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　「グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
答
申
」
が
出
さ
れ
て
か
ら
、

は
や
5
年
。
こ
の
答
申
を
起
点
に
、「
教
学
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
指
針
」「
大
学
設
置
基
準
等
の
改
正
」
な
ど
、

今
後
の
高
等
教
育
の
あ
り
方
を
決
め
る
大
き
な
施
策

と
、
そ
れ
に
伴
う
法
改
正
が
次
々
と
出
さ
れ
て
い
る
。

　グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
答
申
は
2
0
4
0
年
の
社
会
状

況
を
展
望
し
て
高
等
教
育
が
め
ざ
す
べ
き
姿
を
示
し

た
も
の
だ
が
、
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
の
が
、「
学
修
者

本
位
の
教
育
へ
の
転
換
」
だ
。
各
大
学
で
の
進
捗
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
文
科
省
に
よ
る
全
国
学
生
調
査
結

果
に
よ
る
と
、「
大
学
で
の
学
び
に
よ
っ
て
成
長
を
実

感
し
た
か
」
と
い
う
質
問
に
「
そ
う
思
う
」
と
答
え

た
割
合
は
3
割
、「
学
生
の
意
見
を
通
じ
て
大
学
教

育
が
良
く
な
っ
て
い
る
か
」
に
「
そ
う
思
う
」
と
答
え

た
割
合
は
1
割
強
に
と
ど
ま
る
。

　そ
も
そ
も
「
学
修
者
本
位
の
教
育
」
と
は
、
学
修

者
で
あ
る
学
生
の
成
長
や
、
学
生
自
身
が
大
学
の
構

成
員
と
し
て
の
自
覚
が
あ
っ
て
こ
そ
、
成
し
遂
げ
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　「
現
在
、
高
等
教
育
機
関
で
学
ん
で
い
る
学
修
者
に

は
、
後
に
続
く
学
修
者
の
学
び
も
含
め
て
高
等
教
育

が
充
実
し
て
い
く
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
行
わ
れ
る
高

等
教
育
改
革
に
参
画
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
」

こ
れ
は
、
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
答
申
の
結
び
の
言
葉
だ
。

急
速
に
進
む
人
口
減
の
中
で
、
今
後
の
大
学
の
行
く

末
を
担
う
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、「
大
学
教
育
で
成

長
し
た
実
感
の
あ
る
」
学
生
だ
ろ
う
。

　今
号
で
は
、「
学
修
者
本
位
の
大
学
づ
く
り
」
の

重
要
な
担
い
手
と
し
て
学
生
を
捉
え
、
学
生
参
画
型

の
大
学
づ
く
り
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
た
い
。

大
学
を
つ
く
る
の
は
、

教
員
か
、職
員
か
、学
生
か
？

学修者本位の
大学のつくり方
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学生の声が改革の起点に！After
「大学＝教職員と学生とで
つくり続けるもの」

学生は一方的に教育を提供される立場。

「大学＝教員、
 または教職員のもの」

学生は教育を受けるだけでなく
よりよい教育づくりの担い手でもある。
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学修者本位の大学

ら
は
こ
れ
を
受
け
て
、
学
生
へ
の
回
答

書
が
出
さ
れ
ま
す
。
実
際
に
改
善
に
つ

な
が
る
と
、
や
っ
ぱ
り
達
成
感
が
あ
り

ま
す
ね
。
一
方
で
、
学
生
に
と
っ
て
は

重
要
で
も
、
対
応
さ
れ
な
い
案
件
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
実
現
可
能
性

が
高
い
次
善
策
を
考
え
、
再
度
提
案
し

た
り
も
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
着
眼

点
を
決
め
て
課
題
を
整
理
し
解
決
策
を

上
げ
て
い
る
大
学
は
、
日
本
で
は
ま
だ

あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
分
、
研

究
の
し
が
い
が
あ
る
と
考
え
、
私
は
大

学
院
に
進
学
し
ま
し
た
。
学
修
者
本
位

の
大
学
を
つ
く
る
に
は
、
ま
ず
、
ど
ん

な
学
生
が
い
て
、
ど
ん
な
学
び
な
ら
成

長
す
る
の
か
、
実
態
を
知
り
、
議
論
す

る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
学
生
は
何
か
を
「
し
て
あ
げ
る
」

お
客
様
で
も
な
く
、
大
学
と
対
立
す
る

存
在
で
も
な
い
。
学
生
も
大
学
の
一
部

で
あ
り
、
当
事
者
だ
と
い
う
認
識
に
立

ち
、
学
生
が
大
学
の
当
事
者
に
な
る
た

め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
を
探
っ
て
い

き
た
い
。
当
事
者
意
識
を
持
っ
て
主
体

考
え
る
一
連
の
作
業
は
、
日
頃
の
授
業

の
中
で
も
役
立
っ
て
い
ま
す
ね
。

奥
村

　私
た
ち
が
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め

た
学
生
に
と
っ
て
の 

   ＊4

　
よ
い
授
業
と

は
、「
心
理
的
安
全
性
が
保
証
さ
れ
て

い
る
」「
先
生
と
学
生
、
学
生
同
士
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
」
等
、

学
生
に
と
っ
て
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ

と
で
す
。一
方
で
、先
生
方
か
ら
は
、「
学

生
が
自
分
の
授
業
に
ノ
っ
て
く
れ
な

い
」「
学
生
か
ら
の
反
応
が
な
い
。
や

る
気
が
な
い
の
か
」「
学
生
の
意
見
の

聞
き
方
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
お

悩
み
を
伺
っ
て
お
り
、
学
生
と
先
生
の

間
で
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し

ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
お
悩
み
に
対
す

る
私
た
ち
な
り
の
答
え
を
レ
ポ
ー
ト
内

に
Ｑ
Ａ
方
式
で
ま
と
め
ま
し
た
。
学
生

が
ど
う
感
じ
、何
を
考
え
て
い
る
か
を
、

積
極
的
に
大
学
や
先
生
に
伝
え
る
こ
と

が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

田
中

　日
大
で
は
、
学
部
長
に
直
接
学

生
の
意
見
が
届
く
「
目
安
箱
」
が
あ
り

ま
す
。
誰
に
ど
う
や
っ
て
伝
え
れ
ば
検

討
し
て
も
ら
え
る
の
か
、
学
生
の
声
を

大
学
に
届
け
る
ル
ー
ト
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
重
要
で
す
。

奥
村

　同
感
で
す
。
私
た
ち
も
初

め
て
の
教
育
改
善
活
動
で
手
探
り

で
し
た
が
、
理
解
あ
る
先
生
づ
て

に
学
内
に
広
げ
た
り
、
執
行
部
の

先
生
方
に
届
け
て
も
ら
っ
た
り
し

て
い
ま
す
。

清
野

　自
分
の
場
合
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
に

学
生
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
が
多
く
、
み

ん
な
の
声
が
集
ま
っ
て
く
る
の

で
、
先
生
方
か
ら
「
学
生
は
ど
う

思
っ
て
い
る
の
か
」
を
何
度
と
な

く
聞
か
れ
て
い
ま
す
。
１
人
の
声

で
は
な
く
、
み
ん
な
の
声
な
ん
だ

と
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
と
、
よ
り

真
剣
に
聞
い
て
く
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

中
川

　薬
学
部
は
国
家
資
格
取
得
と
い

う
先
生
と
学
生
の
共
通
の
目
標
が
あ
る

た
め
、
授
業
面
に
お
い
て
は
意
見
を
受

け
入
れ
て
も
ら
い
や
す
い
環
境
で
す
。

「
こ
こ
が
わ
か
り
に
く
か
っ
た
」
と
い

う
声
を
上
げ
る
と
、
す
ぐ
に
補
講
が
設

け
ら
れ
た
り
、
次
の
授
業
で
資
料
を
追

加
し
て
く
れ
た
り
。
皆
さ
ん
の
話
を
聞

い
て
、
う
ち
の
大
学
は
せ
っ
か
く
先
生

と
話
し
や
す
い
関
係
を
築
け
て
い
る
の

だ
か
ら
、
よ
り
学
び
や
す
い
環
境
づ
く

り
に
、
も
っ
と
わ
れ
わ
れ
学
生
が
関

わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
何

と
い
っ
て
も
薬
学
部
は
6
年
も
通
う
の

で
（
笑
）。
あ
と
、
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト

に
答
え
る
形
だ
け
で
な
く
、
学
生
と
大

学
が
直
接
話
し
合
え
る
場
が
あ
っ
た
ほ

う
が
、
お
互
い
の
誤
解
も
少
な
く
、
要

望
の
実
現
に
も
つ
な
が
り
や
す
そ
う
で

す
。

田
中

　資
格
系
の
学
部
で
な
く
て
も
、

D
P
や
シ
ラ
バ
ス
で
ゴ
ー
ル
が
提
示
さ

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
学
生
も

先
生
も
し
っ
か
り
と
共
有
で
き
れ
ば
、

同
じ
目
標
に
向
か
う
者
同
士
、
信
頼
関

係
が
強
ま
る
か
な
。
同
じ
目
標
が
あ
る

と
、
意
見
を
言
い
や
す
く
な
る
し
、
聞

き
入
れ
て
も
ら
い
や
す
く
も
な
り
そ
う

で
す
。

奥
村

　学
生
と
教
育
を
一
緒
に
つ
く
り

的
に
活
動
す
る
姿
勢
は
、
卒
業
後
の
社

会
で
も
大
い
に
役
立
つ
は
ず
で
す
。

中
川

　学
生
が
教
育
に
参
画
す
る
し
く

み
が
あ
る
大
学
は
、
ま
ず
そ
の
制
度
を

学
生
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
た
ま
た

ま
先
輩
が
キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
の
選
挙

活
動
を
し
て
い
る
の
を
見
て
、
制
度
が

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ

禍
で
活
動
も
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
、

気
づ
か
な
い
ま
ま
の
学
生
も
い
た
は
ず

で
す
。

清
野

　同
感
で
す
。
必
修
授
業
で
制
度

を
紹
介
し
た
り
、
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー

に
パ
ン
フ
を
置
い
た
り
、
認
知
を
広
め

る
工
夫
の
余
地
は
あ
り
ま
す
。
学
生
の

相
談
を
受
け
て
い
て
感
じ
る
の
は
、
大

学
に
聞
き
た
い
こ
と
や
や
り
た
い
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
ど
こ
に
言
い
に
行
け
ば

い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
学
生
が
多
い
と

い
う
こ
と
。
学
生
課
と
教
務
課
の
違
い

が
わ
か
ら
な
い
学
生
も
大
勢
い
ま
す
。

気
軽
に
相
談
で
き
る
、
わ
か
り
や
す
い

窓
口
が
必
要
で
す
。

田
中

　学
生
Ｆ
Ｄ
で
は
、
参
加
者
の
学

生
や
教
職
員
が
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
対

等
に
大
学
に
つ
い
て
話
す
ル
ー
ル
を
設

け
た
「
し
ゃ
べ
り
場
」
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
参
加
の
場
づ
く
り
、
参
加
し
て

も
ら
い
や
す
い
環
境
づ
く
り
も
大
切
で

す
ね
。

奥
村

　こ
の
記
事
を
学
生
向
け

に
も
発
信
し
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。
自
分
の
大
学
の
制
度

を
知
る
、知
ら
な
い
以
前
に
、「
学

生
が
大
学
の
教
育
活
動
に
参
画

す
る
」
と
い
う
発
想
す
ら
持
っ

た
こ
と
が
な
い
人
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
こ
ん
な
や
り
方
も
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
学

生
の
立
場
か
ら
も
、
も
っ
と
広

め
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

清
野

　大
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
経

験
を
通
じ
て
、
社
会
に
出
る
ま

で
に
自
分
の
価
値
観
を
築
く
と

こ
ろ
。学
修
者
本
位
の
大
学
と
は
、

学
生
が
や
り
た
い
こ
と
を
尊
重

し
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
で
き
る

大
学
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
か
な

え
ら
れ
な
い
希
望
も
あ
る
だ
ろ
う
け

ど
、
聞
き
っ
放
し
で
は
な
く
、
実
現
で

き
な
い
理
由
を
説
明
し
て
も
ら
え
る

と
、大
学
へ
の
信
頼
感
が
高
ま
り
ま
す
。

田
中

　学
生
、
教
員
、
職
員
が
そ
れ
ぞ

れ
の
立
ち
位
置
か
ら
、
ど
ん
な
大
学
を

つ
く
っ
て
い
き
た
い
か
を
発
信
し
て
、

そ
れ
を
基
に
み
ん
な
で
話
し
合
え
る
文

化
が
で
き
る
と
、
新
し
い
大
学
像
が
見

え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し

た
。
新
し
い
日
大
を
つ
く
っ
て
い
く
う

え
で
、
皆
さ
ん
と
の
今
回
の
出
会
い
が

と
っ
て
も
刺
激
に
な
り
ま
し
た
。

奥
村

　田
中
さ
ん
の
「
大
学
を
つ
く
っ

て
い
く
」
と
い
う
言
葉
に
ハ
ッ
と
し
ま

し
た
。
大
学
は
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
常
に
手
を
加
え
て
改
善
し
続
け

て
い
く
も
の
。教
職
員
だ
け
で
は
な
く
、

学
生
も
そ
の
担
い
手
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
み
ん
な
で
築
い
て
い
っ

た
結
果
、
各
大
学
の
個
性
が
際
立
つ
よ

う
に
な
れ
ば
、
日
本
の
大
学
が
も
っ
と

活
気
づ
き
そ
う
で
す
よ
ね
。
今
日
私
た

ち
が
お
互
い
の
活
動
を
知
り
、
自
分
の

大
学
に
生
か
す
ヒ
ン
ト
を
も
ら
え
た
よ

う
に
、い
ろ
い
ろ
な
大
学
を
訪
問
し
て
、

学
生
同
士
を
つ
な
げ
る
活
動
を
し
て
み

た
く
な
り
ま
し
た
。

特集  学修者本位の大学のつくり方

取材・文／編集部、児山雄介＊1 関西大学山田剛史教授。P.26参照＊2 「Meet On Creative Academy」
＊３ 「Chat」と「Summit」を組み合わせた造語

意
見
を
聞
か
れ
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
く

当
事
者
と
し
て
大
学
教
育
に
携
わ
り
た
い

　学
修
者
が
主
体
的
に
学
べ
る
大

学
像
を
、当
の
学
生
本
人
た
ち
は

ど
の
よ
う
に
思
い
描
い
て
い
る
の

か
。学
生
目
線
で
大
学
を
よ
り
よ

く
す
る
活
動
に
取
り
組
む
４
人
の

学
生
が
、理
想
の
大
学
づ
く
り
の

た
め
に
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
オ

ン
ラ
イ
ン
上
で
語
り
合
っ
た
。

　大
学
の
つ
く
り
手
は
、教
職
員

だ
け
で
は
な
い
。一
緒
に
大
学
づ
く

り
を
担
い
た
い
と
考
え
る
学
生
が
、

あ
な
た
の
大
学
に
も
い
る
は
ず
だ
。

奥村 百香
関西大学 
文学部総合人文学科卒業生
（現在京都大学大学院修士課程１年）

中川 明音
北海道医療大学 
薬学部薬学科３年

清野 敬人
成城大学 
経済学部経済学科３年

田中 花奈
日本大学 生物資源科学部
海洋生物資源科学科３年

［活動］学生FD CHAmmiT
（チャミット）
教員・職員・学生が日本大学
の教育について理解を深め
るとともに、和気あいあいとし
た雰囲気の中で語り合い、教
育改善をめざす活動。毎年、
各学部に向けて「学部提案書」を提出。提案書を基に、学部
教職員と学生が協議を行い、大学は「学生への回答書」を
作成。改善活動が行われる。
［支援部署］FD推進センター

［活動］学生キャンパス副学長
（SCP：Student Campus
 President）
各学部より１人、選挙により
選出。１人につき活動費30
万円とブレザーを支給。学内
イベントの企画・運営、授業や
学校施設に関する学生アンケートの実施、学生代表として
の学内諸会議への参加などを通して、よりよい大学づくりに
取り組む。
［支援部署］学務部 学生支援課

［活動］関大生の学びと成
長加速プラットフォーム
大学の教育改善、学生同士のつ
ながり、自身の成長を目的とする、
学生の自主的なユニット活動。所
属ユニット「MOCA」は、授業観
察や学生インタビューを基に、レ
ポート「学生にとって『よりよい』授業に必要な５つの要素」を発行。
卒業後もアドバイザリースタッフとして関わる。
［支援部署］教育開発支援センター「内部質保証を支えるIR／IEプロジェクト」

［活動］ピアサポーター　　
教職学協働による学びのコ
ミュニティづくりをめざし大学
が導入した「ピアチューター制
度」内で活動する。他の学生
に学習アドバイスやサポートを
行う。サポート内容は、履修登
録やレポート作成に関する講座の開講や相談の受け付け、
新入生イベントの企画・実施、 授業内での支援など。
［支援部署］ピアチューター運営WG（各部局の部長職で構成）

