
 

様式第１号 

  2025 年 6 月 27 日 

 

文部科学大臣 殿 

 
学校法人ノートルダム清心学園 

 
理事長  津田 葵 

 

 

大学等における修学の支援に関する法律第３条第１項の確認に係る申請書 

 

○申請者に関する情報 

大学等の名称 ノートルダム清心女子大学 
大学等の種類 
（いずれかに○を付すこと） 

（大学・短期大学・高等専門学校・専門学校） 

大学等の所在地 岡山市北区伊福町 2-16-9 

学長又は校長の氏名 津田 葵 

設置者の名称 学校法人ノートルダム清心学園 

設置者の主たる事務所の所在地 岡山市北区伊福町 2-16-9 

設置者の代表者の氏名 理事長 津田 葵 
申請書を公表する予定のホーム

ページアドレス 
https://www.ndsu.ac.jp/life/tuition 

 
※ 以下のいずれかの□にレ点（☑）を付けて下さい。 
 
□ 確認申請 

大学等における修学の支援に関する法律施行規則第５条第１項に基づき確

認申請書を提出します。 
 
☑ 更新確認申請書の提出 

大学等における修学の支援に関する法律施行規則第５条第３項に基づき更

新確認申請書を提出します。 
 
 
※ 以下の事項を必ず確認の上、すべての□にレ点（☑）を付けて下さい。  
☑ この申請書（添付書類を含む。）の記載内容は、事実に相違ありません。 
 
☑ 確認を受けた大学等は、大学等における修学の支援に関する法律（以下「大

学等修学支援法」という。）に基づき、基準を満たす学生等を減免対象者とし

て認定し、その授業料及び入学金を減免する義務があることを承知していま

す。 
 
☑ 大学等が確認を取り消されたり、確認を辞退した場合も、減免対象者が卒業

するまでの間、その授業料等を減免する義務があることを承知しています。 
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☑ この申請書に虚偽の記載をするなど、不正な行為をした場合には、確認を取

り消されたり、交付された減免費用の返還を命じられる場合があるとともに、

減免対象者が卒業するまでの間、自らが費用を負担して、その授業料等を減免

する義務があることを承知しています。 
 
☑ 申請する大学等及びその設置者は、大学等修学支援法第３条第２項第３号

及び第４号に該当します。 

 

○各様式の担当者名と連絡先一覧 
様式番号 所属部署・担当者名 電話番号 電子メールアドレス 

第１号 総務部・居森 義拓 086-252-5339 imoriyo@m.ndsu.ac.jp 

第２号の１ 学務部・土師 裕子 086-252-5308 h_haji@post.ndsu.ac.jp 

第２号の２ 法人事務局・安部栄一 086-252-5723 seishingakuen@m.ndsu.ac.jp 

第２号の３ 総務部・居森 義拓 086-252-5339 imoriyo@m.ndsu.ac.jp 

第２号の４ 総務部・居森 義拓 086-252-5339 imoriyo@m.ndsu.ac.jp 

 

○添付書類 
 
※ 以下の事項を必ず確認し、必要な書類の□にレ点（☑）を付けた上で、これ

らの書類を添付してください。（設置者の法人類型ごとに添付する資料が異な

ることに注意してください。） 
 
「（1）実務経験のある教員等による授業科目の配置」関係 
 
☑ 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表《省令で定める単位数等の

基準数相当分》 
 
☑ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）《省令で定

める単位数等の基準数相当分》 
 
（2）-①学外者である理事の複数配置」関係 
 
☑ 《一部の設置者のみ》大学等の設置者の理事（役員）名簿 
 
（2）-②外部の意見を反映することができる組織への外部人材の複数配置」関係  
☑ 《一部の設置者のみ》大学等の教育について外部人材の意見を反映すること

ができる組織に関する規程とその構成員の名簿 
 
（3）厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表」関係 
 
☑ 客観的な指標に基づく成績の分布状況を示す資料 
 
☑ 実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書（シラバス）《省令で定

める単位数等の基準数相当分》【再掲】 
 
その他 
 
☑ 《私立学校のみ》経営要件を満たすことを示す資料 
 
☑ 確認申請を行う年度において設置している学部等の一覧 
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（添付書類）経営要件を満たすことを示す資料

学校コード F133310109572 学校名 ノートルダム清心女子大学

設置者名

Ⅰ．①直前３年度の決算の事業活動収支計算書における「経常収支差額」の状況

経常収入(A) 経常支出(B) 差額(A)-(B)

申請前年度の決算 4,655,831,631円 5,589,101,935円 -933,270,304円

申請２年度前の決算 4,486,333,938円 5,140,014,624円 -653,680,686円

申請３年度前の決算 4,513,514,771円 4,873,410,706円 -359,895,935円

Ⅰ．②直前の決算の貸借対照表における「運用資産－外部負債」の状況

運用資産(C) 外部負債(D) 差額(C)-(D)

申請前年度の決算 6,270,640,848円 133,852,259円 6,136,788,589円

Ⅱ．申請校の直近３年度の収容定員充足率の状況

収容定員(E) 在学生等の数(F) 収容定員充足率(F)/(E)

今年度（申請年度） 2,390人 2,055人 85%

前年度 2,270人 1,891人 83%

前々年度 2,030人 1,763人 86%

（Ａ）又は（Ｂ）のいずれかを記載

・申請校の直近の進学・就職率の状況（Ａ）学校基本統計を利用する場合

卒業者数(G) 進学者数＋就職者数(H) 進学・就職率(H)/(G)

申請前年度の状況 #DIV/0!

・申請校の直近の進学・就職率の状況（Ｂ）学校基本統計を利用しない場合

進学希望者＋就職希望者(I) 進学者数＋就職者数(J) 進学・就職率(J)/(I)

申請前年度の状況 #DIV/0!

（Ⅰ．②の補足資料）「運用資産」又は「外部負債」として計上した勘定科目一覧

○「運用資産」に計上した勘定科目

勘定科目の名称 申請前年度の決算における金額

退職給与引当特定資産 956,640,000円

減価償却引当特定資産 1,910,770,000円

第3号基本金引当特定資産 奨学基金の引当金 598,370,000円

教育研究振興基金引当特定資産 122,500,000円

建築資金引当特定資産 227,000,000円

積立基金特定資産 344,000,000円

修学旅行預り資産 41,117,732円

施設設備拡充引当特定資産 100,000,000円

現預金 1,970,243,116円

○「外部負債」に計上した勘定科目

勘定科目の名称 申請前年度の決算における金額負債の内容

学校法人ノートルダム清心学園

資産の内容

教職員の退職金支給の資金

新しい資産の取得資金

大学・短期大学・高等専門学校で、Ⅱ．申請校の直近３年度の全ての収容定員充足率が８割未満の場合

申請前年度に当該学校を卒業した者について、今年度（申請年度）５月１日時点の状況について

学園が保有する減価償却資産の取替資金

教育研究の充実資金

新しい資産の取得資金

学園の将来のための資金

中高修学旅行の積立金
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長期借入金 中高講堂等建設資金 8,380,000円

