究戦略
委員会

高知県立大学
FD委員会

全学FD研修会
ルーブリックをどのように作成・活用するか
～考え方、方法、新展開～

高知大学地　域協働学部／大学
創造センター
俣野 秀典　講師

令和2年
11月10日

53
高知県立大学
FD委員会

第19回学際的交流サロン
加工食品における無機リンおよび総リンの定
量　～早期慢性腎臓病の重症化予防を目指し
て～

健康栄養学部　鈴木 麻希子　准
教授

令和2年
11月18日

34
学術研究戦略
委員会

高知県立大学
FD委員会

第1回国際的研究活動や最新の研究方法に
関する講演会
多様なデータから見る地域防災

看護学研究科　神原 咲子　教授
令和2年
12月21日

48
学術研究戦略
委員会

高知県立大学
FD委員会
看護学研究科
人間生活学研
究科

全学FD研修会
大学院生のアカデミック・ライティング力を向上
させるヒント

高知大学学生総合支援センター
坂本 智香　講師

令和3年
2月10日

82

看護学研究科
人間生活学
研究科
高知県立大学
FD委員会

第7回越境シリーズ講座　異分野から学ぶ
エリアケイパビリティーアプローチ
地域開発と環境保全の両立に向けて

東海大学海洋学部環境社会学科
石川 智士　教授

令和3年
2月19日

26
学術研究戦略
委員会

高知県立大学
FD委員会
看護学研究科
人間生活学研
究科

F
D



（２）部局別ＳＤ・ＦＤ

部　署 内　　　　容 講師・担当者 年月日 参加者数（人） 主　催 共　催

遠隔授業
1回生学年担当、教務委員
他教員2人

令和2年
5月25日

23
学部教務委員
会
学部FD委員会

基礎演習に関する情報の共有と意見交換
「基礎演習」担当教員9人
教務委員長
1回生学年担当

令和2年
7月27日

19 学部FD委員会

コロナ禍における学生支援のあり方
学務支援室長
学部長

令和2年
12月14日

24

学部キャリア支
援委員会
学部学生委員
会
学務支援室
学部ＦＤ委員会

パワーハラスメントの防止義務―昨年の法改
正をふまえて

文化学部　根岸忠　准教授
令和3年
2月8日

20
学部人権委員
会

学部FD委員会

FDマザーマップ「教育」について 看護学部　内田 雅子　教授
令和2年
4月10日

4 学部FD委員会

ハラスメント防止等のガイドラインを活用した人
権研修（ワークショップ）

令和2年
5月

27
学部人権委員
会

フォローアップ研修 看護学部　内田 雅子　教授
令和2年
8月5日

4

マザーマップを活
用した新任教員の
主体的な学びの支
援

実践的FDプログラム「現代の高等教育」
令和2年
8月12日

13 学部FD委員会

実践的FDプログラム「高等教育研究史」
令和2年
8月26日

13 学部FD委員会

実践的FDプログラム「大学教育改革とFD」
令和2年
9月2日

10 学部FD委員会

実践的FDプログラム「大学評価論」
令和2年
9月9日

15 学部FD委員会

実践的FDプログラム「高等教育政策」
令和2年
9月16日

9 学部FD委員会

フォローアップ研修 看護学部　内田 雅子　教授
令和2年
9月16日

4

マザーマップを活
用した新任教員の
主体的な学びの支
援

実践的FDプログラム「接続教育/初年次教育
の取り組み」

令和2年
9月23日

16 学部FD委員会

実践的FDプログラム「教授・学習の理論と教育
実践（1）教授・学習の理論」

令和2年
9月30日

13 学部FD委員会

実践的FDプログラム「教授・学習の理論と教育
実践（2）インストラクショナルデザイン」

令和2年
10月7日

12 学部FD委員会

実践的FDプログラム
「アクティブラーニングを促す教授方法」

令和2年
10月14日

14 学部FD委員会

実践的FDプログラム「教育工学の視点から」
令和2年
11月4日

17 学部FD委員会

南海トラフ地震対策 看護学部　竹崎久美子　教授
令和2年
11月11日

36 学部FD委員会

実践的FDプログラム「高等教育における授業
技術」

令和2年
11月25日

15 学部FD委員会

実践的FDプログラム「学生授業評価の性質と
授業への活用」

令和2年
12月2日