たなか
かな

なかがわ
あかね

おくむら
ももか

きよの
けいと

学修者本位の大学

―
入
学
前
の
期
待
と
入
学

後
の
実
際
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
？

どんな大学？どんな大学？学生に
聞く！

奥
村

　教
員
志
望
で
、
自
身
を
成
長
さ

せ
る
学
び
や
挑
戦
に
期
待
し
て
、
関
西

大
学
の
文
学
部
に
入
学
し
ま
し
た
。
で

も
、
当
時
、
私
の
周
り
か
ら
聞
こ
え
て

き
た
の
は
、「
楽
単
は
ど
の
科
目
？
」「
熱

心
に
ノ
ー
ト
を
取
る
な
ん
て
、
意
識
高

い
ね
」
と
い
っ
た
言
葉
で
し
た
。
悶
々

と
過
ご
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
３
回
生
の

と
き
に
、
    ＊1

　
あ
る
先
生
と
の
出
会
い
が

き
っ
か
け
で
、
成
長
す
る
た
め
の
学
び

に
つ
い
て
考
え
始
め
た
の
で
す
。
よ
う

や
く
思
い
描
い
て
い
た
大
学
生
に
な
っ

た
と
い
う
実
感
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

中
川

　手
に
職
を
付
け
る
べ
く
、
北
海

道
医
療
大
学
の
薬
学
部
に
進
学
。
国
家

資
格
取
得
に
向
け
た
学
生
の
が
ん
ば
り

に
、
先
生
方
は
期
待
通
り
応
え
て
く
れ

て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
残
念
だ
っ
た
の

は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
他
学
科
生
と
の
多
職

種
連
携
教
育
の
機
会
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
。
授
業
が
び
っ
し
り
入
っ
て
い

る
中
で
、
他
の
学
生
と
の
交
流
な
ど
大

学
生
ら
し
い
こ
と
も
し
て
み
た
く
て
、

学
生
キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
に
立
候
補

し
、
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

清
野

　指
定
校
で
の
進
学
を
考
え
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
高
２
の
頃
か
ら
各
大

学
の
シ
ラ
バ
ス
を
読
み
込
む
珍
し
い
生

徒
で
し
た（
笑
）。
成
城
大
学
経
済
学

部
入
学
後
は
、
期
待
し
て
い
た
多
彩
な

分
野
の
科
目
を
履
修
す
る
と
と
も
に
、

シ
ラ
バ
ス
の
知
識
を
生
か
せ
る
ピ
ア
サ

ポ
ー
タ
ー
活
動
に
参
加
。
コ
ロ
ナ
禍
で

の
入
構
制
限
の
中
で
も
Ｚ
о
о
ｍ
や

S
N
S
で
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
を
続

け
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
サ
ポ
ー
ト
も

し
ま
し
た
。

田
中

　日
本
大
学
で
海
洋
生
物
資
源
科

学
を
学
ん
で
い
ま
す
。
近
隣
に
海
や
水

族
館
な
ど
が
あ
り
、
恵
ま
れ
た
環
境
で

す
。
た
だ
、
微
生
物
か
ら
水
環
境
ま
で

学
問
の
幅
が
想
像
以
上
に
広
く
て
専
門

分
野
を
絞
り
切
れ
ず
、
研
究
室
選
び
に

は
と
て
も
苦
労
し
ま
し
た（
笑
）。
キ
ャ

ン
パ
ス
が
広
大
で
、
専
門
も
細
か
く
分

か
れ
て
い
る
の
で
、
同
じ
学
部
内
で
も

他
の
学
生
と
の
交
流
も
難
し
く
…
。
学

生
Ｆ
Ｄ
の
活
動
に
加
わ
っ
た
の
は
、
他

分
野
の
学
生
と
の
交
流
を
求
め
た
と
い

う
の
が
大
き
な
理
由
で
す
。

中
川

　学
生
キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
の
主

な
任
務
は
、
学
内
外
か
ら
の
委
託
事
業

活
動
と
、
学
生
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
実
行

で
す
。
今
年
、
コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
で
き

て
い
な
か
っ
た
新
入
生
歓
迎
会
や
球
技

大
会
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
資
格
の
勉

強
で
忙
し
い
毎
日
で
す
が
、
学
生
同
士

が
交
流
を
深
め
、
純
粋
に
楽
し
む
こ
と

も
必
要
だ
と
考
え
、
各
学
部
の
学
生

キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
と
協
力
し
て
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
薬
物
乱
用
防
止
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
な
ど
、
学
外
団
体
か
ら
依
頼

を
受
け
て
実
施
し
た
企
画
も
あ
り
ま

す
。
施
設
や
授
業
に
つ
い
て
の
意
見
を

学
生
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
で
募
り
、
要
望

を
学
長
に
プ
レ
ゼ
ン
し
た
り
も
し
て
い

ま
す
。

奥
村

　学
生
が
大
学
に
も
っ
と
深
く
関

わ
り
、
自
分
た
ち
の
成
長
の
た
め
に
、

自
分
た
ち
で
も
っ
と
何
か
で
き
な
い
か

と
考
え
、
同
級
生
４
人
で
    ＊2

　
M
O
C
A

と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
を
結
成
し
学
生
と
大

学
を
つ
な
ぐ
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
学

生
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
声
を
上
げ
て

も
、
大
学
側
の
認
識
と
の
差
が
ま
だ
あ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
あ
る

科
目
の
全
15
回
の
授
業
を
観
察
し
た
う

え
で
、
受
講
生
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
、

学
生
に
と
っ
て
「
よ
り
よ
い
授
業
」
と

い
う
観
点
で
ま
と
め
た
レ
ポ
ー
ト
を
学

内
で
発
表
し
、
大
学
の
広
報
誌
で
も
取

り
上
げ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

清
野

　大
学
と
学
生
側
の
ギ
ャ
ッ
プ
は

確
か
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
入
学

式
か
ら
履
修
登
録
ま
で
の
期
間
が
短
す

ぎ
る
問
題
」。手
厚
い
履
修
登
録
マ
ニ
ュ

ア
ル
は
あ
る
も
の
の
、
複
雑
な
制
度
に

と
ま
ど
い
、
短
い
期
間
で
時
間
割
を
決

め
ら
れ
な
い
新
入
生
が
多
い
の
で
す
。

実
際
、
全
学
部
の
履
修
の
手
引
を
そ
ら

ん
じ
、
自
他
共
に
認
め
る
「
成
城
ウ
ィ

キ
ペ
デ
ィ
ア
」（
笑
）で
あ
る
自
分
に
は
、

多
く
の
学
生
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
相
談
が
寄

せ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
ピ

ア
サ
ポ
ー
タ
ー
が
、
学
生
目
線
で
の
時

間
割
相
談
会
を
企
画
、
実
施
し
、
今
年

度
は
1
0
0
0
人
も
の
新
入
生
が
参
加

し
ま
し
た
。
こ
の
活
動
の
中
で
、
履
修

に
関
す
る
問
題
点
を
見
つ
け
た
た
め
、

学
長
先
生
や
教
務
課
の
職
員
さ
ん
に
報

告
、
相
談
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今

後
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
部
変
更
に

よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

田
中

　日
大
の
学
生
Ｆ
Ｄ
で
は
、
年
に

１
回 
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「
C
H
A
m
m
i
T（
チ
ャ
ミ
ッ

ト
）」
と
い
う
Ｆ
Ｄ
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

し
ま
す
。
学
生
ス
タ
ッ
フ
は
当
日
に
向

け
て
６
回
ほ
ど
顔
を
合
わ
せ
、
大
学
の

課
題
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
、
フ
ァ

シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
を
学
び
ま

す
。
こ
の
過
程
で
、
他
学
部
生
と
絆
が

深
ま
り
、
他
学
部
の
学
び
方
や
学
習
環

境
事
情
も
わ
か
る
の
で
参
考
に
な
り
ま

す
。
当
日
は
、
有
志
で
参
加
し
た
学
生

と
共
に
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
行
い
、
後
日
、
報
告
書
に
ま
と
め
、

各
学
部
に
提
案
し
て
い
ま
す
。
学
部
か

―
具
体
的
な
活
動
内
容
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

とは
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学修者本位の大学

ら
は
こ
れ
を
受
け
て
、
学
生
へ
の
回
答

書
が
出
さ
れ
ま
す
。
実
際
に
改
善
に
つ

な
が
る
と
、
や
っ
ぱ
り
達
成
感
が
あ
り

ま
す
ね
。
一
方
で
、
学
生
に
と
っ
て
は

重
要
で
も
、
対
応
さ
れ
な
い
案
件
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
実
現
可
能
性

が
高
い
次
善
策
を
考
え
、
再
度
提
案
し

た
り
も
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
着
眼

点
を
決
め
て
課
題
を
整
理
し
解
決
策
を

上
げ
て
い
る
大
学
は
、
日
本
で
は
ま
だ

あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
分
、
研

究
の
し
が
い
が
あ
る
と
考
え
、
私
は
大

学
院
に
進
学
し
ま
し
た
。
学
修
者
本
位

の
大
学
を
つ
く
る
に
は
、
ま
ず
、
ど
ん

な
学
生
が
い
て
、
ど
ん
な
学
び
な
ら
成

長
す
る
の
か
、
実
態
を
知
り
、
議
論
す

る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
学
生
は
何
か
を
「
し
て
あ
げ
る
」

お
客
様
で
も
な
く
、
大
学
と
対
立
す
る

存
在
で
も
な
い
。
学
生
も
大
学
の
一
部

で
あ
り
、
当
事
者
だ
と
い
う
認
識
に
立

ち
、
学
生
が
大
学
の
当
事
者
に
な
る
た

め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
を
探
っ
て
い

き
た
い
。
当
事
者
意
識
を
持
っ
て
主
体

考
え
る
一
連
の
作
業
は
、
日
頃
の
授
業

の
中
で
も
役
立
っ
て
い
ま
す
ね
。

奥
村

　私
た
ち
が
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め

た
学
生
に
と
っ
て
の 
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よ
い
授
業
と

は
、「
心
理
的
安
全
性
が
保
証
さ
れ
て

い
る
」「
先
生
と
学
生
、
学
生
同
士
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
」
等
、

学
生
に
と
っ
て
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ

と
で
す
。一
方
で
、先
生
方
か
ら
は
、「
学

生
が
自
分
の
授
業
に
ノ
っ
て
く
れ
な

い
」「
学
生
か
ら
の
反
応
が
な
い
。
や

る
気
が
な
い
の
か
」「
学
生
の
意
見
の

聞
き
方
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
お

悩
み
を
伺
っ
て
お
り
、
学
生
と
先
生
の

間
で
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し

ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
お
悩
み
に
対
す

る
私
た
ち
な
り
の
答
え
を
レ
ポ
ー
ト
内

に
Ｑ
Ａ
方
式
で
ま
と
め
ま
し
た
。
学
生

が
ど
う
感
じ
、何
を
考
え
て
い
る
か
を
、

積
極
的
に
大
学
や
先
生
に
伝
え
る
こ
と

が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

田
中

　日
大
で
は
、
学
部
長
に
直
接
学

生
の
意
見
が
届
く
「
目
安
箱
」
が
あ
り

ま
す
。
誰
に
ど
う
や
っ
て
伝
え
れ
ば
検

討
し
て
も
ら
え
る
の
か
、
学
生
の
声
を

大
学
に
届
け
る
ル
ー
ト
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
重
要
で
す
。

奥
村

　同
感
で
す
。
私
た
ち
も
初

め
て
の
教
育
改
善
活
動
で
手
探
り

で
し
た
が
、
理
解
あ
る
先
生
づ
て

に
学
内
に
広
げ
た
り
、
執
行
部
の

先
生
方
に
届
け
て
も
ら
っ
た
り
し

て
い
ま
す
。

清
野

　自
分
の
場
合
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
に

学
生
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
が
多
く
、
み

ん
な
の
声
が
集
ま
っ
て
く
る
の

で
、
先
生
方
か
ら
「
学
生
は
ど
う

思
っ
て
い
る
の
か
」
を
何
度
と
な

く
聞
か
れ
て
い
ま
す
。
１
人
の
声

で
は
な
く
、
み
ん
な
の
声
な
ん
だ

と
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
と
、
よ
り

真
剣
に
聞
い
て
く
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

中
川

　薬
学
部
は
国
家
資
格
取
得
と
い

う
先
生
と
学
生
の
共
通
の
目
標
が
あ
る

た
め
、
授
業
面
に
お
い
て
は
意
見
を
受

け
入
れ
て
も
ら
い
や
す
い
環
境
で
す
。

「
こ
こ
が
わ
か
り
に
く
か
っ
た
」
と
い

う
声
を
上
げ
る
と
、
す
ぐ
に
補
講
が
設

け
ら
れ
た
り
、
次
の
授
業
で
資
料
を
追

加
し
て
く
れ
た
り
。
皆
さ
ん
の
話
を
聞

い
て
、
う
ち
の
大
学
は
せ
っ
か
く
先
生

と
話
し
や
す
い
関
係
を
築
け
て
い
る
の

だ
か
ら
、
よ
り
学
び
や
す
い
環
境
づ
く

り
に
、
も
っ
と
わ
れ
わ
れ
学
生
が
関

わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
何

と
い
っ
て
も
薬
学
部
は
6
年
も
通
う
の

で
（
笑
）。
あ
と
、
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト

に
答
え
る
形
だ
け
で
な
く
、
学
生
と
大

学
が
直
接
話
し
合
え
る
場
が
あ
っ
た
ほ

う
が
、
お
互
い
の
誤
解
も
少
な
く
、
要

望
の
実
現
に
も
つ
な
が
り
や
す
そ
う
で

す
。

田
中

　資
格
系
の
学
部
で
な
く
て
も
、

D
P
や
シ
ラ
バ
ス
で
ゴ
ー
ル
が
提
示
さ

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
学
生
も

先
生
も
し
っ
か
り
と
共
有
で
き
れ
ば
、

同
じ
目
標
に
向
か
う
者
同
士
、
信
頼
関

係
が
強
ま
る
か
な
。
同
じ
目
標
が
あ
る

と
、
意
見
を
言
い
や
す
く
な
る
し
、
聞

き
入
れ
て
も
ら
い
や
す
く
も
な
り
そ
う

で
す
。

奥
村

　学
生
と
教
育
を
一
緒
に
つ
く
り

的
に
活
動
す
る
姿
勢
は
、
卒
業
後
の
社

会
で
も
大
い
に
役
立
つ
は
ず
で
す
。

中
川

　学
生
が
教
育
に
参
画
す
る
し
く

み
が
あ
る
大
学
は
、
ま
ず
そ
の
制
度
を

学
生
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
た
ま
た

ま
先
輩
が
キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
の
選
挙

活
動
を
し
て
い
る
の
を
見
て
、
制
度
が

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ

禍
で
活
動
も
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
、

気
づ
か
な
い
ま
ま
の
学
生
も
い
た
は
ず

で
す
。

清
野

　同
感
で
す
。
必
修
授
業
で
制
度

を
紹
介
し
た
り
、
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー

に
パ
ン
フ
を
置
い
た
り
、
認
知
を
広
め

る
工
夫
の
余
地
は
あ
り
ま
す
。
学
生
の

相
談
を
受
け
て
い
て
感
じ
る
の
は
、
大

学
に
聞
き
た
い
こ
と
や
や
り
た
い
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
ど
こ
に
言
い
に
行
け
ば

い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
学
生
が
多
い
と

い
う
こ
と
。
学
生
課
と
教
務
課
の
違
い

が
わ
か
ら
な
い
学
生
も
大
勢
い
ま
す
。

気
軽
に
相
談
で
き
る
、
わ
か
り
や
す
い

窓
口
が
必
要
で
す
。

田
中

　学
生
Ｆ
Ｄ
で
は
、
参
加
者
の
学

生
や
教
職
員
が
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
対

等
に
大
学
に
つ
い
て
話
す
ル
ー
ル
を
設

け
た
「
し
ゃ
べ
り
場
」
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
参
加
の
場
づ
く
り
、
参
加
し
て

も
ら
い
や
す
い
環
境
づ
く
り
も
大
切
で

す
ね
。

奥
村

　こ
の
記
事
を
学
生
向
け

に
も
発
信
し
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。
自
分
の
大
学
の
制
度

を
知
る
、知
ら
な
い
以
前
に
、「
学

生
が
大
学
の
教
育
活
動
に
参
画

す
る
」
と
い
う
発
想
す
ら
持
っ

た
こ
と
が
な
い
人
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
こ
ん
な
や
り
方
も
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
学

生
の
立
場
か
ら
も
、
も
っ
と
広

め
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

清
野

　大
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
経

験
を
通
じ
て
、
社
会
に
出
る
ま

で
に
自
分
の
価
値
観
を
築
く
と

こ
ろ
。学
修
者
本
位
の
大
学
と
は
、

学
生
が
や
り
た
い
こ
と
を
尊
重

し
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
で
き
る

大
学
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
か
な

え
ら
れ
な
い
希
望
も
あ
る
だ
ろ
う
け

ど
、
聞
き
っ
放
し
で
は
な
く
、
実
現
で

き
な
い
理
由
を
説
明
し
て
も
ら
え
る

と
、大
学
へ
の
信
頼
感
が
高
ま
り
ま
す
。

田
中

　学
生
、
教
員
、
職
員
が
そ
れ
ぞ

れ
の
立
ち
位
置
か
ら
、
ど
ん
な
大
学
を

つ
く
っ
て
い
き
た
い
か
を
発
信
し
て
、

そ
れ
を
基
に
み
ん
な
で
話
し
合
え
る
文

化
が
で
き
る
と
、
新
し
い
大
学
像
が
見

え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し

た
。
新
し
い
日
大
を
つ
く
っ
て
い
く
う

え
で
、
皆
さ
ん
と
の
今
回
の
出
会
い
が

と
っ
て
も
刺
激
に
な
り
ま
し
た
。

奥
村

　田
中
さ
ん
の
「
大
学
を
つ
く
っ

て
い
く
」
と
い
う
言
葉
に
ハ
ッ
と
し
ま

し
た
。
大
学
は
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
常
に
手
を
加
え
て
改
善
し
続
け