長期未払金 コンピューター機器のリース 26,384,380円

短期借入金 中高講堂等建設資金 40,080,000円

未払金 退職金財団掛金等 59,007,879円

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 ノートルダム清心女子大学 
設置者名 学校法人ノートルダム清心学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

文学部 

英語英文学科 
夜 ・

通信 

87 

なし 

19 106 13  

日本語日本文学

科 

夜 ・

通信 
34 121 13  

現代社会学科 
夜 ・

通信 
28 115 13  

人間生活学部 

人間生活学科 
夜 ・

通信 

なし 

134 221 13  

児童学科 
夜 ・

通信 
213 300 13  

食品栄養学科 
夜 ・

通信 
43 130 13  

国際文化学部 国際文化学科 
夜 ・

通信 
なし 20 107 13  

情報デザイン学

部 

情報デザイン学

科 

夜 ・

通信 
なし 22 109 13  

 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://www.ndsu.ac.jp/department/syllabus.html 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 
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様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 ノートルダム清心女子大学 
設置者名 学校法人ノートルダム清心学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://seishingakuen.ndsu.ac.jp/infor/ 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 
設立母体であ

る宗教法人の

会員 

自:令和 7年 6月 12 日 

至:令和 11 年最初の定

時評議員会 

外部理事として意見

と評価 

非常勤 学校法人理事 
自:令和 7 年 6 月 12 日 
至:令和 11 年最初の定時

評議員会 

外部理事として意見

と評価 

非常勤 株式会社役員 
自:令和 7 年 6 月 12 日 
至:令和 11 年最初の定時

評議員会  

外部理事として意見

と評価  

非常勤 経済団体役員 
自:令和 7 年 6 月 12 日 
至:令和 11 年最初の定時

評議員会  

外部理事として意見

と評価  

非常勤 元大学教員 
自:令和 7 年 6 月 12 日 
至:令和 11 年最初の定時

評議員会  

外部理事として意見

と評価  

（備考） 
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様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 ノートルダム清心女子大学 

設置者名 学校法人ノートルダム清心学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 シラバスの作成過程・時期について 

 ・１月下旬：学務部より、教員向け Web ポータルシステム（N サポ）により、次年

度シラバス作成案内を各授業担当者に通知する。（シラバス記入要領、説明動画、

参考資料を配信） 

  次年度シラバス作成を Nサポで行う。作成にあたっては、当年度データを流用し

て作成できるようにしている。 

 ・２月中～下旬：次年度データ作成入力を締め切る。 

・２月下旬～３月中旬：シラバスチェック及び修正行う。本学独自のシラバス作成

セルフチェックリストを作成し、作成者自身が確認を行う

とともに、各学科の教務担当教員を中心に第三者による確

認をおこない、適宜 N サポで修正している。 

 ・３月中旬：修正期間を終了する。 

 シラバスの公表時期・方法について 

 ・上記の手順により、全学的に統一された様式、方法で、授業の方法及び内容、到

達目標、成績評価の方法や基準、事前事後学修時間やその他の事項を記載した授

業計画(シラバス)を作成し、毎年３月下旬に Web で公表する。 

授業計画書の公表方法 
ホームページで公表 
https://www-uni.ndsu.ac.jp/uprx/up/pk/pky001/Pky00101.xhtml 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

各授業科目の到達目標、成績評価の方法・基準等は、シラバスに明記し、学生からの

質問や疑問には各担当教員が対応している。 

成績評価は、授業の形態（講義、実験、実習、演習、実技等）に対応し、報告・発表、

レポート、テスト等の多様な要素を組み合わせ、多面的な方法によって行っている。 

さらに、本学では、全学生に卒業論文を必修としている。卒業論文は 4年間の学びの

集大成として位置づけられ、その作成にあたっては、少数ゼミ方式で実施し、口頭試

問など、きめ細やかな指導を行い、生涯にわたって知的・実践的探求を進めていくた

めの基本的能力を涵養しており、その単位認定に当たっては、公開による論文発表会

を開催するなどして、厳格に審査している。 
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３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

本学では「成績等の評価と GPA 制度に関する規程」に基づき、指標を設定・公表

するなど適切に運用している。 

【GPA の指標】 

評語及びグレード・ポイント並びにその基準等は次表のとおり。 

評語 評点 評価内容 GP 

秀 100～90  

 

合格 

到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果

を修めている。 

4 

優 89～80 到達目標を十分に達成している。 3 

良 79～70 到達目標を一定程度達成している。 2 

可 69～60 到達目標を最低限達成している。 1 

不可 59～0 不合格 到達目標を達成していない。 0 

放棄 － 不合格 出席が規定の授業回数の 3 分の 2 に満たな

い場合など、評価の対象とならない場合。 

0 

認定 － 合格 他大学において単位を修得した科目等の単

位を認定する場合。 

対象外

不認 － 不合格 不認定。 

履修科目登録単位上限に含まれる科目を、単

位互換制度において履修し評価が不合格だ

った場合。 

対象外

【GPA の算出方法】 

通算 GPA＝（全期間の履修科目の GP×当該科目の単位数）の総和 

         全期間の履修科目単位数の総和 

 

年度 GPA＝（当該年度に成績評価が行われた履修科目の GP×当該科目の単位数）の総和 
      当該年度に成績評価が行われた履修科目単位数の総和 

 

学期 GPA＝（当該学期に成績評価が行われた履修科目の GP×当該科目の単位数）の総和 

      当該学期に成績評価が行われた履修科目単位数の総和 

     ※小数点以下 2位未満の端数があるときは、小数点以下第 3位の値を四捨五入 
 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
ホームページで公表 
https://www.ndsu.ac.jp/images/univ_infor/1564032454/1564032454_1.pdf 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
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（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 方針の作成・公表 

ノートルダム清心女子大学は、次の能力を修得した者に学位を授与することとし、

ホームページで公表している。 

○知識･技能 

基本的な教養的知識、また建学の精神であるキリスト教精神に触れ、理解 

し、社会活動を通して自己の人格を高めようとする姿勢を有している。 

○思考力・判断力・表現力等の能力 

基本的な理解力と論理的な思考力、関心のある事柄について自分の考え 

や判断を適切に表現できる力を有している。 

○主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ力 

主体的に自らを高めることへの意欲を持ち、異なる意見や価値観をもつ多 

様な人々と協力して探究し、問題解決・社会貢献をしていこうとする姿勢を 

有している。 

    学部及び各学科においても「学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー：DP）」を策

定し、学生便覧で周知するとともに、ホームページで公表している。 

 実施（卒業の認定） 

卒業の認定については、「学位授与の方針」に基づき各学科で定め、事前に学生に

提示している「卒業に必要な最低修得単位」を修得しているか等を学科協議会、教

授会において確認した上で、認定している。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

「学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」をホームページ

で公表  
https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html 
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様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 ノートルダム清心女子大学 