15 学部FD委員会

臨地実習における学生の主体的な学びを言
語化するレポート作成の指導について

看護学部　瓜生 浩子　教授
看護学部　大川 宣容　教授

令和2年
12月3日

4 学部FD委員会

実践的FDプログラム「大学の授業の設計」
令和2年
12月9日

21 学部FD委員会

文
化
学
部

看
護
学
部



部　署 内　　　　容 講師・担当者 年月日 参加者数（人） 主　催 共　催

看護学部実習ルーブリック作成に向けての学
習評価フレームの検討会（ワークショップ）

看護学部　内田 雅子　教授
看護学部　嶋岡 暢希　准教授

令和2年
12月16日

40 学部FD委員会

実践的FDプログラム「成績評価の意味と方法」
令和2年
12月16日

20 学部FD委員会

実践的FDプログラム「目標準拠測定に基づく
評価」

令和3年
1月6日

29 学部FD委員会

1・2年目教員振り返り
看護学部　大川 宣容　教授
看護学部　嶋岡 暢希　准教授

令和3年
1月13日

8 学部FD委員会

実践的FDプログラム「学習教材作成における
著作権などの理解 」

令和3年
1月20日

24 学部FD委員会

実践的FDプログラム「情報活用基礎/ICTを活
用した学習コミュニティづくり」

令和3年
1月27日

18 学部FD委員会

実践的FDプログラム「ティーチング・ポートフォ
リオとは」

令和3年
2月3日

14 学部FD委員会

実践的FDプログラム「青年期の心理」
令和3年
2月10日

25 学部FD委員会

相談・申し立てに関する人権研修
看護学部　内川洋子　准教授
看護学部　藤代知美　准教授

令和3年
2月10日

34
学部人権委員
会

実践的FDプログラム「発達の原理と各段階の
特性」

令和3年
2月17日

19 学部FD委員会

実践的FDプログラム「臨床心理学の基礎と応
用」

令和3年
2月24日

24 学部FD委員会

第2回ルーブリックに関する看護学部FD
看護学部　内田 雅子　教授
看護学部　藤田 佐和　教授
看護学部　大川 宣容　教授

令和3年
2月24日

38 学部FD委員会

実践的FDプログラム「発達障害のある学生の
学びーアスペルガ―症候群を中心に―」

令和3年
3月3日

21 学部FD委員会

英語論文作成上のピットフォール 看護学部　池田光徳　教授
令和3年
3月3日

18
研究科FD委員
会

実践的FDプログラム「教員と学生の教育・研究
を促進するツールとしての研究倫理」

令和3年
3月10日

20 学部FD委員会

実践的FDプログラム「研究者にできる多様なア
ウトリーチ活動の紹介」

令和3年
3月17日

16 学部FD委員会

第3回ルーブリックに関する看護学部FD（ワー
クショップ）

令和3年
3月24日

47 学部FD委員会

看護を語る会
令和3年
3月24日

42 学部FD委員会

実践的FDプログラム「大学教員のための大学
管理運営基礎」

令和3年
3月31日

14 学部FD委員会

Moodle研修会
社会福祉学部　行貞 伸二　講師
社会福祉学部　玉利 麻紀　助教

令和2年
4月17日

18
学部教務委員
会

学部FD委員会

実践的FDプログラム「研究者倫理Ⅰ」 東京大学　渡邊 卓也　教授
令和3年
2月26日

22 学部ＦＤ委員会
学部総務委員
会

健
康
栄
養

学
部

合同災害訓練の振り返り及び災害時の食につ
いて

高知医療センター栄養局
小谷 小枝　氏
健康栄養学部　廣内 智子　講
師

令和2年
11月30日

16 学部FD委員会
高知医療セン
ター栄養局

地
域
教
育
研
究

セ
ン
タ
ー

R3部局別FD活動計画の検討および実践的
FDプログラムの活用について

地域教育研究センター
鈴木 康郎　教授

令和2年
11月20日

4
地域教育研究
センターFD委
員会

社
会
福
祉

学
部

看
護
学
部



（３）全学人権研修会

部　署 内　　　　容 講師・担当者 月　日 参加者数（人） 主　催 共　催

全
学

ハラスメントの基礎知識を再確認しましょう
（受講方法：オンデマンド）

公益財団法人こうち男女共同参画
社会づくり財団
理事長　筒井 早智子　氏

令和3年
2月24日-