て
い
く
も
の
。教
職
員
だ
け
で
は
な
く
、

学
生
も
そ
の
担
い
手
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
み
ん
な
で
築
い
て
い
っ

た
結
果
、
各
大
学
の
個
性
が
際
立
つ
よ

う
に
な
れ
ば
、
日
本
の
大
学
が
も
っ
と

活
気
づ
き
そ
う
で
す
よ
ね
。
今
日
私
た

ち
が
お
互
い
の
活
動
を
知
り
、
自
分
の

大
学
に
生
か
す
ヒ
ン
ト
を
も
ら
え
た
よ

う
に
、い
ろ
い
ろ
な
大
学
を
訪
問
し
て
、

学
生
同
士
を
つ
な
げ
る
活
動
を
し
て
み

た
く
な
り
ま
し
た
。

特集  学修者本位の大学のつくり方

取材・文／編集部、児山雄介＊1 関西大学山田剛史教授。P.26参照＊2 「Meet On Creative Academy」
＊３ 「Chat」と「Summit」を組み合わせた造語

意
見
を
聞
か
れ
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
く

当
事
者
と
し
て
大
学
教
育
に
携
わ
り
た
い

　学
修
者
が
主
体
的
に
学
べ
る
大

学
像
を
、当
の
学
生
本
人
た
ち
は

ど
の
よ
う
に
思
い
描
い
て
い
る
の

か
。学
生
目
線
で
大
学
を
よ
り
よ

く
す
る
活
動
に
取
り
組
む
４
人
の

学
生
が
、理
想
の
大
学
づ
く
り
の

た
め
に
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
オ

ン
ラ
イ
ン
上
で
語
り
合
っ
た
。

　大
学
の
つ
く
り
手
は
、教
職
員

だ
け
で
は
な
い
。一
緒
に
大
学
づ
く

り
を
担
い
た
い
と
考
え
る
学
生
が
、

あ
な
た
の
大
学
に
も
い
る
は
ず
だ
。

奥村 百香
関西大学 
文学部総合人文学科卒業生
（現在京都大学大学院修士課程１年）

中川 明音
北海道医療大学 
薬学部薬学科３年

清野 敬人
成城大学 
経済学部経済学科３年

田中 花奈
日本大学 生物資源科学部
海洋生物資源科学科３年

［活動］学生FD CHAmmiT
（チャミット）
教員・職員・学生が日本大学
の教育について理解を深め
るとともに、和気あいあいとし
た雰囲気の中で語り合い、教
育改善をめざす活動。毎年、
各学部に向けて「学部提案書」を提出。提案書を基に、学部
教職員と学生が協議を行い、大学は「学生への回答書」を
作成。改善活動が行われる。
［支援部署］FD推進センター

［活動］学生キャンパス副学長
（SCP：Student Campus
 President）
各学部より１人、選挙により
選出。１人につき活動費30
万円とブレザーを支給。学内
イベントの企画・運営、授業や
学校施設に関する学生アンケートの実施、学生代表として
の学内諸会議への参加などを通して、よりよい大学づくりに
取り組む。
［支援部署］学務部 学生支援課

［活動］関大生の学びと成
長加速プラットフォーム
大学の教育改善、学生同士のつ
ながり、自身の成長を目的とする、
学生の自主的なユニット活動。所
属ユニット「MOCA」は、授業観
察や学生インタビューを基に、レ
ポート「学生にとって『よりよい』授業に必要な５つの要素」を発行。
卒業後もアドバイザリースタッフとして関わる。
［支援部署］教育開発支援センター「内部質保証を支えるIR／IEプロジェクト」

［活動］ピアサポーター　　
教職学協働による学びのコ
ミュニティづくりをめざし大学
が導入した「ピアチューター制
度」内で活動する。他の学生
に学習アドバイスやサポートを
行う。サポート内容は、履修登
録やレポート作成に関する講座の開講や相談の受け付け、
新入生イベントの企画・実施、 授業内での支援など。
［支援部署］ピアチューター運営WG（各部局の部長職で構成）

たなか
かな

なかがわ
あかね

おくむら
ももか

きよの
けいと

学修者本位の大学

―
入
学
前
の
期
待
と
入
学

後
の
実
際
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
？

どんな大学？どんな大学？学生に
聞く！

奥
村

　教
員
志
望
で
、
自
身
を
成
長
さ

せ
る
学
び
や
挑
戦
に
期
待
し
て
、
関
西

大
学
の
文
学
部
に
入
学
し
ま
し
た
。
で

も
、
当
時
、
私
の
周
り
か
ら
聞
こ
え
て

き
た
の
は
、「
楽
単
は
ど
の
科
目
？
」「
熱

心
に
ノ
ー
ト
を
取
る
な
ん
て
、
意
識
高

い
ね
」
と
い
っ
た
言
葉
で
し
た
。
悶
々

と
過
ご
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
３
回
生
の

と
き
に
、
    ＊1

　
あ
る
先
生
と
の
出
会
い
が

き
っ
か
け
で
、
成
長
す
る
た
め
の
学
び

に
つ
い
て
考
え
始
め
た
の
で
す
。
よ
う

や
く
思
い
描
い
て
い
た
大
学
生
に
な
っ

た
と
い
う
実
感
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

中
川

　手
に
職
を
付
け
る
べ
く
、
北
海

道
医
療
大
学
の
薬
学
部
に
進
学
。
国
家

資
格
取
得
に
向
け
た
学
生
の
が
ん
ば
り

に
、
先
生
方
は
期
待
通
り
応
え
て
く
れ

て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
残
念
だ
っ
た
の

は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
他
学
科
生
と
の
多
職

種
連
携
教
育
の
機
会
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
。
授
業
が
び
っ
し
り
入
っ
て
い

る
中
で
、
他
の
学
生
と
の
交
流
な
ど
大

学
生
ら
し
い
こ
と
も
し
て
み
た
く
て
、

学
生
キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
に
立
候
補

し
、
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

清
野

　指
定
校
で
の
進
学
を
考
え
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
高
２
の
頃
か
ら
各
大

学
の
シ
ラ
バ
ス
を
読
み
込
む
珍
し
い
生

徒
で
し
た（
笑
）。
成
城
大
学
経
済
学

部
入
学
後
は
、
期
待
し
て
い
た
多
彩
な

分
野
の
科
目
を
履
修
す
る
と
と
も
に
、

シ
ラ
バ
ス
の
知
識
を
生
か
せ
る
ピ
ア
サ

ポ
ー
タ
ー
活
動
に
参
加
。
コ
ロ
ナ
禍
で

の
入
構
制
限
の
中
で
も
Ｚ
о
о
ｍ
や

S
N
S
で
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
を
続

け
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
サ
ポ
ー
ト
も

し
ま
し
た
。

田
中

　日
本
大
学
で
海
洋
生
物
資
源
科

学
を
学
ん
で
い
ま
す
。
近
隣
に
海
や
水

族
館
な
ど
が
あ
り
、
恵
ま
れ
た
環
境
で

す
。
た
だ
、
微
生
物
か
ら
水
環
境
ま
で

学
問
の
幅
が
想
像
以
上
に
広
く
て
専
門

分
野
を
絞
り
切
れ
ず
、
研
究
室
選
び
に

は
と
て
も
苦
労
し
ま
し
た（
笑
）。
キ
ャ

ン
パ
ス
が
広
大
で
、
専
門
も
細
か
く
分

か
れ
て
い
る
の
で
、
同
じ
学
部
内
で
も

他
の
学
生
と
の
交
流
も
難
し
く
…
。
学

生
Ｆ
Ｄ
の
活
動
に
加
わ
っ
た
の
は
、
他

分
野
の
学
生
と
の
交
流
を
求
め
た
と
い

う
の
が
大
き
な
理
由
で
す
。

中
川

　学
生
キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
の
主

な
任
務
は
、
学
内
外
か
ら
の
委
託
事
業

活
動
と
、
学
生
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
実
行

で
す
。
今
年
、
コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
で
き

て
い
な
か
っ
た
新
入
生
歓
迎
会
や
球
技

大
会
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
資
格
の
勉

強
で
忙
し
い
毎
日
で
す
が
、
学
生
同
士

が
交
流
を
深
め
、
純
粋
に
楽
し
む
こ
と

も
必
要
だ
と
考
え
、
各
学
部
の
学
生

キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
と
協
力
し
て
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
薬
物
乱
用
防
止
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
な
ど
、
学
外
団
体
か
ら
依
頼

を
受
け
て
実
施
し
た
企
画
も
あ
り
ま

す
。
施
設
や
授
業
に
つ
い
て
の
意
見
を

学
生
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
で
募
り
、
要
望

を
学
長
に
プ
レ
ゼ
ン
し
た
り
も
し
て
い

ま
す
。

奥
村

　学
生
が
大
学
に
も
っ
と
深
く
関

わ
り
、
自
分
た
ち
の
成
長
の
た
め
に
、

自
分
た
ち
で
も
っ
と
何
か
で
き
な
い
か

と
考
え
、
同
級
生
４
人
で
    ＊2

　
M
O
C
A

と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
を
結
成
し
学
生
と
大

学
を
つ
な
ぐ
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
学

生
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
声
を
上
げ
て

も
、
大
学
側
の
認
識
と
の
差
が
ま
だ
あ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
あ
る

科
目
の
全
15
回
の
授
業
を
観
察
し
た
う

え
で
、
受
講
生
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
、

学
生
に
と
っ
て
「
よ
り
よ
い
授
業
」
と

い
う
観
点
で
ま
と
め
た
レ
ポ
ー
ト
を
学

内
で
発
表
し
、
大
学
の
広
報
誌
で
も
取

り
上
げ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

清
野

　大
学
と
学
生
側
の
ギ
ャ
ッ
プ
は

確
か
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
入
学

式
か
ら
履
修
登
録
ま
で
の
期
間
が
短
す

ぎ
る
問
題
」。手
厚
い
履
修
登
録
マ
ニ
ュ

ア
ル
は
あ
る
も
の
の
、
複
雑
な
制
度
に

と
ま
ど
い
、
短
い
期
間
で
時
間
割
を
決

め
ら
れ
な
い
新
入
生
が
多
い
の
で
す
。

実
際
、
全
学
部
の
履
修
の
手
引
を
そ
ら

ん
じ
、
自
他
共
に
認
め
る
「
成
城
ウ
ィ

キ
ペ
デ
ィ
ア
」（
笑
）で
あ
る
自
分
に
は
、

多
く
の
学
生
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
相
談
が
寄

せ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
ピ

ア
サ
ポ
ー
タ
ー
が
、
学
生
目
線
で
の
時

間
割
相
談
会
を
企
画
、
実
施
し
、
今
年

度
は
1
0
0
0
人
も
の
新
入
生
が
参
加

し
ま
し
た
。
こ
の
活
動
の
中
で
、
履
修

に
関
す
る
問
題
点
を
見
つ
け
た
た
め
、

学
長
先
生
や
教
務
課
の
職
員
さ
ん
に
報

告
、
相
談
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今

後
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
部
変
更
に

よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

田
中

　日
大
の
学
生
Ｆ
Ｄ
で
は
、
年
に

１
回 

   ＊3

　
「
C
H
A
m
m
i
T（
チ
ャ
ミ
ッ

ト
）」
と
い
う
Ｆ
Ｄ
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

し
ま
す
。
学
生
ス
タ
ッ
フ
は
当
日
に
向

け
て
６
回
ほ
ど
顔
を
合
わ
せ
、
大
学
の

課
題
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
、
フ
ァ

シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
を
学
び
ま

す
。
こ
の
過
程
で
、
他
学
部
生
と
絆
が

深
ま
り
、
他
学
部
の
学
び
方
や
学
習
環

境
事
情
も
わ
か
る
の
で
参
考
に
な
り
ま

す
。
当
日
は
、
有
志
で
参
加
し
た
学
生

と
共
に
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
行
い
、
後
日
、
報
告
書
に
ま
と
め
、

各
学
部
に
提
案
し
て
い
ま
す
。
学
部
か

―
具
体
的
な
活
動
内
容
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

とは
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特集  学修者本位の大学のつくり方

ら
は
こ
れ
を
受
け
て
、
学
生
へ
の
回
答

書
が
出
さ
れ
ま
す
。
実
際
に
改
善
に
つ

な
が
る
と
、
や
っ
ぱ
り
達
成
感
が
あ
り

ま
す
ね
。
一
方
で
、
学
生
に
と
っ
て
は

重
要
で
も
、
対
応
さ
れ
な
い
案
件
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
実
現
可
能
性

が
高
い
次
善
策
を
考
え
、
再
度
提
案
し

た
り
も
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
着
眼

点
を
決
め
て
課
題
を
整
理
し
解
決
策
を

上
げ
て
い
る
大
学
は
、
日
本
で
は
ま
だ

あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
分
、
研

究
の
し
が
い
が
あ
る
と
考
え
、
私
は
大

学
院
に
進
学
し
ま
し
た
。
学
修
者
本
位

の
大
学
を
つ
く
る
に
は
、
ま
ず
、
ど
ん

な
学
生
が
い
て
、
ど
ん
な
学
び
な
ら
成

長
す
る
の
か
、
実
態
を
知
り
、
議
論
す

る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
学
生
は
何
か
を
「
し
て
あ
げ
る
」

お
客
様
で
も
な
く
、
大
学
と
対
立
す
る

存
在
で
も
な
い
。
学
生
も
大
学
の
一
部

で
あ
り
、
当
事
者
だ
と
い
う
認
識
に
立

ち
、
学
生
が
大
学
の
当
事
者
に
な
る
た

め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
を
探
っ
て
い

き
た
い
。
当
事
者
意
識
を
持
っ
て
主
体

考
え
る
一
連
の
作
業
は
、
日
頃
の
授
業

の
中
で
も
役
立
っ
て
い
ま
す
ね
。

奥
村

　私
た
ち
が
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め

た
学
生
に
と
っ
て
の 

   ＊4

　
よ
い
授
業
と

は
、「
心
理
的
安
全
性
が
保
証
さ
れ
て

い
る
」「
先
生
と
学
生
、
学
生
同
士
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
」
等
、

学
生
に
と
っ
て
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ

と
で
す
。一
方
で
、先
生
方
か
ら
は
、「
学

生
が
自
分
の
授
業
に
ノ
っ
て
く
れ
な

い
」「
学
生
か
ら
の
反
応
が
な
い
。
や

る
気
が
な
い
の
か
」「
学
生
の
意
見
の

聞
き
方
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
お

悩
み
を
伺
っ
て
お
り
、
学
生
と
先
生
の

間
で
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し

ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
お
悩
み
に
対
す

る
私
た
ち
な
り
の
答
え
を
レ
ポ
ー
ト
内

に
Ｑ
Ａ
方
式
で
ま
と
め
ま
し
た
。
学
生

が
ど
う
感
じ
、何
を
考
え
て
い
る
か
を
、

積
極
的
に
大
学
や
先
生
に
伝
え
る
こ
と

が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

田
中

　日
大
で
は
、
学
部
長
に
直
接
学

生
の
意
見
が
届
く
「
目
安
箱
」
が
あ
り

ま
す
。
誰
に
ど
う
や
っ
て
伝
え
れ
ば
検

討
し
て
も
ら
え
る
の
か
、
学
生
の
声
を

大
学
に
届
け
る
ル
ー
ト
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
重
要
で
す
。