設置者名 学校法人ノートルダム清心学園 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
https://seishingakuen.ndsu.ac.jp/infor/   
※計算書類に掲載 

収支計算書又は損益計算書 
https://seishingakuen.ndsu.ac.jp/infor/   
※計算書類に掲載 

財産目録 
https://seishingakuen.ndsu.ac.jp/infor/   
※計算書類に掲載 

事業報告書 
https://seishingakuen.ndsu.ac.jp/infor/   
※事業報告書に掲載 

監事による監査報告（書） 
https://seishingakuen.ndsu.ac.jp/infor/   
※計算書類に掲載 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：           対象年度：      年度   ） 

公表方法：  

 

中長期計画（名称： 中期計画     対象年度：2025 年度～2030 年度     ） 

公表方法：https://seishingakuen.ndsu.ac.jp/infor/ 

     ※ノートルダム清心学園の取り組みに掲載 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/result.html 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 
公表方法： 

https://www.ndsu.ac.jp/about/result.html 
https://www.ndsu.ac.jp/about/pdf/result/2017accreditaion_result.pdf 
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（３）学校教育法施行規則第 172 条の２第 1 項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業又は修了の認定に関する方針、教育課程の編成及び実

施に関する方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 文学部英語英文学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

本学のキリスト教精神に基づく教育理念を踏まえて、英語運用能力の向上とともに、英米

文学、英語学・言語学及び国際コミュニケーションまた関連分野の学問を学修・研究し、

さらに一般教養も身につける。それによって、自他双方の人生を豊かにする学生個々人の

全人的人格形成をはかり、それを通して国内外において社会に貢献できる有為な人材を育

成する。 

卒業又は修了の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

英語という言語、英語圏の文学、文化及び英語によるコミュニケーションについて客観的

に理解し、英語を通した相互理解ができる語学的な知識と聞き、話し、読み、書くという

英語の運用能力を有する。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

英米文学、英語、英語圏の文化やコミュニケーションの仕組みを理解し、それについての

情報を分析する力や再構築するための論理的思考力、理解力を有する。英語で書かれた文

献、文学作品の多数の実例に触れ、異なる価値観を持つ異文化を理解し、自分で考え、判

断ができる能力を有する。英語圏を中心とした異文化を理解し、文化を超えた相互理解が

できるための知識と表現力を持っている。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

異なった文化、社会、価値観に関心を持ち、それについての理解・知識を社会に活用し、

自らの意志と判断をもとに国際社会へ貢献する意欲を持っている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

リベラル・アーツの精神に基づき、 1 ・ ２ 年次は専門分野を決定する準備段階として、

学科の履修科目を「基礎科目」と「専攻科目」の ２ つに分類し、前者によって、英語の

運用能力、後者によって、英語圏の文学、文化、言語、コミュニケーションについての専

門知識を修得し、これらを自ら活用する力を獲得できるようなカリキュラムを構成する。

また、 ２ 年次には、「英米文学」「英語学・言語学」「国際コミュニケーション」の 3 

つのコースの基礎となる科目群を自由に選択できるように配置する。そして 3 年次から

専攻分野に分かれ、3 つの履修コースのいずれかを専攻する学生に専門的知識をいっそう

深化させることができる科目群を配置する。英語という言語、英語圏の文学、文化及び英

語によるコミュニケーションを理解し、英語による相互理解ができる運用能力をはぐくむ

のに十分な科目群を配置する。（基礎科目群、学科専攻科目群など） 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

英米文学、英語という言語、英語圏のコミュニケーションの仕組みを理解し、それについ

ての情報を分析し、再構築するための思考力を育成するために学科専攻科目を配置する。

英語で書かれた文献、文学作品の多数の実例に触れ、異なる価値観を持つ異文化を理解し、

自分で考える力を育成するために、講読、演習、研究などの学科専攻科目を配置する。英

語圏を中心とした異文化を理解し、文化を超えた相互理解ができるための知識と表現力を

育成するため、演習・研究等の少人数の学生による発表を伴う専攻科目群を配置する。 
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【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

異なった文化、社会、価値観に関心を持ち、それについての理解・知識を社会に活用し、

自らの意志と判断をもとに国際社会へ貢献する意欲をはぐくむための科目を配置する。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 
（概要） 

【知識・技能】 

英語を中心として、高等学校卒業相当の知識を有している。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

広い視野に立って、物事を多面的かつ論理的に考察し、判断できる。また、自分の考えを

わかりやすく表現し伝えることができる。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

英語圏の文学、文化、言語に強い関心を持ち、異なった文化、社会、価値観を持つ人々と

自ら進んで関わり理解しようとする態度と、国際社会に貢献する意欲を有している。 
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学部等名 文学部日本語日本文学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

「ことば」の様々な側面を、日本語を核とする日本文化全体の視野から見つめ直すことを

目標とする。具体的には、日本語・日本文学や、書道・国語教育などの言語文化の研究を

行なう。それらの研究を通して、問題意識を高め、資料を用いた論理的な方法によって課

題探求をし、柔軟な思考力と判断力を養う。それによって、自らの内面と「ことば」を磨

き、発信のできる人材の育成を目指す。 

卒業又は修了の認定に関する方針 

（公表方法:https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

学科専門科目の履修を通して、日本文学、日本語学、言語文化の知識と方法を修得すると

ともに、全学共通科目の履修を通して、幅広い教養と世界の言語・文学・文化についての

多様な視点を身につける。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

日本文学分野・日本語学分野・言語文化分野に関する研究を通して、問題意識を高めるこ

とで問題発見力を養い、資料を用いた論理的な方法と思考によって課題探究をし、柔軟な

思考力と判断力を身につけている。それを通して、人間を見つめる豊かな知性と感性の涵

養のもとで、自らの内面と「ことば」を磨き、リテラシーと教養を基盤とした表現力を高

め、発信することができる。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

日本文学分野・日本語学分野・言語文化分野を総合的に見渡すことのできる広い視野と、

主体的に自らあるいは他者と協働して問題を発見し解決する力をもって、多様な社会や他

者のために貢献する意欲がある。 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html              ） 

（概要） 

【知識・技能】 

古典籍を活用し歴史的文化への理解を深め、古典文学・近現代文学を素材として人間の思

想や感情とその表現の理解を試みる（日本文学分野）。現代のコミュニケーションのあり

方を探究し、日本語のしくみについて考える（日本語学分野）。言語による表現力を養う

ことを目指し、日本文学・日本語学の学びを応用して国語科・書道科教員としての実力を

養成する（言語文化分野）。日本文学分野・日本語学分野・言語文化分野に関する基本的

な知識を総合的・体系的に修得し、幅広い専門的・教養的視野に立って、日本の言語・文

学・文化を把握することができる。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

学科科目において、専門的なテーマに関する情報収集・読解・分析・発表・討論を行い、

文学・語学の感性を磨くとともに、情報リテラシー、論理的思考力、問題発見力、問題解

決力、表現力を高める。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

現代的な問題意識を持って日本の言語、文学、文化を総合的に見渡すことのできる広い視

野を養う。専門テーマに関する情報収集・読解・分析・発表・討論を通して、主体的に自

らあるいは他者と協働して問題を発見し解決する力を高める。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 
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（概要） 