3月31日

130
高知県立大学
人権委員会

（４）部局別人権研修会

部　署 内　　　　容 講師・担当者 月　日 参加者数（人） 主　催 共　催

文
化

学
部

パワーハラスメントの防止義務―昨年の法改
正をふまえて

文化学部　根岸 忠　准教授
令和3年
2月8日

20
学部人権委員
会

学部FD委員会

ハラスメント防止等のガイドラインを活用した人
権研修

令和2年
5月

27
学部人権委員
会

相談・申し立てに関する人権研修
看護学部　内川 洋子　准教授
看護学部　藤代 知美　准教授

令和3年
2月10日

34
学部人権委員
会

地
域
教
育
研
究

セ
ン
タ
ー

人権研修会
LGBTQ+に対する理解と合理的配慮について

地域教育研究センター
石山 貴章　教授

令和3年
1月15日

4
地域教育研究
センター人権委
員会

（５）学外研修

部　署 内　　　　容 期　間 参加者数（人） 主　催

学生の学びを支援する授業準備ワークショッ
プ（オンライン授業対応編）

令和2年8月17日-9月4日 1名
四国地区教職員
能力開発ネット
ワーク

大人数講義法の基本 令和2年9月8日 1名
四国地区教職員
能力開発ネット
ワーク

ｅラーニング活用（入門編）－学習支援システ
ムMoodleソフトを活用してきめ細やかな学習支
援を実現しよう－

令和2年9月10日 1名
四国地区教職員
能力開発ネット
ワーク

学習評価の基本 令和2年12月9日-令和3年1月9日 2名
四国地区教職員
能力開発ネット
ワーク

学生の授業時間外学習を促すシラバス作成法 令和2年12月10日-令和3年1月29日 2名
四国地区教職員
能力開発ネット
ワーク

アクティブラーニング入門セミナー 令和2年12月10日-令和3年1月10日 2名
四国地区教職員
能力開発ネット
ワーク

教学に関する勉強会（第１回） 令和2年8月26日 4名
一般社団法人
公立大学協会

学生のメンタルヘルスケアに関する懇談会 令和2年9月30日 3名
一般社団法人
公立大学協会

教学に関する勉強会（第２回） 令和2年12月9日 9名
一般社団法人
公立大学協会

令和2年度著作権セミナー 令和2年9月3日 1名
文化庁
高知県

ジグソー学習法入門 令和2年9月23日 1名
四国地区教職員
能力開発ネット
ワーク

教学に関する勉強会（第１回） 令和2年8月26日 1名
一般社団法人
公立大学協会

学生のメンタルヘルスケアに関する懇談会 令和2年9月30日 3名
一般社団法人
公立大学協会

教学に関する勉強会（第２回） 令和2年12月9日 2名
一般社団法人
公立大学協会

看
護
学
部

看
護
学
部

社
会
福
祉
学
部



部　署 内　　　　容 期　間 参加者数（人） 主　催

教学に関する勉強会（第２回） 令和2年12月9日 1名
一般社団法人
公立大学協会

令和２年度著作権セミナー 令和2年9月3日 2名
文化庁
高知県

高等教育におけるユニバーサルデザインの可
能性

令和2年9月7日 3名
四国地区教職員
能力開発ネット
ワーク

プロジェクトメンジメント 令和2年10月1日-10月31日 3名
四国地区教職員
能力開発ネット
ワーク

大学人・社会人としての基礎力養成プログラム
研修（新任職員）

令和2年11月4日-11月6日 1名
四国地区教職員
能力開発ネット
ワーク

大学人・社会人としての基礎力養成プログラム
研修（レベルⅡ）

令和2年11月26日-11月27日 1名
四国地区教職員
能力開発ネット
ワーク

公立大学の現状と課題 令和2年5月18日 6名
一般社団法人
公立大学協会

公立大学職員セミナー 令和2年6月25日 1名
一般社団法人
公立大学協会

教学に関する勉強会（第１回） 令和2年8月26日 6名
一般社団法人
公立大学協会

公立大学法人会計セミナー 令和2年9月18日-10月16日 6名
一般社団法人
公立大学協会

令和２年度著作権セミナー 令和2年9月3日 6名
文化庁
高知県

著作権法改正とオンライン授業 令和2年9月3日 10名 山口大学

健
康
栄
養
学

部

事
務
局
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