奥
村

　同
感
で
す
。
私
た
ち
も
初

め
て
の
教
育
改
善
活
動
で
手
探
り

で
し
た
が
、
理
解
あ
る
先
生
づ
て

に
学
内
に
広
げ
た
り
、
執
行
部
の

先
生
方
に
届
け
て
も
ら
っ
た
り
し

て
い
ま
す
。

清
野

　自
分
の
場
合
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
に

学
生
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
が
多
く
、
み

ん
な
の
声
が
集
ま
っ
て
く
る
の

で
、
先
生
方
か
ら
「
学
生
は
ど
う

思
っ
て
い
る
の
か
」
を
何
度
と
な

く
聞
か
れ
て
い
ま
す
。
１
人
の
声

で
は
な
く
、
み
ん
な
の
声
な
ん
だ

と
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
と
、
よ
り

真
剣
に
聞
い
て
く
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

中
川

　薬
学
部
は
国
家
資
格
取
得
と
い

う
先
生
と
学
生
の
共
通
の
目
標
が
あ
る

た
め
、
授
業
面
に
お
い
て
は
意
見
を
受

け
入
れ
て
も
ら
い
や
す
い
環
境
で
す
。

「
こ
こ
が
わ
か
り
に
く
か
っ
た
」
と
い

う
声
を
上
げ
る
と
、
す
ぐ
に
補
講
が
設

け
ら
れ
た
り
、
次
の
授
業
で
資
料
を
追

加
し
て
く
れ
た
り
。
皆
さ
ん
の
話
を
聞

い
て
、
う
ち
の
大
学
は
せ
っ
か
く
先
生

と
話
し
や
す
い
関
係
を
築
け
て
い
る
の

だ
か
ら
、
よ
り
学
び
や
す
い
環
境
づ
く

り
に
、
も
っ
と
わ
れ
わ
れ
学
生
が
関

わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
何

と
い
っ
て
も
薬
学
部
は
6
年
も
通
う
の

で
（
笑
）。
あ
と
、
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト

に
答
え
る
形
だ
け
で
な
く
、
学
生
と
大

学
が
直
接
話
し
合
え
る
場
が
あ
っ
た
ほ

う
が
、
お
互
い
の
誤
解
も
少
な
く
、
要

望
の
実
現
に
も
つ
な
が
り
や
す
そ
う
で

す
。

田
中

　資
格
系
の
学
部
で
な
く
て
も
、

D
P
や
シ
ラ
バ
ス
で
ゴ
ー
ル
が
提
示
さ

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
学
生
も

先
生
も
し
っ
か
り
と
共
有
で
き
れ
ば
、

同
じ
目
標
に
向
か
う
者
同
士
、
信
頼
関

係
が
強
ま
る
か
な
。
同
じ
目
標
が
あ
る

と
、
意
見
を
言
い
や
す
く
な
る
し
、
聞

き
入
れ
て
も
ら
い
や
す
く
も
な
り
そ
う

で
す
。

奥
村

　学
生
と
教
育
を
一
緒
に
つ
く
り

的
に
活
動
す
る
姿
勢
は
、
卒
業
後
の
社

会
で
も
大
い
に
役
立
つ
は
ず
で
す
。

中
川

　学
生
が
教
育
に
参
画
す
る
し
く

み
が
あ
る
大
学
は
、
ま
ず
そ
の
制
度
を

学
生
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
た
ま
た

ま
先
輩
が
キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
の
選
挙

活
動
を
し
て
い
る
の
を
見
て
、
制
度
が

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ

禍
で
活
動
も
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
、

気
づ
か
な
い
ま
ま
の
学
生
も
い
た
は
ず

で
す
。

清
野

　同
感
で
す
。
必
修
授
業
で
制
度

を
紹
介
し
た
り
、
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー

に
パ
ン
フ
を
置
い
た
り
、
認
知
を
広
め

る
工
夫
の
余
地
は
あ
り
ま
す
。
学
生
の

相
談
を
受
け
て
い
て
感
じ
る
の
は
、
大

学
に
聞
き
た
い
こ
と
や
や
り
た
い
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
ど
こ
に
言
い
に
行
け
ば

い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
学
生
が
多
い
と

い
う
こ
と
。
学
生
課
と
教
務
課
の
違
い

が
わ
か
ら
な
い
学
生
も
大
勢
い
ま
す
。

気
軽
に
相
談
で
き
る
、
わ
か
り
や
す
い

窓
口
が
必
要
で
す
。

田
中

　学
生
Ｆ
Ｄ
で
は
、
参
加
者
の
学

生
や
教
職
員
が
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
対

等
に
大
学
に
つ
い
て
話
す
ル
ー
ル
を
設

け
た
「
し
ゃ
べ
り
場
」
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
参
加
の
場
づ
く
り
、
参
加
し
て

も
ら
い
や
す
い
環
境
づ
く
り
も
大
切
で

す
ね
。

奥
村

　こ
の
記
事
を
学
生
向
け

に
も
発
信
し
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。
自
分
の
大
学
の
制
度

を
知
る
、知
ら
な
い
以
前
に
、「
学

生
が
大
学
の
教
育
活
動
に
参
画

す
る
」
と
い
う
発
想
す
ら
持
っ

た
こ
と
が
な
い
人
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
こ
ん
な
や
り
方
も
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
学

生
の
立
場
か
ら
も
、
も
っ
と
広

め
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

清
野

　大
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
経

験
を
通
じ
て
、
社
会
に
出
る
ま

で
に
自
分
の
価
値
観
を
築
く
と

こ
ろ
。学
修
者
本
位
の
大
学
と
は
、

学
生
が
や
り
た
い
こ
と
を
尊
重

し
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
で
き
る

大
学
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
か
な

え
ら
れ
な
い
希
望
も
あ
る
だ
ろ
う
け

ど
、
聞
き
っ
放
し
で
は
な
く
、
実
現
で

き
な
い
理
由
を
説
明
し
て
も
ら
え
る

と
、大
学
へ
の
信
頼
感
が
高
ま
り
ま
す
。

田
中

　学
生
、
教
員
、
職
員
が
そ
れ
ぞ

れ
の
立
ち
位
置
か
ら
、
ど
ん
な
大
学
を

つ
く
っ
て
い
き
た
い
か
を
発
信
し
て
、

そ
れ
を
基
に
み
ん
な
で
話
し
合
え
る
文

化
が
で
き
る
と
、
新
し
い
大
学
像
が
見

え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し

た
。
新
し
い
日
大
を
つ
く
っ
て
い
く
う

え
で
、
皆
さ
ん
と
の
今
回
の
出
会
い
が

と
っ
て
も
刺
激
に
な
り
ま
し
た
。

奥
村

　田
中
さ
ん
の
「
大
学
を
つ
く
っ

て
い
く
」
と
い
う
言
葉
に
ハ
ッ
と
し
ま

し
た
。
大
学
は
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
常
に
手
を
加
え
て
改
善
し
続
け

て
い
く
も
の
。教
職
員
だ
け
で
は
な
く
、

学
生
も
そ
の
担
い
手
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
み
ん
な
で
築
い
て
い
っ

た
結
果
、
各
大
学
の
個
性
が
際
立
つ
よ

う
に
な
れ
ば
、
日
本
の
大
学
が
も
っ
と

活
気
づ
き
そ
う
で
す
よ
ね
。
今
日
私
た

ち
が
お
互
い
の
活
動
を
知
り
、
自
分
の

大
学
に
生
か
す
ヒ
ン
ト
を
も
ら
え
た
よ

う
に
、い
ろ
い
ろ
な
大
学
を
訪
問
し
て
、

学
生
同
士
を
つ
な
げ
る
活
動
を
し
て
み

た
く
な
り
ま
し
た
。
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大
学
に「
完
成
」は
な
い
。教
職
員
と
学
生
が

絶
え
ず
つ
く
り
続
け
て
い
く
も
の
で
は

学
生
の
た
め
の
大
学
と
は
、

学
生
の
意
欲
を

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
で
き
る
大
学

ア
ン
ケ
ー
ト
だ
け
で
な
く

直
接
、対
話
し
た
ほ
う
が
、

望
む
大
学
に
近
づ
き
そ
う

学
生
、教
員
、職
員
が
理
想
の

大
学
像
を
突
き
合
わ
せ
る

機
会
が
あ
っ
て
も
い
い

学
生
は
お
客
様
で
は
な
く

対
立
す
る
も
の
で
も
な
い
。

大
学
づ
く
り
の
担
い
手

奥
村

　教
員
志
望
で
、
自
身
を
成
長
さ

せ
る
学
び
や
挑
戦
に
期
待
し
て
、
関
西

大
学
の
文
学
部
に
入
学
し
ま
し
た
。
で

も
、
当
時
、
私
の
周
り
か
ら
聞
こ
え
て

き
た
の
は
、「
楽
単
は
ど
の
科
目
？
」「
熱

心
に
ノ
ー
ト
を
取
る
な
ん
て
、
意
識
高

い
ね
」
と
い
っ
た
言
葉
で
し
た
。
悶
々

と
過
ご
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
３
回
生
の

と
き
に
、
    ＊1

　
あ
る
先
生
と
の
出
会
い
が

き
っ
か
け
で
、
成
長
す
る
た
め
の
学
び

に
つ
い
て
考
え
始
め
た
の
で
す
。
よ
う

や
く
思
い
描
い
て
い
た
大
学
生
に
な
っ

た
と
い
う
実
感
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

中
川

　手
に
職
を
付
け
る
べ
く
、
北
海

道
医
療
大
学
の
薬
学
部
に
進
学
。
国
家

資
格
取
得
に
向
け
た
学
生
の
が
ん
ば
り

に
、
先
生
方
は
期
待
通
り
応
え
て
く
れ

て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
残
念
だ
っ
た
の

は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
他
学
科
生
と
の
多
職

種
連
携
教
育
の
機
会
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
。
授
業
が
び
っ
し
り
入
っ
て
い

る
中
で
、
他
の
学
生
と
の
交
流
な
ど
大

学
生
ら
し
い
こ
と
も
し
て
み
た
く
て
、

学
生
キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
に
立
候
補

し
、
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

清
野

　指
定
校
で
の
進
学
を
考
え
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
高
２
の
頃
か
ら
各
大

学
の
シ
ラ
バ
ス
を
読
み
込
む
珍
し
い
生

徒
で
し
た（
笑
）。
成
城
大
学
経
済
学

部
入
学
後
は
、
期
待
し
て
い
た
多
彩
な

分
野
の
科
目
を
履
修
す
る
と
と
も
に
、

シ
ラ
バ
ス
の
知
識
を
生
か
せ
る
ピ
ア
サ

ポ
ー
タ
ー
活
動
に
参
加
。
コ
ロ
ナ
禍
で

の
入
構
制
限
の
中
で
も
Ｚ
о
о
ｍ
や

S
N
S
で
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
を
続

け
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
サ
ポ
ー
ト
も

し
ま
し
た
。

田
中

　日
本
大
学
で
海
洋
生
物
資
源
科

学
を
学
ん
で
い
ま
す
。
近
隣
に
海
や
水

族
館
な
ど
が
あ
り
、
恵
ま
れ
た
環
境
で

す
。
た
だ
、
微
生
物
か
ら
水
環
境
ま
で

学
問
の
幅
が
想
像
以
上
に
広
く
て
専
門

分
野
を
絞
り
切
れ
ず
、
研
究
室
選
び
に

は
と
て
も
苦
労
し
ま
し
た（
笑
）。
キ
ャ

ン
パ
ス
が
広
大
で
、
専
門
も
細
か
く
分

か
れ
て
い
る
の
で
、
同
じ
学
部
内
で
も

他
の
学
生
と
の
交
流
も
難
し
く
…
。
学

生
Ｆ
Ｄ
の
活
動
に
加
わ
っ
た
の
は
、
他

分
野
の
学
生
と
の
交
流
を
求
め
た
と
い

う
の
が
大
き
な
理
由
で
す
。

中
川

　学
生
キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
の
主

な
任
務
は
、
学
内
外
か
ら
の
委
託
事
業

活
動
と
、
学
生
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
実
行

で
す
。
今
年
、
コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
で
き

て
い
な
か
っ
た
新
入
生
歓
迎
会
や
球
技

大
会
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
資
格
の
勉

強
で
忙
し
い
毎
日
で
す
が
、
学
生
同
士

が
交
流
を
深
め
、
純
粋
に
楽
し
む
こ
と

も
必
要
だ
と
考
え
、
各
学
部
の
学
生

キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
と
協
力
し
て
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
薬
物
乱
用
防
止
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
な
ど
、
学
外
団
体
か
ら
依
頼

を
受
け
て
実
施
し
た
企
画
も
あ
り
ま

す
。
施
設
や
授
業
に
つ
い
て
の
意
見
を

学
生
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
で
募
り
、
要
望

を
学
長
に
プ
レ
ゼ
ン
し
た
り
も
し
て
い

ま
す
。

奥
村

　学
生
が
大
学
に
も
っ
と
深
く
関

わ
り
、
自
分
た
ち
の
成
長
の
た
め
に
、

自
分
た
ち
で
も
っ
と
何
か
で
き
な
い
か

と
考
え
、
同
級
生
４
人
で
    ＊2

　
M
O
C
A

と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
を
結
成
し
学
生
と
大

学
を
つ
な
ぐ
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
学

生
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
声
を
上
げ
て

も
、
大
学
側
の
認
識
と
の
差
が
ま
だ
あ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
あ
る

科
目
の
全
15
回
の
授
業
を
観
察
し
た
う

え
で
、
受
講
生
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
、

学
生
に
と
っ
て
「
よ
り
よ
い
授
業
」
と

い
う
観
点
で
ま
と
め
た
レ
ポ
ー
ト
を
学

内
で
発
表
し
、
大
学
の
広
報
誌
で
も
取

り
上
げ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

清
野

　大
学
と
学
生
側
の
ギ
ャ
ッ
プ
は

確
か
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
入
学

式
か
ら
履
修
登
録
ま
で
の
期
間
が
短
す

ぎ
る
問
題
」。手
厚
い
履
修
登
録
マ
ニ
ュ

ア
ル
は
あ
る
も
の
の
、
複
雑
な
制
度
に

と
ま
ど
い
、
短
い
期
間
で
時
間
割
を
決

め
ら
れ
な
い
新
入
生
が
多
い
の
で
す
。

実
際
、
全
学
部
の
履
修
の
手
引
を
そ
ら

ん
じ
、
自
他
共
に
認
め
る
「
成
城
ウ
ィ

キ
ペ
デ
ィ
ア
」（
笑
）で
あ
る
自
分
に
は
、

多
く
の
学
生
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
相
談
が
寄

せ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
ピ

ア
サ
ポ
ー
タ
ー
が
、
学
生
目
線
で
の
時

間
割
相
談
会
を
企
画
、
実
施
し
、
今
年

度
は
1
0
0
0
人
も
の
新
入
生
が
参
加

し
ま
し
た
。
こ
の
活
動
の
中
で
、
履
修

に
関
す
る
問
題
点
を
見
つ
け
た
た
め
、

学
長
先
生
や
教
務
課
の
職
員
さ
ん
に
報

告
、
相
談
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今

後
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
部
変
更
に

よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

田
中

　日
大
の
学
生
Ｆ
Ｄ
で
は
、
年
に

１
回 
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「
C
H
A
m
m
i
T（
チ
ャ
ミ
ッ

ト
）」
と
い
う
Ｆ
Ｄ
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

し
ま
す
。
学
生
ス
タ
ッ
フ
は
当
日
に
向

け
て
６
回
ほ
ど
顔
を
合
わ
せ
、
大
学
の

課
題
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
、
フ
ァ

シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
を
学
び
ま

す
。
こ
の
過
程
で
、
他
学
部
生
と
絆
が

深
ま
り
、
他
学
部
の
学
び
方
や
学
習
環

境
事
情
も
わ
か
る
の
で
参
考
に
な
り
ま

す
。
当
日
は
、
有
志
で
参
加
し
た
学
生

と
共
に
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
行
い
、
後
日
、
報
告
書
に
ま
と
め
、

各
学
部
に
提
案
し
て
い
ま
す
。
学
部
か

―
学
修
者
本
位
の
教
育
に

向
け
、大
学
へ
の
提
案
は
？

―
学
生
の
教
育
へ
の
参
画

を
促
す
に
は
？
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ら
は
こ
れ
を
受
け
て
、
学
生
へ
の
回
答

書
が
出
さ
れ
ま
す
。
実
際
に
改
善
に
つ

な
が
る
と
、
や
っ
ぱ
り
達
成
感
が
あ
り

ま
す
ね
。
一
方
で
、
学
生
に
と
っ
て
は

重
要
で
も
、
対
応
さ
れ
な
い
案
件
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
実
現
可
能
性

が
高
い
次
善
策
を
考
え
、
再
度
提
案
し

た
り
も
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
着
眼

点
を
決
め
て
課
題
を
整
理
し
解
決
策
を

上
げ
て
い
る
大
学
は
、
日
本
で
は
ま
だ

あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
分
、
研

究
の
し
が
い
が
あ
る
と
考
え
、
私
は
大

学
院
に
進
学
し
ま
し
た
。
学
修
者
本
位

の
大
学
を
つ
く
る
に
は
、
ま
ず
、
ど
ん

な
学
生
が
い
て
、
ど
ん
な
学
び
な
ら
成

長
す
る
の
か
、
実
態
を
知
り
、
議
論
す

る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
学
生
は
何
か
を
「
し
て
あ
げ
る
」

お
客
様
で
も
な
く
、
大
学
と
対
立
す
る

存
在
で
も
な
い
。
学
生
も
大
学
の
一
部

で
あ
り
、
当
事
者
だ
と
い
う
認
識
に
立

ち
、
学
生
が
大
学
の
当
事
者
に
な
る
た

め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
を
探
っ
て
い

き
た
い
。
当
事
者
意
識
を
持
っ
て
主
体

考
え
る
一
連
の
作
業
は
、
日
頃
の
授
業

の
中
で
も
役
立
っ
て
い
ま
す
ね
。

奥
村

　私
た
ち
が
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め

た
学
生
に
と
っ
て
の 
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よ
い
授
業
と

は
、「
心
理
的
安
全
性
が
保
証
さ
れ
て

い
る
」「
先
生
と
学
生
、
学
生
同
士
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
」
等
、