【知識・技能】 

国語を中心として、高等学校卒業相当の知識を有している。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

読解・分析・発表・討論を行うための日本語の確実な理解・表現能力と情報や知識を総合

的に捉える論理的思考力を有している。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

多様な日本の文化や文学及び日本語に対して強い関心を持ち、その本質を深く探究しよう

とする意欲を持っている。主体的に自らの内面や思考力・表現力を高めることをめざし、

他者と協働して多様な社会に貢献する意志を有している。 
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学部等名 文学部現代社会学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

現代社会の諸現象が生起する仕組みを分析する社会学と、人間社会がここに至った過程を

研究する歴史学を方法的支柱として、多方面から社会を考察する力を養う。両学問の方法

論をあわせ学ぶとともに、フィールドワークなどの実践活動を行うことを通じて、高い専

門性と広汎な視野を兼ね備えて地域・社会に貢献できる人材を育成する。 

卒業又は修了の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

社会学と歴史学を中心に、関連学問領域も含め、専門的な知識を体系的に修得するととも

に、フィールドワークや文献調査などを通して、史資料・データを収集・分析する技能を

有する。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

過去と現在の社会に関するさまざまな課題を発見し、収集した史資料・データを多面的に

考察するとともに、その成果を平易かつ客観的・論理的に表現することができる。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

社会の諸課題に関心をもって向き合い、多様な人々と調査や議論を通して協働しつつ主体

的に学ぶ態度を身につけ、また生涯にわたって社会に貢献する意欲を有している。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

基礎科目・専攻科目やフィールドワークを通じて、社会学、歴史学の 2 つの分野の研究に

必要な理論と方法、史資料・データを収集・分析する技能を修得する。「社会学コース」、

「歴史学コース」、共通領域としての「地域学コース」の 3 コースを設け、各専門領域に

応じた知識・技能を獲得する。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

演習科目の履修を通じて、研究テーマに関する情報収集、分析、発表、討論、論文作成の

能力を培う。これらにより、社会について多角的に考察し、その成果を論理的に表現する

力を高める。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

演習科目、フィールドワーク、卒業論文を通じて、現在と過去の社会の諸問題に関心をも

って意欲的に向き合い、立場の異なる人々と協働しつつ主体的に学ぶ態度を身につける。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

基本的な国語力や英語力、公民や地理歴史の基本的な知識を身につけている。また、現代

と過去の社会のさまざまな事象や問題について調べ、まとめる技能をもっている。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

現代および過去の社会におけるさまざまな問題や課題について、高等学校における幅広い

学習にもとづいた知識の上に、自分で考え判断したことを、口頭や文章で伝える表現力を

もっている。書籍や新聞などを読む習慣を身につけている。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

現代および過去の社会に対する知的探究心をもち、さらには人間の活動全般に対する幅広

い関心を備え、積極的な社会参加・社会貢献への意欲を有している。 
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学部等名 人間生活学部人間生活学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

本学の教育理念であるキリスト教精神に基づいたリベラル・アーツ・カレッジとしての位

置づけを踏まえ、「人間中心の生活学」を総合的な視点から教授研究することを学科の目

的とする。人間・福祉、経営・経済、生活・環境といった広い分野の有機的連携のもとに、

人間性に満ちた、幅広い教養を持ちつつ、専門性を併せ持った人材の育成を目指す。 

卒業又は修了の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

人間・福祉、経営・経済、生活・環境の各分野の学びを通じ、人間性に満ちた、幅広い教

養を持ちつつ、課題に対する専門的な分析を行うために必要な知識と技能を有している。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

人間の生活を多方面から学ぶことにより、多角的に物事を捉えることのできる視野の広さ

を備え、社会の変化に柔軟に対応できる思考力を持っている。幅広い知識と専門性を有機

的に連携させ、人間生活に関わるさまざまな課題に関する情報を的確に分析・統合し、総

合的に判断できる力を持っている。課題研究を通じて専門的な視点から考察し、それを口

頭及び文章の形で他者に論理的に伝える力を持っている。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

社会人としての礼節とともに、他者への共感や奉仕の精神など、キリスト教的情操を身に

付けている。それを基盤に、人と人との関わり、人とモノとの関わりを学ぶことに主体的・

積極的に取り組み、人間としての生き方を深く考えようという意欲を有している。知識の

背後にある人間性を尊重し、他者の人格価値に共感できる感受性を身につけ、それを実践

の場で活用できる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

人間性に満ちた、幅広い教養と高い専門性を両立させるための知識と実践力をはぐくむた

め、学問の基礎を学ぶ「基礎科目」、学科の基盤となる科目及び演習・論文作成で構成す

る「共通科目」、専門分野を学ぶ「専攻科目」を設ける。「専攻科目」は人間関係学や福祉

学など、人間に関する研究を行う「人間福祉学履修コース」と、経営学や経済学など、社

会の構造に関わる研究を行う  ｢経営経済学履修コース｣、家政学、環境学など生活のあり

方を研究する「生活環境学履修コース」という 3 つのコースにより構成する。これにより、

人間生活学科が重視する「人間・福祉、経営・経済、生活・環境」分野の科目群を幅広く

配置することを可能としている。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

人間の生活を多方面から学ぶため、1 年次の演習で論理的な思考力を培い、２年次後半か

らは教員が運営するいずれかのゼミに所属し課題研究・実践研究に取り組む準備を始める。

これを通じて専門性を深めるとともに、幅広い知識を有機的に連携させる力を養う。3 年

次からは、自らが選定したテーマに関する研究指導を受ける。このように研究関心を段階

的に絞っていくことが可能なようにカリキュラムを構成している。テーマ研究を通じて卒

業論文の作成、審査会での報告等を行い、学生の思考力、判断力、表現力を総合的に高め

る。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

人と人との関わり、人とモノとの関わりを学び、人間としての生き方を深く考える機会を 

十分に得られるよう、基礎・共通・専攻各科目を配置する。学んだ知識の背後にある人間

性を尊重し、他者の人格価値に共感できる感受性を身につけるため、人と暮らしを見つめ

るという基本方針のもとで構成されたカリキュラムを設ける。その上で福祉団体での実習、
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教育実習、地域連携・共同研究活動など、様々な人々との協働の機会を提供する。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

