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地方大学を取り巻く環境に関する文科省の見方 （令和2年度第5回経済財政諮問会議文科省提出資料から）
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地方国立大学に求められる機能・役割に関する議論（国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議
＝S会議 2020.5.22 資料）
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地方国立大学に求められる機能・役割に関する議論
～令和2年第5回経済財政諮問会議の民間委員発言から～

（国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議＝S会議 2020.5.22 資料）
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国立大学法人に期待される機能と役割に関する経済財政諮問会議の民間議員の考え方
～令和2年第5回経済財政諮問会議の民間議員資料抜粋～

（国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議＝S会議 2020.5.22 資料）
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令和2年第7回経済財政諮問会議の民間議員提出資料抜粋 （2020.5.22 S会議資料）
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・地方都市の地域活力低下に対応する「魅力ある地方国立大学」の重要性
～地域に貢献する人材育成、地域課題解決力発揮への期待

・ポストコロナ時代、一極集中から地方分散化への構造転換をテコとする
日本社会全体の回復力向上に向けて地域の多様な諸活動の中核となる存在
＝地方国立大学の必要性

・地域における「知の拠点」として、地域内外の人材等の育成・結集により、地
域社会・経済を支える「イノベーション」の推進役としての地方国立大学

◆今、なぜ地方国立大学の機能強化に期待するのか？
～S会議の議論の整理（第1回～3回）
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◆期待される機能強化の方向性は？

地域の企業、自治体、大学との連携による機能強化の枠組みがベース

・STEAM人材の育成～文理の枠を越えて

・分野融合型教育研究成果の創出と地域への還元

・地域の状況・ニーズ、特性を踏まえた人材育成と研究開発

・デジタル技術を駆使した国内外の多様な大学との連携構築
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地方国立大学の機能強化に向けて文科省の支援の方向性
（国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議＝S会議 2020.5.22 資料）
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◆第四期中期目標・中期計画の策定に向けた国の動き

・国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議（文科省）
（R２. 2月以降 8回開催、第9回9月25日予定）

◎経営裁量の拡大を可能とする規制緩和
定員管理等の柔軟化～「STEAM人材の育成や、地域の特性やニーズを踏まえた質の高い人材育
成やイノベーションの創出、社会実装に本気で取り組むような場合に限り、これまで抑制的に
取り扱ってきた国立大学の学部収容定員の在り方を柔軟に取り扱うことも含め、魅力的な地方
大学の実現に向けた取組を強化するべき」

・地方創生に資する魅力ある地方大学の実現に向けた検討会議
（内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部 R2. 9.2以降12.2 計7回開催予定）
国立大学協会資料（次頁スライド）

・国立大学法人評価委員会総会資料（R2. 9.7）
社会を先導する教育研究組織改革～文理横断的・異分野融合的な知を備えた人材育成
大学間連携による機能強化～一法人複数大学制度、大学等連携推進法人、地域連携プラット

フォーム等
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地方創生に資する魅力ある地方大学の実現に向けた検討会議 国大協資料 2020.9.2
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地方創生に資する魅力ある地方大学の実現に向けた検討会議 国大協資料 2020.9.2
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地方国立大学の先導的取り組み （2020.5.22 S会議資料）
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◆これから地方国立大学の向かう先は？

・地方国立大学の機能強化による地方発イノベーション拠点・エコシステムの形成
～大学の教育研究成果と地域のニーズの融合と発展
➡地方発先導的・先端的研究の国内・外への発信

社会課題へのSolution 地域産業振興への貢献

・デジタル社会を先導し、地域の経済・社会に貢献できる人材育成
～文理融合型教育の強化、STEAM人材教育の推進

・ポストコロナを見据えた社会形成の中核をなす地方国立大学のプレゼンスの向上
～「大学間のアライアンス」の強化、「地域連携プラットフォーム」などの活用

・静岡大学の今後の可能性～静岡キャンパス、浜松キャンパス、浜松医科大学との
有機的連携強化、県大をはじめ県内大学との連携による機能強化➡ポストコロナ
社会における社会課題解決策と社会への実装化
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