学
生
に
と
っ
て
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ

と
で
す
。一
方
で
、先
生
方
か
ら
は
、「
学

生
が
自
分
の
授
業
に
ノ
っ
て
く
れ
な

い
」「
学
生
か
ら
の
反
応
が
な
い
。
や

る
気
が
な
い
の
か
」「
学
生
の
意
見
の

聞
き
方
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
お

悩
み
を
伺
っ
て
お
り
、
学
生
と
先
生
の

間
で
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し

ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
お
悩
み
に
対
す

る
私
た
ち
な
り
の
答
え
を
レ
ポ
ー
ト
内

に
Ｑ
Ａ
方
式
で
ま
と
め
ま
し
た
。
学
生

が
ど
う
感
じ
、何
を
考
え
て
い
る
か
を
、

積
極
的
に
大
学
や
先
生
に
伝
え
る
こ
と

が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

田
中

　日
大
で
は
、
学
部
長
に
直
接
学

生
の
意
見
が
届
く
「
目
安
箱
」
が
あ
り

ま
す
。
誰
に
ど
う
や
っ
て
伝
え
れ
ば
検

討
し
て
も
ら
え
る
の
か
、
学
生
の
声
を

大
学
に
届
け
る
ル
ー
ト
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
重
要
で
す
。

奥
村

　同
感
で
す
。
私
た
ち
も
初

め
て
の
教
育
改
善
活
動
で
手
探
り

で
し
た
が
、
理
解
あ
る
先
生
づ
て

に
学
内
に
広
げ
た
り
、
執
行
部
の

先
生
方
に
届
け
て
も
ら
っ
た
り
し

て
い
ま
す
。

清
野

　自
分
の
場
合
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
に

学
生
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
が
多
く
、
み

ん
な
の
声
が
集
ま
っ
て
く
る
の

で
、
先
生
方
か
ら
「
学
生
は
ど
う

思
っ
て
い
る
の
か
」
を
何
度
と
な

く
聞
か
れ
て
い
ま
す
。
１
人
の
声

で
は
な
く
、
み
ん
な
の
声
な
ん
だ

と
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
と
、
よ
り

真
剣
に
聞
い
て
く
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

中
川

　薬
学
部
は
国
家
資
格
取
得
と
い

う
先
生
と
学
生
の
共
通
の
目
標
が
あ
る

た
め
、
授
業
面
に
お
い
て
は
意
見
を
受

け
入
れ
て
も
ら
い
や
す
い
環
境
で
す
。

「
こ
こ
が
わ
か
り
に
く
か
っ
た
」
と
い

う
声
を
上
げ
る
と
、
す
ぐ
に
補
講
が
設

け
ら
れ
た
り
、
次
の
授
業
で
資
料
を
追

加
し
て
く
れ
た
り
。
皆
さ
ん
の
話
を
聞

い
て
、
う
ち
の
大
学
は
せ
っ
か
く
先
生

と
話
し
や
す
い
関
係
を
築
け
て
い
る
の

だ
か
ら
、
よ
り
学
び
や
す
い
環
境
づ
く

り
に
、
も
っ
と
わ
れ
わ
れ
学
生
が
関

わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
何

と
い
っ
て
も
薬
学
部
は
6
年
も
通
う
の

で
（
笑
）。
あ
と
、
学
生
ア
ン
ケ
ー
ト

に
答
え
る
形
だ
け
で
な
く
、
学
生
と
大

学
が
直
接
話
し
合
え
る
場
が
あ
っ
た
ほ

う
が
、
お
互
い
の
誤
解
も
少
な
く
、
要

望
の
実
現
に
も
つ
な
が
り
や
す
そ
う
で

す
。

田
中

　資
格
系
の
学
部
で
な
く
て
も
、

D
P
や
シ
ラ
バ
ス
で
ゴ
ー
ル
が
提
示
さ

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
学
生
も

先
生
も
し
っ
か
り
と
共
有
で
き
れ
ば
、

同
じ
目
標
に
向
か
う
者
同
士
、
信
頼
関

係
が
強
ま
る
か
な
。
同
じ
目
標
が
あ
る

と
、
意
見
を
言
い
や
す
く
な
る
し
、
聞

き
入
れ
て
も
ら
い
や
す
く
も
な
り
そ
う

で
す
。

奥
村

　学
生
と
教
育
を
一
緒
に
つ
く
り

的
に
活
動
す
る
姿
勢
は
、
卒
業
後
の
社

会
で
も
大
い
に
役
立
つ
は
ず
で
す
。

中
川

　学
生
が
教
育
に
参
画
す
る
し
く

み
が
あ
る
大
学
は
、
ま
ず
そ
の
制
度
を

学
生
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
た
ま
た

ま
先
輩
が
キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
の
選
挙

活
動
を
し
て
い
る
の
を
見
て
、
制
度
が

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ

禍
で
活
動
も
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
、

気
づ
か
な
い
ま
ま
の
学
生
も
い
た
は
ず

で
す
。

清
野

　同
感
で
す
。
必
修
授
業
で
制
度

を
紹
介
し
た
り
、
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー

に
パ
ン
フ
を
置
い
た
り
、
認
知
を
広
め

る
工
夫
の
余
地
は
あ
り
ま
す
。
学
生
の

相
談
を
受
け
て
い
て
感
じ
る
の
は
、
大

学
に
聞
き
た
い
こ
と
や
や
り
た
い
こ
と

が
あ
っ
て
も
、
ど
こ
に
言
い
に
行
け
ば

い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
学
生
が
多
い
と

い
う
こ
と
。
学
生
課
と
教
務
課
の
違
い

が
わ
か
ら
な
い
学
生
も
大
勢
い
ま
す
。

気
軽
に
相
談
で
き
る
、
わ
か
り
や
す
い

窓
口
が
必
要
で
す
。

田
中

　学
生
Ｆ
Ｄ
で
は
、
参
加
者
の
学

生
や
教
職
員
が
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
対

等
に
大
学
に
つ
い
て
話
す
ル
ー
ル
を
設

け
た
「
し
ゃ
べ
り
場
」
を
開
催
し
て
い

ま
す
。
参
加
の
場
づ
く
り
、
参
加
し
て

も
ら
い
や
す
い
環
境
づ
く
り
も
大
切
で

す
ね
。

奥
村

　こ
の
記
事
を
学
生
向
け

に
も
発
信
し
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。
自
分
の
大
学
の
制
度

を
知
る
、知
ら
な
い
以
前
に
、「
学

生
が
大
学
の
教
育
活
動
に
参
画

す
る
」
と
い
う
発
想
す
ら
持
っ

た
こ
と
が
な
い
人
も
多
い
と
思

い
ま
す
。
こ
ん
な
や
り
方
も
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
学

生
の
立
場
か
ら
も
、
も
っ
と
広

め
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

清
野

　大
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
経

験
を
通
じ
て
、
社
会
に
出
る
ま

で
に
自
分
の
価
値
観
を
築
く
と

こ
ろ
。学
修
者
本
位
の
大
学
と
は
、

学
生
が
や
り
た
い
こ
と
を
尊
重

し
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
で
き
る

大
学
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
か
な

え
ら
れ
な
い
希
望
も
あ
る
だ
ろ
う
け

ど
、
聞
き
っ
放
し
で
は
な
く
、
実
現
で

き
な
い
理
由
を
説
明
し
て
も
ら
え
る

と
、大
学
へ
の
信
頼
感
が
高
ま
り
ま
す
。

田
中

　学
生
、
教
員
、
職
員
が
そ
れ
ぞ

れ
の
立
ち
位
置
か
ら
、
ど
ん
な
大
学
を

つ
く
っ
て
い
き
た
い
か
を
発
信
し
て
、

そ
れ
を
基
に
み
ん
な
で
話
し
合
え
る
文

化
が
で
き
る
と
、
新
し
い
大
学
像
が
見

え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し

た
。
新
し
い
日
大
を
つ
く
っ
て
い
く
う

え
で
、
皆
さ
ん
と
の
今
回
の
出
会
い
が

と
っ
て
も
刺
激
に
な
り
ま
し
た
。

奥
村

　田
中
さ
ん
の
「
大
学
を
つ
く
っ

て
い
く
」
と
い
う
言
葉
に
ハ
ッ
と
し
ま

し
た
。
大
学
は
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
常
に
手
を
加
え
て
改
善
し
続
け

て
い
く
も
の
。教
職
員
だ
け
で
は
な
く
、

学
生
も
そ
の
担
い
手
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
み
ん
な
で
築
い
て
い
っ

た
結
果
、
各
大
学
の
個
性
が
際
立
つ
よ

う
に
な
れ
ば
、
日
本
の
大
学
が
も
っ
と

活
気
づ
き
そ
う
で
す
よ
ね
。
今
日
私
た

ち
が
お
互
い
の
活
動
を
知
り
、
自
分
の

大
学
に
生
か
す
ヒ
ン
ト
を
も
ら
え
た
よ

う
に
、い
ろ
い
ろ
な
大
学
を
訪
問
し
て
、

学
生
同
士
を
つ
な
げ
る
活
動
を
し
て
み

た
く
な
り
ま
し
た
。
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大
学
に「
完
成
」は
な
い
。教
職
員
と
学
生
が

絶
え
ず
つ
く
り
続
け
て
い
く
も
の
で
は

学
生
の
た
め
の
大
学
と
は
、

学
生
の
意
欲
を

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
で
き
る
大
学

ア
ン
ケ
ー
ト
だ
け
で
な
く

直
接
、対
話
し
た
ほ
う
が
、

望
む
大
学
に
近
づ
き
そ
う

学
生
、教
員
、職
員
が
理
想
の

大
学
像
を
突
き
合
わ
せ
る

機
会
が
あ
っ
て
も
い
い

学
生
は
お
客
様
で
は
な
く

対
立
す
る
も
の
で
も
な
い
。

大
学
づ
く
り
の
担
い
手

奥
村

　教
員
志
望
で
、
自
身
を
成
長
さ

せ
る
学
び
や
挑
戦
に
期
待
し
て
、
関
西

大
学
の
文
学
部
に
入
学
し
ま
し
た
。
で

も
、
当
時
、
私
の
周
り
か
ら
聞
こ
え
て

き
た
の
は
、「
楽
単
は
ど
の
科
目
？
」「
熱

心
に
ノ
ー
ト
を
取
る
な
ん
て
、
意
識
高

い
ね
」
と
い
っ
た
言
葉
で
し
た
。
悶
々

と
過
ご
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
３
回
生
の

と
き
に
、
    ＊1

　
あ
る
先
生
と
の
出
会
い
が

き
っ
か
け
で
、
成
長
す
る
た
め
の
学
び

に
つ
い
て
考
え
始
め
た
の
で
す
。
よ
う

や
く
思
い
描
い
て
い
た
大
学
生
に
な
っ

た
と
い
う
実
感
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

中
川

　手
に
職
を
付
け
る
べ
く
、
北
海

道
医
療
大
学
の
薬
学
部
に
進
学
。
国
家

資
格
取
得
に
向
け
た
学
生
の
が
ん
ば
り

に
、
先
生
方
は
期
待
通
り
応
え
て
く
れ

て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
残
念
だ
っ
た
の

は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
他
学
科
生
と
の
多
職

種
連
携
教
育
の
機
会
が
減
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
。
授
業
が
び
っ
し
り
入
っ
て
い

る
中
で
、
他
の
学
生
と
の
交
流
な
ど
大

学
生
ら
し
い
こ
と
も
し
て
み
た
く
て
、

学
生
キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
に
立
候
補

し
、
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

清
野

　指
定
校
で
の
進
学
を
考
え
て
い

た
こ
と
も
あ
り
、
高
２
の
頃
か
ら
各
大

学
の
シ
ラ
バ
ス
を
読
み
込
む
珍
し
い
生

徒
で
し
た（
笑
）。
成
城
大
学
経
済
学

部
入
学
後
は
、
期
待
し
て
い
た
多
彩
な

分
野
の
科
目
を
履
修
す
る
と
と
も
に
、

シ
ラ
バ
ス
の
知
識
を
生
か
せ
る
ピ
ア
サ

ポ
ー
タ
ー
活
動
に
参
加
。
コ
ロ
ナ
禍
で

の
入
構
制
限
の
中
で
も
Ｚ
о
о
ｍ
や

S
N
S
で
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
を
続

け
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
サ
ポ
ー
ト
も

し
ま
し
た
。

田
中

　日
本
大
学
で
海
洋
生
物
資
源
科

学
を
学
ん
で
い
ま
す
。
近
隣
に
海
や
水

族
館
な
ど
が
あ
り
、
恵
ま
れ
た
環
境
で

す
。
た
だ
、
微
生
物
か
ら
水
環
境
ま
で

学
問
の
幅
が
想
像
以
上
に
広
く
て
専
門

分
野
を
絞
り
切
れ
ず
、
研
究
室
選
び
に

は
と
て
も
苦
労
し
ま
し
た（
笑
）。
キ
ャ

ン
パ
ス
が
広
大
で
、
専
門
も
細
か
く
分

か
れ
て
い
る
の
で
、
同
じ
学
部
内
で
も

他
の
学
生
と
の
交
流
も
難
し
く
…
。
学

生
Ｆ
Ｄ
の
活
動
に
加
わ
っ
た
の
は
、
他

分
野
の
学
生
と
の
交
流
を
求
め
た
と
い

う
の
が
大
き
な
理
由
で
す
。

中
川

　学
生
キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
の
主

な
任
務
は
、
学
内
外
か
ら
の
委
託
事
業

活
動
と
、
学
生
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
実
行

で
す
。
今
年
、
コ
ロ
ナ
禍
で
開
催
で
き

て
い
な
か
っ
た
新
入
生
歓
迎
会
や
球
技

大
会
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
資
格
の
勉

強
で
忙
し
い
毎
日
で
す
が
、
学
生
同
士

が
交
流
を
深
め
、
純
粋
に
楽
し
む
こ
と

も
必
要
だ
と
考
え
、
各
学
部
の
学
生

キ
ャ
ン
パ
ス
副
学
長
と
協
力
し
て
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
薬
物
乱
用
防
止
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
な
ど
、
学
外
団
体
か
ら
依
頼

を
受
け
て
実
施
し
た
企
画
も
あ
り
ま

す
。
施
設
や
授
業
に
つ
い
て
の
意
見
を

学
生
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
で
募
り
、
要
望

を
学
長
に
プ
レ
ゼ
ン
し
た
り
も
し
て
い

ま
す
。

奥
村

　学
生
が
大
学
に
も
っ
と
深
く
関

わ
り
、
自
分
た
ち
の
成
長
の
た
め
に
、

自
分
た
ち
で
も
っ
と
何
か
で
き
な
い
か

と
考
え
、
同
級
生
４
人
で
    ＊2

　
M
O
C
A

と
い
う
ユ
ニ
ッ
ト
を
結
成
し
学
生
と
大

学
を
つ
な
ぐ
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
学

生
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
声
を
上
げ
て

も
、
大
学
側
の
認
識
と
の
差
が
ま
だ
あ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
あ
る

科
目
の
全
15
回
の
授
業
を
観
察
し
た
う

え
で
、
受
講
生
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
し
、

学
生
に
と
っ
て
「
よ
り
よ
い
授
業
」
と

い
う
観
点
で
ま
と
め
た
レ
ポ
ー
ト
を
学

内
で
発
表
し
、
大
学
の
広
報
誌
で
も
取

り
上
げ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

清
野

　大
学
と
学
生
側
の
ギ
ャ
ッ
プ
は

確
か
に
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、「
入
学

式
か
ら
履
修
登
録
ま
で
の
期
間
が
短
す

ぎ
る
問
題
」。手
厚
い
履
修
登
録
マ
ニ
ュ

ア
ル
は
あ
る
も
の
の
、
複
雑
な
制
度
に

と
ま
ど
い
、
短
い
期
間
で
時
間
割
を
決

め
ら
れ
な
い
新
入
生
が
多
い
の
で
す
。

実
際
、
全
学
部
の
履
修
の
手
引
を
そ
ら

ん
じ
、
自
他
共
に
認
め
る
「
成
城
ウ
ィ

キ
ペ
デ
ィ
ア
」（
笑
）で
あ
る
自
分
に
は
、

多
く
の
学
生
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
相
談
が
寄

せ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
ピ

ア
サ
ポ
ー
タ
ー
が
、
学
生
目
線
で
の
時

間
割
相
談
会
を
企
画
、
実
施
し
、
今
年

度
は
1
0
0
0
人
も
の
新
入
生
が
参
加

し
ま
し
た
。
こ
の
活
動
の
中
で
、
履
修

に
関
す
る
問
題
点
を
見
つ
け
た
た
め
、

学
長
先
生
や
教
務
課
の
職
員
さ
ん
に
報

告
、
相
談
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今

後
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
部
変
更
に

よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

田
中

　日
大
の
学
生
Ｆ
Ｄ
で
は
、
年
に

１
回 

   ＊3

　
「
C
H
A
m
m
i
T（
チ
ャ
ミ
ッ

ト
）」
と
い
う
Ｆ
Ｄ
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

し
ま
す
。
学
生
ス
タ
ッ
フ
は
当
日
に
向

け
て
６
回
ほ
ど
顔
を
合
わ
せ
、
大
学
の

課
題
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
、
フ
ァ

シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
を
学
び
ま

す
。
こ
の
過
程
で
、
他
学
部
生
と
絆
が

深
ま
り
、
他
学
部
の
学
び
方
や
学
習
環

境
事
情
も
わ
か
る
の
で
参
考
に
な
り
ま

す
。
当
日
は
、
有
志
で
参
加
し
た
学
生

と
共
に
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
行
い
、
後
日
、
報
告
書
に
ま
と
め
、