国語、外国語その他高等学校で学ぶ教科について、高等学校卒業相当の知識・技能を有し

ている。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

人間生活の事象に潜む様々な問題や課題について、高等学校における幅広い学習に基づい

た基本的な知識の上に、自分で考え判断したことを、口頭や文章で伝える表現力をもって

いる。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

生活を取り巻く多様なモノとの関わりから、人間としての生き方を考えることに強い関心

を持ち、主体的に考え、学ぶ意欲を持つとともに、他者の意見や価値観を尊重し、相互理

解に努める態度を有している。 
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学部等名 人間生活学部児童学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

学科の英文名称、Department of Child Welfare の示すように、子どもたちの幸福（welfare）

に資するよう、心理、医学、福祉、教育、文化、芸術等の領域から多角的な視野で子ども

を理解し、子どもの成長・発達を援助できる人材の育成を目的とする。併せて、自ら考え、

主体的・自発的に行動し、高いコミュニケーション能力を備えた人材の養成も目的である。

このような専門性と豊かな人間性を備えたうえで、幼稚園、小学校、特別支援学校の教員

免許及び保育士資格等の取得を通して、社会の要請に応え、地域に貢献する。 

卒業又は修了の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

児童学の 6 つの領域（心理学、インクルーシブ学、文化学、教育学、音楽、美術）の基礎

的知識を習得し、そのうえで自ら選択した領域についての専門的探求を深めている。また、

こうした理論的・実践的理解に基づき、人生の出発点にある子どもを教え育む者にふさわ

しい知識と技能を身につけている。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

資料や情報を収集し、批判的に読み解くことによって、また子どもと関わる実践において

状況を多面的に理解することによって、新たな理解を生み出す思考力をもっている。こう

した探求を遂行するための論理的思考力、実践的判断力と、その成果を他者に伝えていく

表現力を身につけている。また、自らの理解や実践を振り返り、現実を改善していこうと

する省察的な思考力を身につけている。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

児童学において自らのテーマを探求することを通して、生涯にわたる知的・実践的探求を

進めていくための基本的な学ぶ姿勢を育んでいる。児童学の学びや子どもと出会う体験を

通して、現代の教育現場における様々な課題を理解し探求していこうすることができる。

また、ディスカッションを通して、主体的に学び、他者との対話の中で理解を深めていく

ことができる。子どもに対して共感と敬意をもち、人間の多様なあり方を尊重しながら、

自ら学びを深めたり、共に学び育ち合ったりすることのできる態度をもっている。 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

1 年次必修の「基礎科目」においては、児童学の 6 つの領域（心理学、インクルーシブ学、

文化学、教育学、音楽、美術）について学ぶ。また、「総合演習」の少人数グループにおい

て、研究・調査方法の基礎を学び、プレゼンテーションやディスカッションに主体的に取

り組む中で学び方を修得する。1.2 年次では、学生自身の関心に基づいて自らの研究テー

マを見出せるよう、6 つの領域の講義を幅広く学ぶことで、それらの基礎的な知識を身に

つける。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

3 年次以降は、「児童学演習」を中心に様々な科目を通して、自ら主体的に資料や情報を収

集し、少人数でのディスカッションを通してテーマを探求する。また、6 つの領域から 1 つ

を選択し、各研究室のゼミに所属する。「児童学演習」及び「卒業論文（卒業研究）」を通

して、当該領域における専門的な研究方法と実践方法を修得する。4 年次の終わりには卒

業論文（または制作、演奏）を完成させ、発表する。これらの探求を通して、思考力・判

断力・表現力等の能力を身につける。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

上記のような講義や演習、少人数でのディスカッション等に加えて、本学科では 1 年次よ
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り、附属小学校・幼稚園でのボランティア実習をはじめ、通常の講義の枠組みを超えた体

験の機会を用意している。2 年次以降には、教職・保育職にかかわる実習（「初等教育実

習」「特別支援教育実習」「保育実習」等）により、教員・保育士に求められる実践知を修

得する。実習を通して子どもの実際の姿に触れて学ぶことは、児童学に関する他の科目を

学ぶうえでも有機的に生かされる。これらを通して体験的な学びを支援することで、子ど

もへの理論的・実践的な理解を図り、より深く学ぶ姿勢を育む。他者とかかわり、協働し

ながら探求を深める体験を重ねることで、主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度

を修得する。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

子どもという存在を理解し、また、子どもの成長に貢献できるようにするためには、幅広

い知識と教養が必要である。高等学校等での学習に幅広く関心をもって取り組んでいるこ

と。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

子どもと子どもを取り巻く様々な社会現象に興味をもち、多面的な視点から深め、自分の

考えを分かりやすく伝える表現力をもっていること。また、高等学校等での学習を通して、

問題を解決するための思考力や判断力をもっていること。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

自ら主体的に考え、学ぶ意欲をもつとともに、他者の意見や価値観を尊重し、相互理解に

努める態度をもっていること。 
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学部等名 人間生活学部食品栄養学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

（概要） 

生活習慣病をはじめとする疾病の予防や治療、あるいは児童・生徒の栄養管理や栄養教育

の推進に資する管理栄養士及び栄養教諭の養成を教育上の目的とする。食に関する高度な

専門知識や技術はもとより、自らの専門分野をさまざまな角度から見つめ、「人間の栄養

学」を真に理解することのできる高い知性と教養を培う。キリスト教的価値観と全人的人

間形成を基盤に、人間性を備えた総合力のある管理栄養士や栄養教諭の育成を目指す。 

卒業又は修了の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識･技能】 

生活習慣病をはじめとする疾病の予防や治療、あるいは児童・生徒の栄養管理や栄養教育

の推進に資することのできる管理栄養士及び栄養教諭としての知識と技能を身につけてい

る。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

自らの考え方に基づき、蓄えた知識や技能を、医療や教育の現場において適切に発揮する

ための、思考力・判断力・表現力等の能力を有している。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

栄養の専門家として、高い倫理観をもち、人々の健康の保持増進に貢献する関心・意欲を

有している。そのために、日進月歩である栄養学・医学の分野において、主体性を持って

多様な人々と協働して学び、常に自己研鑽を継続する態度を身につけている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識･技能】 

はじめに、学科科目を理解するための基礎知識の修得を図る。その後、管理栄養士として

必須である、食品と調理、社会・環境と健康、人体と疾病、栄養などに関する専門知識・

技能を修得する。さらに、保健・医療・福祉の現場で使える実践力・応用力を身につける。

また、児童・生徒の食生活と健康を守るために必要な栄養教諭としての知識と技能を修得

する。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

栄養のスペシャリストとして保健・医療・福祉や学校現場で活躍するためには、現場のニ

ーズを読み取る深い思考力、幅広い知識を背景とした的確な判断力、そして、判断したこ

とを実行するための力強い表現力等の能力が必要である。そのために、実験や実習を少人

数のグループで実施し、思考力・判断力を高めるとともに、双方向性の授業形態により、

学生の表現力を身につけるためのカリキュラムを組んでいる。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

さまざまな方面で管理栄養士として活躍するためには、将来の方向性を定め、自らの社会

的役割を理解する必要がある。本学科では、入学直後に専攻科目として管理栄養士論を設

け、「管理栄養士とは何か、どうあるべきか」について学生一人ひとりに問いかけている。

このプロセスを経て、自ら関心を持った事柄に対して、主体性・多様性・協働性を持って

意欲的かつ積極的な態度で、勉学に励むことができる。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 
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（概要） 

【知識・技能】 

栄養学の基礎となる化学や生物学などの基礎学力とともに、情報収集やコミュニケーショ

ンのために必要な高等学校卒業相当の国語力および英語力を身につけている。 

 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

栄養学は、人々の健康と食を結ぶ自然科学であり、人文科学である。食に関する膨大な情

報の中から必要とされる要素を抽出し、体系化できる思考力・判断力、さらにそれを人々

に伝えるための表現力が必要である。 

 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

食を通して人々の健康に奉仕し、疾病の予防と回復を促すのが管理栄養士の職務である。

本学科では、人間や栄養に関する生命科学に興味を持ち、多様な人々と協働しながら、人

間と関わり、人間を理解しようとする主体的な気持ちを持った学生の入学を期待している 
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学部等名 国際文化学部国際文化学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

本学部は，本学のキリスト教精神に基づく教育理念を踏まえて，グローバル社会を分析対

象とする諸理論の基本 と諸地域の実態を，学際的手法によって講究するとともに，表象文

化の学びを通じて日本文化を深く理解して自ら のアイデンティティを確立し，グローバル

な思考と視座から，社会情報系科目の学びを活用して社会の諸問題をグ ローカルに改善・

解決し，社会の平和と持続的な発展に貢献する人材の育成を目指す。 

卒業又は修了の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

グローバル社会を生き抜くために英語力に磨きをかけ，さらにもう一つの言語に挑戦して

実用的な語学力を身 につけている。グローバル社会系諸理論，多文化共生系諸理論を総合

的に習得するとともに，表象文化系科目群 の学びを通じて日本文化を相対的かつ客観的に

理解して自らのアイデンティティを確立している。 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

国際理解に関わる様々な領域の理論を学際的に修得し，国内外特定地域の特質を深く探求

する積極性と行動力 をもち，さらに社会情報系科目の学びを活用し，専門的な手法によっ

て深く考察し，判断し，簡潔に他者に伝え る力を身につけている。 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

国内外社会におけるグローカルな課題を意識しており，人と協働しながら課題解決を行う

能力を身につけている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

学科の「基礎科目」の履修によりグローバル社会論，多文化共生論，表象文化論の各学問

領域の概要を知り，「専 攻科目」として段階的に配置されたそれらの発展科目やグローバ

ルスタディーズ科目の履修を通じて国際理解力 を身につけるとともに，日本文化の国際発

信力を磨くことができる。専攻科目には英語によって教授される「英 語展開科目」群，英

語力向上科目と外国語科目からなる「実践外国語科目」群が配され，そこから一定単位以

上 の履修が求められる。英語で学ぶ科目と英語を学ぶ科目の履修により英語力を身につけ

ることができる。  

【思考力・判断力・表現力】 

基礎演習や導入演習ではアカデミックな情報収集の方法と表現力の基礎を学び，少人数編

成の研究演習，卒業 研究では，集めた資料やデータを適切に処理し，説得的に表現するプ

レゼンテーション能力を身につける。情報 系基礎科目，社会情報系科目群の学びによって

データ利用の基礎的能力を身につけることができる。 

【主体性を持って様々な人々と協働して学ぶ態度】 

国内外研修プログラムや国際交流現場体験プログラムの履修により実地での見聞を広める

とともに，学修中盤 期以降での国際地域情報Ⅰ〜Ⅸの選択的履修により，志を同じくする

仲間とともに日本を含む国内外の特定地域 を深く学修し，研究演習Ⅰ・Ⅱ，卒業研究を通

じ，グループワークを実践し，課題を発見し，解決する能力を培 うとともに，協働活動能

力を修得することができる。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

基本的な国語力や英語力，公民や地理歴史の基本的な知識を身につけている。 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

専門知識や技能を学ぶための，基礎的な知識，理解力，論理的な思考力を有している。自

分で考え，判断した ことを，口頭や文章で伝える表現力を持っている。 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

国内外各地でおこる様々な事象について，深く探求する意欲を持っている。そして，多様
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な人々との協働によ り，豊かで安全かつ平和な国際社会構築への貢献に意欲を有してい

る。 
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学部等名 情報デザイン学部情報デザイン学科 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

本学部は，本学のキリスト教精神に基づく教育理念を踏まえて，IT リテラシと情報倫理，

情報技術およびデー タ分析技術の専門知識を身につけ，次世代の IT システムの構築・利

用の基盤技術を修得し，情報学やデータサイ エンスの文系理系の枠組みを超えた視点で社

会の諸問題を捉え，インターネットやデータ分析を活用した多様なア プローチで問題の改

善・解決に取り組み，社会の安全で持続的な発展に貢献する人材の育成を目指す。 

卒業又は修了の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

デジタル社会を生き抜く IT リテラシと情報倫理，情報技術およびデータ分析技術の専門知

識を身につけてい る。具体的には，データを扱い，分析するための専門知識と技能を修得

し，分析だけでなく，その原理を理解し て，データから価値を抽出し，利活用する能力を

身につけている。また，次世代の IT システムを構築・利用す るための，基本的な知識や

情報技術を身につけている。さらに，それらを有効に社会に応用するための社会科学 の知

識を身につけている。 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

組織や社会における諸問題を，データ分析やソフトウェア開発により客観的に問題解決に

向けて論理的に考え， そのソリューションの多角的評価に基づき妥当性を判断し，それを

第三者に分かりやすい形で表現する能力を身 につけている。 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 

多様な人々との調査や議論を通じて発見したデジタル社会の課題を，グループワークを通

じて解決し，それを 問題提示者にフィードバックしていく PBL（Problem-based Learning）

を通じて，人と協調，協働しながら課題 解決を行う能力を身につけている。 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