各
学
部
に
提
案
し
て
い
ま
す
。
学
部
か

―
学
修
者
本
位
の
教
育
に

向
け
、大
学
へ
の
提
案
は
？

―
学
生
の
教
育
へ
の
参
画

を
促
す
に
は
？

＊4 P.27参照。詳細は、「関大生の学びと成長加速プラットフォーム」にて公開 http://yamatuyo.com/images/student/moca_report_full.pdf
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学
修
者
本
位
の
大
学
と
は
何
か

学
修
者
本
位
の
大
学
を
つ
く
る
に
は
？

2040年に向けた
高等教育の
グランドデザイン（答申）

教員中心の大学
重点

改革

教員の意識、大学観

教員評価

事務職員

教員と職員の関係

学生の活用

学生相談

学生の希望・意見

教員の研究

改善方策の例

学生中心の大学 定義や関連記述

教学マネジメント指針

取材した
大学の
定義 

学生の定義＊

茨城大学

成城大学

東京工芸
大学

上智大学

熊本保健科学
大学

関西大学
（山田剛史氏）

広島市立大学
（山咲博昭氏）

【図表1】「学修者本位」の定義とは？【図表2】通称「廣中レポート」の概要～「教員中心の大学」から「学生中心の大学」への転換に向けた主な具体策

【図表3】学士課程答申の概要

・「何を教えたか」から、「何を学び、身に付けることができたのか」
・教育課程の編成においては、学位を与える課程全体としてのカリ
キュラム全体の構成や、学修者の知的習熟過程等を考慮し、単に
個々の教員が教えたい内容ではなく、学修者自らが学んで身に付け
たことを社会に対し説明し納得が得られる体系的な内容となるよう
構成すること等、「個々人の可能性を最大限に伸長する教育」

・既存のシステムを前提とした「供給者目線」を脱却し、学位を与え
る課程（学位プログラム）が、学生が必要な資質・能力を身に付け
る観点から最適化されているかという「学修者目線」で教育を捉え
直すという根本的かつ包括的な変化

・学修者自身が、大学での学びや学生生活を、自らのキャリアや願
いと結びつけ、成長を実感できる大学であること。そうしたビジョン
を大学の構成員をはじめとするステークホルダーが共有し、学生が
成長を実感できる具体的なしくみが構築されていること

・生涯学び続ける力（学びの基盤）を身につけることができるような
学修体験が得られる場を提供できている状態

・大学運営において学生目線で考えることが教職員に共有されている。学生
が何を学んだかより何ができるようになったか（学修成果）が重視されている。
学生がさまざまな機会をとらえてチャレンジし、結果を振り返り、次の行動につ
なげるべく自律的に学んでいる。学生が学生を支援する活動が盛んである

・学生が入学時に期待した価値が得られるように、いろいろなこと
が調っている状態にあること。学生が期待している価値と、大学が
提供しているさまざまなこととの「ズレ」を認識し、それを解消させよ
うと動くこと　

・学生が多様な選択肢の中から自らの学びを選択し、主体的に学
びに関与し、社会への円滑な移行を遂げるうえで必要な力を身に
つけられたと実感が持てるよう、教育・学習環境が常に整備・提供
されている状態

・学修者である学生の実態やニーズを多面的に把握し、学修者視
点を取り入れ、教員、職員がチームとなって教育課程、教育内容・
方法等の一層の充実・向上を図ろうとしている状態

・大学の強みと特色を活かして、学生が卒業後の姿を意識しながら自律的
な学修を行い、DPに定める力を身に付けられるカリキュラムを提供できて
いること。学生が身に付けた力を可視化することで更なる成長につなげら
れるシステムを構築しており、支援体制を整えていること

・教職員だけではなく、学生も当事者として教育をつくり上げる大学
・学修者本位の大学とは学生がやりたいことを尊重してフォロー
アップできる大学

問題のある一部の特別な学生対象／
学生相談の知見が現場以外に伝わらない

大学院生がTAとして教育の補助業務を担当する程度

それぞれ異なる立場や視点で学生と接する

研究者としての能力評価

教育を提供する立場の論理で進める

多様な学生に対するきめ細かな教育・指導

（研究だけでなく）教育や学生の人間形成に関わる指導への取り組みを評価

・教員、大学職員への研修の活性化と、教員業績評価での教育面の重視
・自己点検・評価の確実な実施、分野別質保証の枠組みづくりのため日本
学術会議への審議依頼等の質保証の仕組みを強化
・財政支援の強化と説明責任の徹底

・他の先進国では「何を教えるか」より「何ができるようになるか」を重視
した取組が進展
・一方、我が国の大学が掲げる教育研究の目的等は総じて抽象的
・学位授与の方針が、教育課程の編成や学修評価の在り方を律する
ものとなっていない
・大学の多様化は進んだが、学士課程を通じた最低限の共通性が重
視されていない

・学修の系統性・順次性が配慮されていないとの指摘
・学生の学習時間が短く、授業時間外の学修を含めて45時間で１単位と
する考え方が徹底されていない
・成績評価が教員の裁量に依存しており、組織的な取組が弱いとの指摘

・大学全入時代を迎え、入試によって高校の質保証や大学の入口管
理を行うことが困難
・特定の大学をめぐる過度の競争
・総じて、学生の学習意欲の低下や目的意識が希薄化

・ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）は普及したが、教育力向上に
十分つながっていない
・設置認可は弾力化されたが、質保証の観点から懸念すべき状況も見られる
・これらの活動に係る財政支援が不可欠

・大学は、大学と受験生のマッチングの観点から入学者受入れ方針を明確化
・入試方法を点検し、適切な見直し
・初年次教育の充実や高大連携を推進

・順次性のある体系的な教育課程を編成
・国は分野別のコア・カリキュラム作成を支援
・学生の学習時間の実態を把握した上で、単位制度を実質化
・成績評価基準を策定し、ＧＰＡ等の客観的な評価基準を適用

〔学士力に関する主な内容〕
１．知識・理解（文化、社会、自然等）
２．汎用的技能（コミュニケーションスキル、数量的スキル、問題解決能力等）
３．態度・志向性（自己管理力、チームワーク、倫理観、社会的責任等）
４．総合的な学習経験と創造的思考力

・大学は、卒業に当たっての学位授与の方針を具体化・明確化し積極的に公開
・国は学士力に関し、参考指針を提示

学生は一定の能力を有しており、教員は自らの研究成果を
教授しさえすればよく、学ぶ学生自身が工夫して勉強するもの

学生の人間形成を促すもの、大学教育の一環／
学生相談の知見が教職員に伝わり、運営に反映される仕組みがある

学生の希望や意見を運営に反映させること（学生アンケート調査、学生実態調査、
学生代表と大学運営責任者等との懇談会等、学生代表の大学諸機関参加）

学部の上級生を学生生活全般の指導や相談役、様々な学内業務にたずさわらせる、
一定の責任を持たせ、研修やガイダンスを実施

学生のニーズを踏まえ双方が学生の諸課題を対等に協議する場を設けるなど、
相互に連携・補完し合う体制

学生担当部署への適切な人材配置、学生指導の専門的能力を備えた職員を育成
するとともにそうした職員を大学の中心スタッフとして運営していく

多様な学生が入学してくる現状においては、正課外教育も含めた大学生活全般の中で
学生の人間的な成長を図り、自立を促すための適切な指導を行うことが教員の基本的責任

学習する学生の立場に立ったものとして進める
（ただし短期的な満足のみに応える迎合的なものであってはならない）

現状・課題

入学者
受入れの
方針について

その他

教育課程
編成・実施の
方針について

学位授与の
方針について

取材・文／児山雄介、本間学

　
　
「
学
生
の
成
長
実
感
」
が
ポ
イ
ン

ト
だ
が
、
自
学
な
ら
で
は
の
定
義
を
。

　【図
表
１
】
は
「
学
修
者
本
位
」
に

つ
い
て
、文
科
省
の
発
信
や
取
材
大
学
、

そ
し
て
学
生
の
定
義
を
ま
と
め
た
も

の
。
表
現
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、「
学
修

者
自
身
が
成
長
実
感
を
得
ら
れ
る
か
」

が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
。

　実
は
「
学
修
者
本
位
」
と
い
う
概
念

は
、
今
か
ら
23
年
前
に
文
科
省
か
ら
出

さ
れ
た
「
廣
中
レ
ポ
ー
ト
」
で
、
す
で

に
示
さ
れ
て
い
る
【
図
表
２
】。
教
育

を
提
供
す
る
立
場
か
ら
の
「
教
員
中
心

の
大
学
」
か
ら
、
学
習
す
る
学
生
の
立

場
で
、
多
様
な
学
生
に
対
す
る
き
め
細

か
な
教
育
を
行
う「
学
生
中
心
の
大
学
」

へ
の
転
換
に
向
け
、
教
員
評
価
の
視
点

や
運
営
に
学
生
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る

提
案
な
ど
、
踏
み
込
ん
で
提
言
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
8
年
後
に
出
さ
れ
た
「
学

士
課
程
答
申
」
で
は
、学
部
教
育
を
「
学

士
課
程
教
育
」
と
位
置
付
け
、
そ
の
質

保
証
に
向
け
、
今
日
に
つ
な
が
る
具
体

的
な
教
育
改
革
案
が
提
案
さ
れ
て
い
る

【
図
表
３
】。
こ
の
背
景
に
は
、
人
口
減

少
社
会
、
大
学
全
入
時
代
に
お
け
る
大

学
教
育
の
再
構
築
が
あ
っ
た
。
人
口
減

少
真
っ
た
だ
中
の
今
こ
そ
、
過
去
の
提

言
も
参
考
に
、
自
学
な
ら
で
は
の
学
修

者
本
位
の
教
育
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　学
修
意
欲
や
満
足
度
の
維
持
・
向

上
、
中
退
予
防
、
帰
属
意
識
の
高
ま
り
。

　今
回
取
材
し
た
大
学
の
声
を
ま
と
め

る
と
、
ま
ず
学
生
に
と
っ
て
「
卒
業
ま

で
に
身
に
付
け
る
べ
き
力
」が
明
確
で
、

自
身
の
達
成
度
が
把
握
で
き
る
し
く
み

が
あ
れ
ば
、彼
ら
の
学
修
意
欲
の
維
持
・

向
上
、
そ
し
て
成
長
が
望
め
る
。
そ
の

結
果
、
大
学
は
、「
自
律
的
に
学
び
た

い
学
生
の
入
学
」「
退
学
率
の
低
下
」や
、

学
生
の
実
態
・
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
る
た

め
、「
よ
り
効
果
的
な
教
育
施
策
や
学

生
募
集
施
策
の
実
行
」「
満
足
度
向
上

に
よ
る
帰
属
意
識
の
醸
成
」
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
る
。

　「学
生
が
満
足
し
て
卒
業
す
る
こ
と

に
よ
り
、
大
学
も
そ
の
よ
う
な
評
価
を

受
け
ら
れ
る
」（
東
京
工
芸
大
学
）
と

い
う
よ
う
に
、
メ
リ
ッ
ト
も
、
ま
ず
学

修
者
本
位
が
前
提
だ
。

9 No.310 8No.310

＊P.4からの「学生座談会」での発言より

＊文部省高等教育局「大学における学生生活の充実方策について―学生の立場に立った大学づくりを目指して―」（2000年6月）よりまとめ

＊「学士課程教育の構築に向けて」中央教育審議会答申の概要（2008年）

学
修
者
本
位
の
教
育
実
現
に
向
け
、
質
保
証
を
ど
う
推
進
す
べ
き
か
？

　
現
場
の
教
員
に
何
が
求
め
ら
れ
る
の
か
？

　

教
育
の
受
け
手
で
あ
る
学
生
の
声
を
ど
う
拾
い
上
げ
、
い
か
に
活
用
す
る
か
？

　
Q
&
A
形
式
で
ひ
も
と
い
て
い
く
。

A

学
生
参
画
の
コ
ツ
は
？

内
部
質
保
証
へ
の
関
わ
り
方
は
？

Q
&

Q.

〝
学
修
者
本
位
の
大
学
〞

と
は
ど
ん
な
大
学
？

Q.

学
修
者
本
位
に
転
換
す
る

大
学
の
メ
リ
ッ
ト
は
？

AA

特集  学修者本位の大学のつくり方
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学
修
者
本
位
の
大
学
と
は
何
か

学
修
者
本
位
の
大
学
を
つ
く
る
に
は
？

2040年に向けた
高等教育の
グランドデザイン（答申）

教員中心の大学
重点

改革

教員の意識、大学観

教員評価

事務職員

教員と職員の関係

学生の活用

学生相談

学生の希望・意見

教員の研究

改善方策の例

学生中心の大学 定義や関連記述

教学マネジメント指針

取材した
大学の
定義 

学生の定義＊

茨城大学

成城大学

東京工芸
大学

上智大学

熊本保健科学
大学

関西大学
（山田剛史氏）

広島市立大学
（山咲博昭氏）

【図表1】「学修者本位」の定義とは？【図表2】通称「廣中レポート」の概要～「教員中心の大学」から「学生中心の大学」への転換に向けた主な具体策

【図表3】学士課程答申の概要

・「何を教えたか」から、「何を学び、身に付けることができたのか」
・教育課程の編成においては、学位を与える課程全体としてのカリ
キュラム全体の構成や、学修者の知的習熟過程等を考慮し、単に
個々の教員が教えたい内容ではなく、学修者自らが学んで身に付け
たことを社会に対し説明し納得が得られる体系的な内容となるよう
構成すること等、「個々人の可能性を最大限に伸長する教育」

・既存のシステムを前提とした「供給者目線」を脱却し、学位を与え
る課程（学位プログラム）が、学生が必要な資質・能力を身に付け
る観点から最適化されているかという「学修者目線」で教育を捉え
直すという根本的かつ包括的な変化

・学修者自身が、大学での学びや学生生活を、自らのキャリアや願
いと結びつけ、成長を実感できる大学であること。そうしたビジョン
を大学の構成員をはじめとするステークホルダーが共有し、学生が
成長を実感できる具体的なしくみが構築されていること

・生涯学び続ける力（学びの基盤）を身につけることができるような
学修体験が得られる場を提供できている状態

・大学運営において学生目線で考えることが教職員に共有されている。学生
が何を学んだかより何ができるようになったか（学修成果）が重視されている。
学生がさまざまな機会をとらえてチャレンジし、結果を振り返り、次の行動につ
なげるべく自律的に学んでいる。学生が学生を支援する活動が盛んである

・学生が入学時に期待した価値が得られるように、いろいろなこと
が調っている状態にあること。学生が期待している価値と、大学が
提供しているさまざまなこととの「ズレ」を認識し、それを解消させよ
うと動くこと　

・学生が多様な選択肢の中から自らの学びを選択し、主体的に学
びに関与し、社会への円滑な移行を遂げるうえで必要な力を身に
つけられたと実感が持てるよう、教育・学習環境が常に整備・提供
されている状態

・学修者である学生の実態やニーズを多面的に把握し、学修者視
点を取り入れ、教員、職員がチームとなって教育課程、教育内容・
方法等の一層の充実・向上を図ろうとしている状態

・大学の強みと特色を活かして、学生が卒業後の姿を意識しながら自律的
な学修を行い、DPに定める力を身に付けられるカリキュラムを提供できて
いること。学生が身に付けた力を可視化することで更なる成長につなげら
れるシステムを構築しており、支援体制を整えていること

・教職員だけではなく、学生も当事者として教育をつくり上げる大学
・学修者本位の大学とは学生がやりたいことを尊重してフォロー
アップできる大学

問題のある一部の特別な学生対象／
学生相談の知見が現場以外に伝わらない

大学院生がTAとして教育の補助業務を担当する程度

それぞれ異なる立場や視点で学生と接する

研究者としての能力評価

教育を提供する立場の論理で進める

多様な学生に対するきめ細かな教育・指導

（研究だけでなく）教育や学生の人間形成に関わる指導への取り組みを評価

・教員、大学職員への研修の活性化と、教員業績評価での教育面の重視
・自己点検・評価の確実な実施、分野別質保証の枠組みづくりのため日本
学術会議への審議依頼等の質保証の仕組みを強化
・財政支援の強化と説明責任の徹底

・他の先進国では「何を教えるか」より「何ができるようになるか」を重視
した取組が進展
・一方、我が国の大学が掲げる教育研究の目的等は総じて抽象的
・学位授与の方針が、教育課程の編成や学修評価の在り方を律する
ものとなっていない
・大学の多様化は進んだが、学士課程を通じた最低限の共通性が重
視されていない

・学修の系統性・順次性が配慮されていないとの指摘
・学生の学習時間が短く、授業時間外の学修を含めて45時間で１単位と
する考え方が徹底されていない
・成績評価が教員の裁量に依存しており、組織的な取組が弱いとの指摘