専門教育では基礎科目と専門科目を設置し，専門科目では，情報系科目，データ系科目，

両者の基礎となる共 通科目を設置する。基礎科目では，数学，専門教育に必要なリテラシ

ーと情報倫理を習得する。データ系科目で は，データ収集と各種データモデリング・解析

技術の原理と応用力を習得する。情報系科目では，IT システム を構築する基盤技術，それ

を実社会等で利活用するための技術，IT 技術の安全な利活用に必要な知識と技能を 習得

する。社会科学系科目では，データ分析，IT システムを実社会に適用するための基本知識

を習得する。  

【思考力・判断力・表現力】 

Problem-based Learning，研究演習，卒業研究などの演習科目において，組織や社会にお

ける諸問題を，デー タ分析等を通じて分析，ソフトウェア開発によるソリューションの創

出など論理的に考え，そのソリューション を多角的に評価し，ソリューションを第三者に

分かりやすい形で表現する，課題解決・プレゼンテーション能力 を取得する。 

【主体性を持って様々な人々と協働して学ぶ態度】 

専門科目を習得しながら，Problem-based Learning ，演習科目，卒業研究などグループワ

ークや学外の人と の協働，共創作業を通じて，コミュニケーション・協働活動能力を取得

する。 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/policy.html） 

（概要） 

【知識・技能】 

理系・文系科目に偏りなく，基礎科目の高等学校卒業相当の知識を身につけている。 

【思考力・判断力・表現力等の能力】 

専門知識や技能を学ぶための基礎的な知識，理解力，論理的な思考力を有している。自分

で考え判断したこと を，口頭や文章で伝える表現力を持っている。 

【主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度】 
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IT 技術，データの活用などに関心を持ち，その原理から社会への応用などの探求に意欲を

持っている。これ らの活動を通じて，多様な人との協働により豊かで安全な社会の構築へ

の貢献に意欲を有している 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/about/univ_infor.php 
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③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 3 人 － 3 人

文学部 － 18 人 7 人 2 人 0 人 0 人 27 人

人間生活学部 - 15 人 17 人 5 人 1 人 5 人 43 人

国際文化学部 - 7 人 2 人 2 人 0 人 0 人 11 人

情報デザイン学部 － 9 人 3 人 1 人 1 人 0 人 14 人

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

1 人 205 人 206 人

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 

公表方法： 

教員業績等 

文学部 

英語英文学科 

https://www.acoffice.jp/ndsuhp/KgApp?courc=42110 
日本語日本文学科 

https://www.acoffice.jp/ndsuhp/KgApp?courc=42220 
現代社会学科 

https://www.acoffice.jp/ndsuhp/KgApp?courc=42300 
人間生活学部 

人間生活学科 

https://www.acoffice.jp/ndsuhp/KgApp?courc=44100 
児童学科 

https://www.acoffice.jp/ndsuhp/KgApp?courc=44200 
食品栄養学科 

https://www.acoffice.jp/ndsuhp/KgApp?courc=44300 
国際文化学部 
国際文化学科 
https://www.acoffice.jp/ndsuhp/KgApp?courc=45100 
情報デザイン学部 
情報デザイン学科 
https://www.acoffice.jp/ndsuhp/KgApp?courc=46100 
キリスト教文化研究所 

https://www.acoffice.jp/ndsuhp/KgApp?courc=61000 
英語教育センター 

https://www.acoffice.jp/ndsuhp/KgApp?courc=62100 
国際交流センター 

https://www.acoffice.jp/ndsuhp/KgApp?courc=62500 
 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

学生による授業評価アンケートを年２回、実施。2022 年度第 2 期から、アンケート実施後教員アンケー

トを付すように変更し、これを学生にフィードバックするようにした。また、FD 委員会においても授業

評価アンケートの結果をもとに、授業改善につながるよう検討を行っている。 
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④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並び

に進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

文学部 180 人 182 人101.1％ 870 人 698 人 80.2％ 若干名人 0 人

人間生活学部 270 人 300 人111.1％ 1,140 人 1,133 人 99.4％ 若干名人 0 人

国際文化学部 100 人 78 人 78.0％ 200 人 130 人 65.0％ 若干名人 0 人

情報デザイン

学部 90 人 48 人 53.3％ 180 人 94 人 52.2％ 若干名人 0 人

合計 640 人 608 人 95.0％ 2,390 人 2,055 人 86.0％ 若干名人 0 人

（備考） 

 

 

b.卒業者数・修了者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数・修了者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

文学部 
152 人

（100％）

7人

（4.6％）

139 人

（91.4％）

6人

（3.9％）

人間生活学部 
279 人

（100％）

7人

（2.5％）

262 人

（93.9％）

10 人

（3.6％）

合計 
431 人

（100％）

14 人

（3.2％）

401 人

（93.0％）

16 人

（3.7％）

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

鹿島建設㈱、ミサワホーム㈱、オタフクソース㈱、ナガセヴィータ㈱、菅公学生服㈱、㈱岡山村田製作

所、㈱マキタ、内山工業㈱、香川県広域水道企業団、㈱山陽新聞社、ビッグローブ㈱、㈱両備システム

ズ、ANA 関西空港㈱、㈱JAL スカイ、トヨタモビリティパーツ㈱、ダイワボウ情報システム㈱、イオンリ

テール㈱、㈱天満屋、㈱中国銀行、㈱みずほ銀行、日本銀行、日本生命保険(相)、損害保険ジャパン㈱、

東京海上日動火災保険㈱、三井住友海上火災保険㈱、㈱ホテルグランヴィア岡山、㈱星野リゾート・マネ

ジメント、独立行政法人国立病院機構、日本赤十字社、独立行政法人国際観光振興機構、国家公務員、地

方公務員、公私立学校教員、保育士 

（備考） 
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c.修業年限期間内に卒業又は修了する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載