・大学全入時代を迎え、入試によって高校の質保証や大学の入口管
理を行うことが困難
・特定の大学をめぐる過度の競争
・総じて、学生の学習意欲の低下や目的意識が希薄化

・ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）は普及したが、教育力向上に
十分つながっていない
・設置認可は弾力化されたが、質保証の観点から懸念すべき状況も見られる
・これらの活動に係る財政支援が不可欠

・大学は、大学と受験生のマッチングの観点から入学者受入れ方針を明確化
・入試方法を点検し、適切な見直し
・初年次教育の充実や高大連携を推進

・順次性のある体系的な教育課程を編成
・国は分野別のコア・カリキュラム作成を支援
・学生の学習時間の実態を把握した上で、単位制度を実質化
・成績評価基準を策定し、ＧＰＡ等の客観的な評価基準を適用

〔学士力に関する主な内容〕
１．知識・理解（文化、社会、自然等）
２．汎用的技能（コミュニケーションスキル、数量的スキル、問題解決能力等）
３．態度・志向性（自己管理力、チームワーク、倫理観、社会的責任等）
４．総合的な学習経験と創造的思考力

・大学は、卒業に当たっての学位授与の方針を具体化・明確化し積極的に公開
・国は学士力に関し、参考指針を提示

学生は一定の能力を有しており、教員は自らの研究成果を
教授しさえすればよく、学ぶ学生自身が工夫して勉強するもの

学生の人間形成を促すもの、大学教育の一環／
学生相談の知見が教職員に伝わり、運営に反映される仕組みがある

学生の希望や意見を運営に反映させること（学生アンケート調査、学生実態調査、
学生代表と大学運営責任者等との懇談会等、学生代表の大学諸機関参加）

学部の上級生を学生生活全般の指導や相談役、様々な学内業務にたずさわらせる、
一定の責任を持たせ、研修やガイダンスを実施

学生のニーズを踏まえ双方が学生の諸課題を対等に協議する場を設けるなど、
相互に連携・補完し合う体制

学生担当部署への適切な人材配置、学生指導の専門的能力を備えた職員を育成
するとともにそうした職員を大学の中心スタッフとして運営していく

多様な学生が入学してくる現状においては、正課外教育も含めた大学生活全般の中で
学生の人間的な成長を図り、自立を促すための適切な指導を行うことが教員の基本的責任

学習する学生の立場に立ったものとして進める
（ただし短期的な満足のみに応える迎合的なものであってはならない）

現状・課題

入学者
受入れの
方針について

その他

教育課程
編成・実施の
方針について

学位授与の
方針について

取材・文／児山雄介、本間学

　
　
「
学
生
の
成
長
実
感
」
が
ポ
イ
ン

ト
だ
が
、
自
学
な
ら
で
は
の
定
義
を
。

　【図
表
１
】
は
「
学
修
者
本
位
」
に

つ
い
て
、文
科
省
の
発
信
や
取
材
大
学
、

そ
し
て
学
生
の
定
義
を
ま
と
め
た
も

の
。
表
現
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、「
学
修

者
自
身
が
成
長
実
感
を
得
ら
れ
る
か
」

が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
。

　実
は
「
学
修
者
本
位
」
と
い
う
概
念

は
、
今
か
ら
23
年
前
に
文
科
省
か
ら
出

さ
れ
た
「
廣
中
レ
ポ
ー
ト
」
で
、
す
で

に
示
さ
れ
て
い
る
【
図
表
２
】。
教
育

を
提
供
す
る
立
場
か
ら
の
「
教
員
中
心

の
大
学
」
か
ら
、
学
習
す
る
学
生
の
立

場
で
、
多
様
な
学
生
に
対
す
る
き
め
細

か
な
教
育
を
行
う「
学
生
中
心
の
大
学
」

へ
の
転
換
に
向
け
、
教
員
評
価
の
視
点

や
運
営
に
学
生
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る

提
案
な
ど
、
踏
み
込
ん
で
提
言
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
8
年
後
に
出
さ
れ
た
「
学

士
課
程
答
申
」
で
は
、学
部
教
育
を
「
学

士
課
程
教
育
」
と
位
置
付
け
、
そ
の
質

保
証
に
向
け
、
今
日
に
つ
な
が
る
具
体

的
な
教
育
改
革
案
が
提
案
さ
れ
て
い
る

【
図
表
３
】。
こ
の
背
景
に
は
、
人
口
減

少
社
会
、
大
学
全
入
時
代
に
お
け
る
大

学
教
育
の
再
構
築
が
あ
っ
た
。
人
口
減

少
真
っ
た
だ
中
の
今
こ
そ
、
過
去
の
提

言
も
参
考
に
、
自
学
な
ら
で
は
の
学
修

者
本
位
の
教
育
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　学
修
意
欲
や
満
足
度
の
維
持
・
向

上
、
中
退
予
防
、
帰
属
意
識
の
高
ま
り
。

　今
回
取
材
し
た
大
学
の
声
を
ま
と
め

る
と
、
ま
ず
学
生
に
と
っ
て
「
卒
業
ま

で
に
身
に
付
け
る
べ
き
力
」が
明
確
で
、

自
身
の
達
成
度
が
把
握
で
き
る
し
く
み

が
あ
れ
ば
、彼
ら
の
学
修
意
欲
の
維
持
・

向
上
、
そ
し
て
成
長
が
望
め
る
。
そ
の

結
果
、
大
学
は
、「
自
律
的
に
学
び
た

い
学
生
の
入
学
」「
退
学
率
の
低
下
」や
、

学
生
の
実
態
・
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
る
た

め
、「
よ
り
効
果
的
な
教
育
施
策
や
学

生
募
集
施
策
の
実
行
」「
満
足
度
向
上

に
よ
る
帰
属
意
識
の
醸
成
」
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
る
。

　「学
生
が
満
足
し
て
卒
業
す
る
こ
と

に
よ
り
、
大
学
も
そ
の
よ
う
な
評
価
を

受
け
ら
れ
る
」（
東
京
工
芸
大
学
）
と

い
う
よ
う
に
、
メ
リ
ッ
ト
も
、
ま
ず
学

修
者
本
位
が
前
提
だ
。
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＊P.4からの「学生座談会」での発言より

＊文部省高等教育局「大学における学生生活の充実方策について―学生の立場に立った大学づくりを目指して―」（2000年6月）よりまとめ

＊「学士課程教育の構築に向けて」中央教育審議会答申の概要（2008年）

学
修
者
本
位
の
教
育
実
現
に
向
け
、
質
保
証
を
ど
う
推
進
す
べ
き
か
？

　
現
場
の
教
員
に
何
が
求
め
ら
れ
る
の
か
？

　

教
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の
受
け
手
で
あ
る
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の
声
を
ど
う
拾
い
上
げ
、
い
か
に
活
用
す
る
か
？
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&
A
形
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で
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。
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画
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？
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？
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　全
国
学
生
調
査
の
結
果
か
ら
見
た

現
状
は
、
い
ま
だ
道
半
ば
と
言
え
る
。

文
科
省
の
全
国
学
生
調
査
の
結
果
か

ら
、
学
生
の
「
実
感
」
度
合
い
で
進
捗

を
確
認
し
て
み
る
【
図
表
4
】。「
D
P

の
理
解
」
か
ら
「
成
長
実
感
」、
そ
し

て
「
教
職
員
の
取
り
組
み
姿
勢
」「
学

生
の
意
見
の
反
映
」
な
ど
、「
学
修
者

本
位
の
大
学
」
と
し
て
不
可
欠
な
事
項

へ
の
学
生
の
評
価
の
、「
そ
う
思
う
」「
身

に
つ
い
た
」
の
値
の
割
合
は
、
い
ず
れ

も
1
〜
３
割
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
卒
業
時
ま
で
に
身
に
付
け
る
こ
と

を
求
め
て
い
る
知
識
や
能
力
（
Ｄ
Ｐ
）

を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
先
の

「
知
識・技
能
の
修
得
」
も
、「
成
長
実
感
」

も
お
ぼ
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
設
置
区
分

や
規
模
別
の
傾
向
で
は
、
国
公
立
よ
り

私
立
、
そ
し
て
規
模
の
小
さ
い
大
学
の

ほ
う
が
、
学
生
の
評
価
が
高
い
傾
向
に

あ
る
。「
成
長
実
感
」
に
つ
い
て
は
学

部
系
統
別
に
見
る
と
、
歯
学
に
次
い
で

高
い
の
は
、
芸
術
系
や
人
文
系
と
い
っ

た
分
野
で
あ
る
こ
と
が
目
を
引
く
。

一
方
で
大
学
の
取
り
組
み
姿
勢
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。「
教
職
員
の
取
り
組
み

姿
勢
」
で
は
2
割
強
の
、「
学
生
の
意

見
の
反
映
」
は
ほ
ぼ
半
数
の
学
生
が
否

定
的
な
回
答
だ
。
学
生
に
向
か
う
姿
勢

か
ら
ま
ず
見
直
し
て
い
き
た
い
。

【図表4】学生から見た学修者本位の教育の進捗～令和4年度「全国学生調査（第3回試行実施）」結果 
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＊文部科学省発表資料よりまとめ（調査時期：2022年11月28日～2023年1月20日／対象：試行実施に参加意向のあった532大学の学部2年生（約４６万人）および4年生等（約４9万人）／回答率10.6%
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＊1 文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和3年度）」　＊2 内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査（平成30年度）」

髙見 英樹
たかみひでき●2002年文部科学
省入省。文部科学省高等教育企画
課課長補佐、岡山県教育次長、内閣
官房教育未来創造会議担当室企画
官などを経て、2023年より現職。

 学修者本位の教育には、3ポリシーに基づくカリキュ
ラム・マネジメントと、学修成果の測定を通じた質向上
が不可欠です。文科省の調査＊1では、３ポリシーの達
成状況を点検・評価している大学は約89％、学位を
与える課程共通の考え方や尺度を策定している大学
は約68％、学修状況の分析や教育改善を支援する
体制を構築している大学は約63％となっており、年々
改善の兆しが見られるものの、その進捗は道半ばだと
感じます。加えて、第３回全国学生調査の結果では、
「課題等の提出物に適切なコメントが付されて返却さ
れる」という設問に対して「あまりなかった」「なかった」
と回答した学生の割合は31％。授業外の学習時間
が週５時間以下の学生が7割以上いました。教員から
のフィードバックが不十分、かつ学生の自律的な学修
を促す体制ができていないという課題が浮き彫りに
なっています。
　全国学生調査は、「各大学の教育改善に生かす」
「大学に対する社会の理解を深める一助とする」「政
策立案の基礎資料として活用する」「学生がこれまで
の学びを振り返り、今後の学修をより充実させる」とい
う４つの目的があります。大学、社会、行政、そして学
生本人にメリットがある調査ですが、調査結果の活用
と改善実行はまだ十分には進んではいません。
　学生の回答率が低いことも課題です。大学独自の
アンケートもあるため、調査回数が多くなったり、調査
項目の重複があったりすることが、回答率が伸びない
原因かもしれません。各大学にヒアリングをするなどし
て、全国学生調査の質問項目を大学独自のアンケー
トに組み入れるなど、改善策を探っていきます。
この調査に限らず、学生アンケートの回答率の低さ
は、大学関係者からよく聞かれます。しかし、学生が「自
分たちの意見で大学が変わる」と感じなければ、回答
率は上がらないのではないでしょうか。日本の若者は
他国と比べ、社会をよくするために社会問題の解決に
関与したいと考える人が少ないという調査結果もあり

ます＊2。高等教育だけにとどまる話ではなく、初等中等
教育段階からの「自分たちが主体となって世の中を変
えるんだ」という意識の醸成が欠かせないでしょう。

　本年９月、文部科学大臣が中教審に「急速な少子
化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育
の在り方」について諮問しました。諮問では４つの検
討事項を示しましたが、これには「大学教育の質をどう
捉えていくか」「高等教育への経済的・地理的アクセ
スをどう確保するか」「高等教育全体の適正な規模を
どう考えるか」という大きな３つの観点があり、これらを
連動して考えていく必要があります。
　近年、「総合知」という言葉がよく使われますが、学
びを総合的に深める取り組みについて、今一度、高
校・大学関係者でしっかり議論すべき時期に来ていま
す。加えて、AI時代に求められる人材育成、社会変化
に対応したリカレント教育が重要性を増しています。こ
の前提となるのが、「生涯学び続ける力」です。この力
は学生時代に学ぶ楽しさを経験することで、育成され
ていきます。今、初等中等教育の現場は１人１台端末
や探究学習の推進で変化しています。大学はこの変
化を受け止める体制ができているでしょうか。そうでな
いならば、大学教育に対する学生の評価は厳しくなっ
ていくでしょう。だからこそ、学生の声に耳を傾けること
は重要です。学修者本位の大学づくりに向けた改善
サイクルを確立するためにも、全国学生調査の結果
等をふまえ、学内で議論をしてほしいと思います。

全国学生調査で教育課題が明らかに
調査結果の積極的な活用も望まれる

学生の声に耳を傾け、学生が
「学ぶ楽しさ」を実感できる教育を

高等教育局企画官
（併） 高等教育企画課
高等教育政策室長

「
学
修
者
本
位
の
大
学
」を
支
援
す
る
今
後
の
政
策
は
？

|
|「
学
び
続
け
る
力
」育
成
に
向
け
た
教
育
を
中
教
審
で
議
論

文 科 省に聞く！

中教審「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について（諮問）」の検討事項 

2040年以降の社会を見据えた高等教育が目指すべき姿

今後の高等教育全体の適正な規模を視野に入れた
地域における質の高い高等教育へのアクセス確保の在り方

・設置者別・機関別等の役割分担の在り方や果たすべき役割・機能、その実現方策国公私の設置者別等の役割分担の在り方

高等教育の改革を支える支援方策の在り方

＊令和5年9月25日中央教育審議会資料を基に作成

・これからの時代を担う人材に必要とされる資質・能力の育成に向け、今後さらに取り組むべき具体的方策
・成長分野をけん引する人材の育成や大学院教育の改革等

・基盤的経費や競争的研究費等の充実、民間からの投資も含めた多様な財源の確保の観点も含めた、
今後の高等教育機関や学生への支援方策の在り方等

・高等教育全体の適正な規模も視野に入れながら高等教育へのアクセス確保の在り方・学部構成・教育
課程の見直しなど教育研究の充実や高等教育機関間の連携強化、再編・統合等の促進、情報公表等
の方策・地方の高等教育機関が果たす多面的な役割の考慮

1

2

3

4
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＊１ 「そう思う」「ある程度そう思う」の合計

＊文部科学省「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」教育の質の保証と情報公表関係資料（マーチン・トロウ『高学歴社会の大学』（1976年）より喜多村和之氏が図表化）を一部加工＊Between 2021年9-10月号「みんなで回そう！教学マネジメント」特集P.12～13より抜粋

＊文部科学省「令和３年度の大学における教育内容等の改革状況について（概要）」（2023年）

＊文部科学省「令和３年度の大学における教育内容等の改革状況について（概要）」（2023年）

学
生
参
画
の
課
題
と
工
夫

エリート段階（～15％）

～1960年代前半 ～2007年

マス段階（15～50％） ユニバーサル段階（50％～）段階（進学率）

高等教育の機会

高等教育の目的

高等教育の主要機能

教育課程

学生の進学パターン

高等教育機関の特色

社会と大学の境界

意思決定の主体

学生の選抜原理

【図表1】マーチン・トロウによる高等教育システムの発展段階論 【図表2】学生による授業評価の実施状況（2021年度）【図表3】学修成果の把握状況（2021年度）

少数者の特権

学生による
授業評価を実施

具体的な取り組み

相対的多数者の権利 万人の義務

人間形成・社会化 知識・技能の伝達 新しい広い経験の提供

高度構造化（剛構造的） 構造化＋弾力化（柔構造的） 非構造的（段階的学習方式の崩壊）

明確な区分、閉じられた大学 相対的に希薄化、開かれた大学 境界区分の消滅、
大学と社会の一体化

小規模のエリート集団 エリート集団＋利益集団＋政治集団 一般公衆

中等教育での成績
又は試験による選抜（能力主義）

能力主義
＋個人の教育機会の均等化原理

万人のための教育保証
＋集団としての達成水準の均等化

同質性
（共通の高い基準を持った大学と
専門分化した専門学校）

多様性
（多様なレベルの水準を持つ
高等教育機関。
総合性教育機関の増加）

極度の多様性
（共通の一定水準の喪失、
スタンダードそのものの考え方が
疑問視される）

中等教育後ストレートに大学進学、
中断なく学修して学位取得
中退率低い

中等教育後のノンストレート進学や
一時的修学停止、中退率増加

入学期の遅れ、
成人・勤労学生の進学、
社会人経験者の再入学の増加

エリート・支配階級の精神や
性格の形成

専門分化したエリート養成
＋社会の指導者層の育成

産業社会に適応しうる
全国民の育成

【図表4】教学マネジメント７つのステップ

ＤＰを起点に
具体的な学修
目標を設定する

各科目とＤＰや
学修目標の関係
を整理する

可視化された
データを分析
して議論する

５をもとに
教育改善、
改革を行う

情報公表アセスメント
プランの策定

学修成果を
可視化する
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授業アンケートの結果を組織的に検討し、
授業内容等に反映する機会を設けている