事項） 

学部等名 
入学者数 

修業年限期間内 

卒業・修了者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

文学部 
158 人

（100％）

147 人

（93.0％）

8人

（5.1％）

3人

（1.9％）

0人

（  ％）

人間生活学部 
272 人

（100％）

265 人

（97.4％）

3人

（1.1％）

4人

（1.5％）

0人

（  ％）

合計 
430 人

（100％）

412 人

（95.8％）

11 人

（2.6％）

7人

（1.6％）

0人

（  ％）

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

１月下旬より、次年度シラバス作成案内（シラバス記入要領、説明動画、参考資料を配信）を

各授業担当者に通知し、次年度シラバス作成を開始する。２月下旬～３月中旬にシラバスチェ

ック及び修正行う。本学独自のシラバス作成セルフチェックリストを作成し、作成者自身が確

認を行うとともに、各学科の教務担当教員を中心に第三者による確認を実施、修正が行われ、

３月中旬頃修正期間が終了する。 

こうした手順により、全学的に統一された様式、方法で、授業の方法及び内容、到達目標、成

績評価の方法や基準、事前事後学修時間やその他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作

成し、毎年３月下旬に Web で公表する。 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

 各授業科目の到達目標、成績評価の方法・基準等は、シラバスに明記し、学生からの質問 

や疑問には各担当教員が対応している。 

成績評価は、授業の形態（講義、実験、実習、演習、実技等）に対応し、報告・発表、レ 

ポート、テスト等の多様な要素を組み合わせ、多面的な方法によって行っている。 

さらに、本学では、全学生に卒業論文を必修としている。卒業論文は 4 年間の学びの集大 

成として位置づけられ、その作成にあたっては、少数ゼミ方式で実施し、口頭試問など、 

きめ細やかな指導を行い、生涯にわたって知的・実践的探求を進めていくための基本的能 

力を涵養しており、その単位認定に当たっては、公開による論文発表会を開催するなど 

して、厳格に審査している。 

学部名 学科名 
卒業又は修了に必要とな

る単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

文学部 

英語英文学

科 
124 単位 有 49 単位

日本語日本

文学科 
124 単位 有 49 単位

現代社会学

科 
124 単位 有 49 単位

人間生活学

部 

人間生活学

科 
124 単位 有 49 単位

児童学科 124 単位 有 49 単位

食品栄養学

科 
139 単位 有 49 単位

国際文化学

部 

国際文化学

科 
124 単位 有 49 単位
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情報デザイ

ン学部 

情報デザイ

ン学科 
124 単位 有 49 単位

ＧＰＡの活用状況（任意記

載事項） 

公表方法： 

成績等の評価とＧＰＡ制度について 

https://www.ndsu.ac.jp/images/univ_infor/1564032454/1564032454_1.pdf 

学生の学修状況に係る参

考情報 

（任意記載事項）

公表方法： 

学生による授業評価アンケート集計結果 

https://www.ndsu.ac.jp/about/outcomes.html 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：https://www.ndsu.ac.jp/life/campus_map.html 

 

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

文学部 

英語英文

学科 
710,000 円 200,000 円 315,000 円 

日本語日

本文学科 
710,000 円 200,000 円 315,000 円 

現代社会

学科 
710,000 円 200,000 円 315,000 円 

人間生活

学部 

人間生活

学科 
710,000 円 200,000 円 318,000 円

 

児童学科 710,000 円 200,000 円 318,000 円
 

食品栄養

学科 
710,000 円 200,000 円 318,000 円

 

国際文化

学部 

国際文化

学科 
710,000 円 200,000 円 315,000 円

 

情報デザ

イン学部 

情報デザ

イン学科 
710,000 円 200,000 円 440,000 円

 

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

・所属学科の専任教員が「アドバイザー」として配置され、学生一人ひとりの修学、進

路等の諸問題に対応できる体制を整備している。 

・保護者への成績通知を年 2 回行っている。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

・民間企業や公務員等への就職を目指す学生を支援するために設置された「キャリアサポー

トセンター」の取組 

1）3 人の専任職員と 3 人の専門キャリアカウンセラーによる手厚い進路相談体制を整備し

ており、対面とオンラインの併用により、年間相談実績は約 4,000 件 

2）学内で開催するガイダンス・セミナー等に関しては、対面方式での実施を中心に、年

間約 80 回開催 

3）学生一人ひとりの面接等での実践力とオンラインでの対応力向上のため、少人数で行う

ワーク形式のミニセミナーを年間約 100 回開催 

4）インクルーシブ教育研究センターと連携し、障害学生の就労に関するサポート 

（面談、企業研究、障害者雇用についての情報交換等） 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 
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（概要） 

・学務部保健センターに、専門職員を配置し、健康面でのサポート体制を整えている。 

・インクルーシブ教育研究センター「学生支援・相談部門」は、学生相談室を週 5 日開

設し、心身の健康や学業、進路、性格、友人関係など、大学生活上の様々な問題につ

いて公認心理師・臨床心理士が相談に応じている。 

・心身の健康上の理由、既往歴や疾患、障害があると考えられ、何らかの配慮を必要と

する学生は、学科アドバイザー等と相談のうえ要特別配慮願を申請することができ

る。 

その際、インクルーシブ教育研究センター「学生支援・相談部門」、学生相談室、 

学務部保健センター、医療機関等で必要に応じて連携をとり、支援の充実を図ってい

る。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 
公表方法： 

１ ノートルダム清心女子大学に関する基本情報をホームページ上で公開 

https://www.ndsu.ac.jp/about/univ_infor.php 
２ 学術機関リポジトリ 

https://ndsu.repo.nii.ac.jp/ 
 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

合計（年間）

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄（合計欄を含む。）について、該当する人数が1人以上10人以下の場合には、
当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載すること。

本表において、多子世帯とは大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）第４条第２項第
１号に掲げる授業料等減免対象者をいい、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分、第Ⅳ区分（理工農）とは、それぞ
れ大学等における修学の支援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第２号イ～ニに掲げ
る区分をいう。

年間

202人（　12　）人

後半期

192人（　12　）人

102人

12人

学校名（〇〇大学 等）

設置者名（学校法人〇〇学園 等）

ノートルダム清心女子大学

学校法人ノートルダム清心学園

前半期

支援対象者数
※括弧内は多子世帯の学生等（内数）

※家計急変による者を除く。
189人（　－　）人

101人第Ⅰ区分

学校コード（13桁） F133310109572

（備考）

49人 50人

内
訳

第Ⅲ区分 25人 24人

（うち多子世帯） （　　　　　　人） （　　　　　　人）

（うち多子世帯） （　　　　　　人） （　　　　　　人）

第Ⅱ区分

第Ⅳ区分（多子世帯）

（うち多子世帯） （　　　　　　人） （　　　　　　人）

   －　人    －　人

区分外（多子世帯） 人 人

第Ⅳ区分（理工農）

家計急変による
支援対象者（年間）

　－人（　　　）人

203人（  12　）人
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年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

３月以上の停学 0人

年間計 0人

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成績が著しく不良である
ことについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められず、遡って認定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含む。）、
高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修業年限が２
年以下のものに限る。）

0人 人 人

   －人 人 人

人 人

   －人 人 人

退学 0人

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認定の取消しを受け
た者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたことにより認定の取消
しを受けた者の数

（備考）

（備考）

修業年限で卒業又は修了できないことが確
定

修得単位数が「廃止」の基準に該当
（単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単

位時間数が廃止の基準に該当）

出席率が「廃止」の基準に該当又は学修意
欲が著しく低い状況

0人 人 人

0人 人 人

「警告」の区分に連続して該当
※「停止」となった場合を除く。

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の処分を受けたこと
により認定の取消しを受けた者の数

計

0人

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したことにより認定の取
消しを受けた者の数

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの
に限る。）

右以外の大学等

後半期

年間 0人

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

前半期年間
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※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、停止を受けた者の数

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの
に限る。）

年間 前半期 後半期

ＧＰＡ等が下位４分の１    －　人 人 人

計 29人 人 人

出席率が「警告」の基準に該当又は学修意
欲が低い状況

0人 人 人

（備考）

修得単位数が「警告」の基準に該当
（単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単

位時間数が警告の基準に該当）

0人 人 人

ＧＰＡ等が下位４分の１ 29人 人 人

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの
に限る。）

年間 前半期 後半期

訓告 0人

年間計 0人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学生認定の効力の停
止を受けた者の数

３月未満の停学 0人

（備考）

（１）停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の効力の停止を
受けた者の数
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