大学の授業に関し、学生自治会
からの意見を聞く機会を設けている

学生を教育改善委員として
任命している

学生が課外活動で教育
改善活動に参加している

学生企画型、もしくは学生が参加する授業
運営委員会を置く授業科目を開設している

ファカルティ・ディベロップメント
活動に学生が参加している
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8625939561 37 92 591

6
実施率
99.2％

72.9％

17.9％

9.9％

5.4％

2.8％

14.2％

210

636                   

698                        

733                        

753                          

665                  

76 66 423

105

23 11

422

3

1

13

11

11
10

51

28

30

67

学修成果を把握する
取り組みを実施

把握した学修成果の活用方法 

実施率
65.6％
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25.4％

22.7％

34.0％

教育課程や教育方法の改善

学習支援環境の整備

学生の就学支援

学生への履修指導や
キャリア相談
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　学
内
の
大
学
観
を
今
日
的
な
も
の

に
改
め
よ
う
。

　文
科
省
の
調
査
で
は
、
す
で
に
、
ほ

と
ん
ど
の
大
学
が
学
生
に
よ
る
授
業
評

価
を
取
り
入
れ
て
い
る
【
図
表
２
】。

学
修
成
果
の
把
握
を
行
う
大
学
も
年
々

増
加
し
、
６
割
を
超
え
た
【
図
表
３
】。

形
と
し
て
は
多
く
の
大
学
が
学
生
の
声

を
聞
き
、
成
長
を
把
握
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
評
価
や
成
果
は
、
主

に
「
組
織
的
に
検
討
し
、
授
業
内
容
等

に
反
映
す
る
機
会
を
設
け
」
た
り
、「
教

育
課
程
や
教
育
方
法
の
改
善
」
に
活
用

さ
れ
た
り
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　で
は
、
学
生
は
教
育
の
改
善
を
実
感

し
て
い
る
の
か
。
全
国
学
生
調
査
に
よ

れ
ば
、「
学
生
の
意
見
を
通
じ
て
大
学

教
育
が
良
く
な
っ
て
い
る
」
と
感
じ
て

い
る
学
生
は 

    ＊1

　
４
〜
5
割
【
P.
10 

図

表
４
の
左
下
】。
半
数
程
度
の
学
生
は
、

自
分
た
ち
の
声
で
教
育
が
よ
く
な
っ
て

い
る
と
は
感
じ
て
い
な
い
。背
景
に
は
、

い
ま
だ
学
内
に「
学
生
は
客
で
は
な
い
。

言
い
な
り
に
な
る
の
か
」
と
い
う
抵
抗

が
根
強
く
、
学
生
の
声
が
重
要
視
さ
れ

な
い
「
供
給
者
目
線
」
の
風
土
が
あ
る

よ
う
だ
。広
島
市
立
大
学
の
山
咲
氏
は
、

時
代
の
変
化
を
指
摘
す
る
。「
私
た
ち

が
学
生
だ
っ
た
頃
と
は
状
況
が
全
く
異

な
る
こ
と
を
認
識
し
た
い
。
ア
メ
リ
カ

の
社
会
学
者
マ
ー
チ
ン
・
ト
ロ
ウ
は
、

進
学
率
に
よ
る
大
学
の
位
置
付
け
や
学

生
の
質
の
変
化
を
指
摘
し
た
【
図
表

１
】。
日
本
は
す
で
に
２
０
０
７
年
度

以
降
、
学
生
が
極
度
に
多
様
化
す
る
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
段
階
に
あ
る
。
多
様
だ
か

ら
こ
そ
、
学
生
が
納
得
で
き
る
教
育
を

実
現
す
る
に
は
、
実
態
を
知
り
、
そ
の

声
を
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
」。
進
学
率

15
%
の
「
エ
リ
ー
ト
段
階
」
の
大
学
観
、

学
生
観
を
持
つ
構
成
員
が
い
ま
だ
に
多

い
場
合
、
そ
れ
は
１
９
６
０
年
代
ま
で

の
話
で
、
２
０
２
３
年
の
今
は
全
く
状

況
が
異
な
る
こ
と
を
、
自
学
の
学
生
の

経
年
変
化
を
示
す
デ
ー
タ
な
ど
も
示
し

て
説
明
し
、
認
識
を
改
め
て
も
ら
う
こ

と
に
ま
ず
取
り
組
み
た
い
。

　ま
た
、
学
生
が
「
自
分
た
ち
の
声
が

教
育
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
」
と
感
じ

る
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
学
生
の

声
を
聞
く
方
法
が
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に

と
ど
ま
り
、
本
音
を
拾
え
て
い
な
い
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
ア
ン
ケ
ー
ト
で

集
約
で
き
る
意
見
に
は
限
界
が
あ
る
。

選
択
肢
を
適
当
に
選
ぶ
学
生
や
、
自
由

回
答
の
記
述
を
た
め
ら
う
学
生
も
い
る

だ
ろ
う
。
直
接
、
意
見
を
聞
く
場
の
設

定
が
必
須
だ
」（
熊
本
保
健
科
学
大
学
）。

「
各
科
目
を
対
象
に
し
た
質
問
ば
か
り

で
は
、
大
学
全
体
の
質
保
証
と
い
う

現
代
的
な
ニ
ー
ズ
と
合
っ
て
い
な
い
」

（
関
西
大
学
）。「
複
数
科
目
を
履
修
し

た
相
乗
効
果
な
ど
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全

体
の
評
価
を
聞
く
に
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ

の
ほ
う
が
適
し
て
い
る
」（
広
島
市
立

大
学
）。

　「客
の
声
を
聞
く
の
と
、
客
の
言
い

な
り
に
な
る
の
と
は
違
う
」
と
述
べ
る

の
は
関
西
大
学
の
山
田
教
授
だ
。「
う

ど
ん
屋
が
客
の
要
望
に
従
っ
て
ラ
ー
メ

ン
屋
に
転
業
し
て
は
行
き
過
ぎ
だ
が
、

意
見
を
聞
い
て
今
よ
り
も
お
い
し
い
う

ど
ん
を
提
供
し
よ
う
と
努
力
す
る
必
要

は
あ
る
。
大
学
も
同
じ
だ
」。
18
歳
人

口
が
減
少
す
る
中
、
大
学
進
学
率
が
今

後
も
伸
び
続
け
れ
ば
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

化
は
加
速
度
的
に
進
行
し
、
さ
ら
に
多

様
な
入
学
者
を
受
け
入
れ
る
状
況
に
な

る
だ
ろ
う
。
学
生
の
変
化
、
ニ
ー
ズ
の

把
握
を
、
執
行
部
が
経
営
課
題
と
し
て

捉
え
な
け
れ
ば
、生
き
残
り
は
難
し
い
。

　
　目
的
や
ル
ー
ル
を
事
前
に
説
明

し
、
教
職
員
も
共
に
取
り
組
む
。

　学
生
の
参
画
に
反
対
す
る
理
由
と
し

て
、
大
学
と
の
対
立
、
学
生
団
体
の
暴

走
を
懸
念
す
る
人
も
い
る
。
関
西
大
学

は
「
活
動
の
ル
ー
ル
、
大
学
側
の
担
当

者
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
受
け
入
れ
た

ま
ま
放
っ
た
ら
か
し
に
し
な
い
こ
と
」、

広
島
市
立
大
学
は
「
教
職
員
も
関
与
す

る
し
く
み
に
す
る
こ
と
、
取
り
組
み
の

意
義
や
目
的
を
理
解
す
る
機
会
を
設
け

る
こ
と
」
を
ポ
イ
ン
ト
に
挙
げ
る
。
茨

城
大
学
は
、
大
学
の
広
報
誌
で
あ
え
て

学
園
紛
争
を
取
り
上
げ
、
当
時
の
学
生

の
経
験
や
知
見
を
現
役
学
生
た
ち
に
共

有
し
て
い
る
。「
歴
史
を
ふ
ま
え
た
う

え
で
、
現
代
に
お
け
る
大
学
運
営
の
共

創
と
は
何
か
を
、
学
生
、
教
職
員
、
卒

業
生
で
一
緒
に
考
え
た
い
」
と
言
う
。

　
　学
生
と
教
職
員
の
行
動
を
変
え
る

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
機
会
の
提
供
を
。

　学
修
成
果
の
可
視
化
は
教
学
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
要
で
あ
る
が
【
図
表
４
】、

可
視
化
す
る
だ
け
で
は
何
も
変
わ
ら
な

い
。
学
生
や
教
職
員
の
行
動
に
変
化
を

起
こ
す
た
め
の
、
取
材
大
学
の
活
用
方

法
の
例
を
ま
と
め
た【
P.
14
図
表
５
】。

　学
生
に
よ
る
活
用
を
進
め
る
た
め
に

は
、
単
に
結
果
を
提
示
す
る
だ
け
で
な

く
、
結
果
を
基
に
し
た
面
談
や
結
果
の

解
説
を
行
い
、
次
に
取
る
べ
き
行
動
を

考
え
る
機
会
を
与
え
る
と
よ
い
だ
ろ

う
。
大
学
で
の
教
育
改
善
が
進
ま
な
い

大
学
は
、「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
プ
ラ
ン
に
、

得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
活
用
方
法
を
明
示

す
る
」「
デ
ー
タ
か
ら
自
学
の
魅
力
や

課
題
を
読
み
取
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

開
催
す
る
」（
い
ず
れ
も
関
西
大
学
）

方
法
の
ほ
か
、【
P.
15
図
表
７
】
に
挙

げ
た
コ
ツ
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。

A Q.

学
生
の
声
を
教
育
に
生

か
す
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
。

A Q.

学
生
参
画
は
、学
園
紛

争
の
再
来
に
な
ら
な
い
か
。

A Q.

可
視
化
し
た
学
修
成
果

の
活
用
を
進
め
る
に
は
？

（校）（校）
2007年～ 今はココ
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特集  学修者本位の大学のつくり方

13 No.310 12No.310

＊１ 「そう思う」「ある程度そう思う」の合計

＊文部科学省「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」教育の質の保証と情報公表関係資料（マーチン・トロウ『高学歴社会の大学』（1976年）より喜多村和之氏が図表化）＊Between 2021年9-10月号「みんなで回そう！教学マネジメント」特集P.12～13より抜粋

＊文部科学省「令和３年度の大学における教育内容等の改革状況について（概要）」（2023年）

＊文部科学省「令和３年度の大学における教育内容等の改革状況について（概要）」（2023年）

学
生
参
画
の
課
題
と
工
夫

エリート段階（～15％）

～1960年代前半 ～2007年

マス段階（15～50％） ユニバーサル段階（50％～）段階（進学率）

高等教育の機会

高等教育の目的

高等教育の主要機能

教育課程

学生の進学パターン

高等教育機関の特色

社会と大学の境界

意思決定の主体

学生の選抜原理

【図表1】マーチン・トロウによる高等教育システムの発展段階論 【図表2】学生による授業評価の実施状況（2021年度）【図表3】学修成果の把握状況（2021年度）

少数者の特権

学生による
授業評価を実施

具体的な取り組み

相対的多数者の権利 万人の義務

人間形成・社会化 知識・技能の伝達 新しい広い経験の提供

高度構造化（剛構造的） 構造化＋弾力化（柔構造的） 非構造的（段階的学習方式の崩壊）

明確な区分、閉じられた大学 相対的に希薄化、開かれた大学 境界区分の消滅、
大学と社会の一体化

小規模のエリート集団 エリート集団＋利益集団＋政治集団 一般公衆

中等教育での成績
又は試験による選抜（能力主義）

能力主義
＋個人の教育機会の均等化原理

万人のための教育保証
＋集団としての達成水準の均等化

同質性
（共通の高い基準を持った大学と
専門分化した専門学校）

多様性
（多様なレベルの水準を持つ
高等教育機関。
総合性教育機関の増加）

極度の多様性
（共通の一定水準の喪失、
スタンダードそのものの考え方が
疑問視される）

中等教育後ストレートに大学進学、
中断なく学修して学位取得
中退率低い

中等教育後のノンストレート進学や
一時的修学停止、中退率増加

入学期の遅れ、
成人・勤労学生の進学、
社会人経験者の再入学の増加

エリート・支配階級の精神や
性格の形成

専門分化したエリート養成
＋社会の指導者層の育成

産業社会に適応しうる
全国民の育成

【図表4】教学マネジメント７つのステップ

ＤＰを起点に
具体的な学修
目標を設定する

各科目とＤＰや
学修目標の関係
を整理する

可視化された
データを分析
して議論する

５をもとに
教育改善、
改革を行う

情報公表アセスメント
プランの策定

学修成果を
可視化する

Step

1
Step

2
Step

3
Step

4
Step

5
Step

6
Step

7

DP

テスト
入試

調査

GPA

?
DP

DP

DP
1 …

…

科目1

科目2

科目3

DP
2

DP
3

課題   改善策 

課題   改善策 

課題   改善策   成果

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

授業アンケートの結果を組織的に検討し、
授業内容等に反映する機会を設けている

大学の授業に関し、学生自治会
からの意見を聞く機会を設けている

学生を教育改善委員として
任命している

学生が課外活動で教育
改善活動に参加している

学生企画型、もしくは学生が参加する授業
運営委員会を置く授業科目を開設している

ファカルティ・ディベロップメント
活動に学生が参加している

国立       公立       私立       未実施 国立       公立       私立       未実施

8625939561 37 92 591

6
実施率
99.2％

72.9％

17.9％

9.9％

5.4％

2.8％

14.2％

210

636                   

698                        

733                        

753                          

665                  

76 66 423

105

23 11

422

3

1

13

11

11
10

51

28

30

67

学修成果を把握する
取り組みを実施

把握した学修成果の活用方法 

実施率
65.6％

50.5％

25.4％

22.7％

34.0％

教育課程や教育方法の改善

学習支援環境の整備

学生の就学支援

学生への履修指導や
キャリア相談

51

42

29

29

30

14

8

15

299

148

134

199

372

561

581

496

　
　学
内
の
大
学
観
を
今
日
的
な
も
の

に
改
め
よ
う
。

　文
科
省
の
調
査
で
は
、
す
で
に
、
ほ

と
ん
ど
の
大
学
が
学
生
に
よ
る
授
業
評

価
を
取
り
入
れ
て
い
る
【
図
表
２
】。

学
修
成
果
の
把
握
を
行
う
大
学
も
年
々

増
加
し
、
６
割
を
超
え
た
【
図
表
３
】。

形
と
し
て
は
多
く
の
大
学
が
学
生
の
声

を
聞
き
、
成
長
を
把
握
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
評
価
や
成
果
は
、
主

に
「
組
織
的
に
検
討
し
、
授
業
内
容
等

に
反
映
す
る
機
会
を
設
け
」
た
り
、「
教

育
課
程
や
教
育
方
法
の
改
善
」
に
活
用

さ
れ
た
り
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　で
は
、
学
生
は
教
育
の
改
善
を
実
感

し
て
い
る
の
か
。
全
国
学
生
調
査
に
よ

れ
ば
、「
学
生
の
意
見
を
通
じ
て
大
学

教
育
が
良
く
な
っ
て
い
る
」
と
感
じ
て

い
る
学
生
は 

    ＊1

　
４
〜
5
割
【
P.
10 

図

表
４
の
左
下
】。
半
数
程
度
の
学
生
は
、

自
分
た
ち
の
声
で
教
育
が
よ
く
な
っ
て

い
る
と
は
感
じ
て
い
な
い
。背
景
に
は
、

い
ま
だ
学
内
に「
学
生
は
客
で
は
な
い
。

言
い
な
り
に
な
る
の
か
」
と
い
う
抵
抗

が
根
強
く
、
学
生
の
声
が
重
要
視
さ
れ

な
い
「
供
給
者
目
線
」
の
風
土
が
あ
る

よ
う
だ
。広
島
市
立
大
学
の
山
咲
氏
は
、

時
代
の
変
化
を
指
摘
す
る
。「
私
た
ち

が
学
生
だ
っ
た
頃
と
は
状
況
が
全
く
異

な
る
こ
と
を
認
識
し
た
い
。
ア
メ
リ
カ

の
社
会
学
者
マ
ー
チ
ン
・
ト
ロ
ウ
は
、

進
学
率
に
よ
る
大
学
の
位
置
付
け
や
学

生
の
質
の
変
化
を
指
摘
し
た
【
図
表

１
】。
日
本
は
す
で
に
２
０
０
７
年
度

以
降
、
学
生
が
極
度
に
多
様
化
す
る
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
段
階
に
あ
る
。
多
様
だ
か

ら
こ
そ
、
学
生
が
納
得
で
き
る
教
育
を

実
現
す
る
に
は
、
実
態
を
知
り
、
そ
の

声
を
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
」。
進
学
率

15
%
の
「
エ
リ
ー
ト
段
階
」
の
大
学
観
、

学
生
観
を
持
つ
構
成
員
が
い
ま
だ
に
多

い
場
合
、
そ
れ
は
１
９
６
０
年
代
ま
で

の
話
で
、
２
０
２
３
年
の
今
は
全
く
状

況
が
異
な
る
こ
と
を
、
自
学
の
学
生
の

経
年
変
化
を
示
す
デ
ー
タ
な
ど
も
示
し

て
説
明
し
、
認
識
を
改
め
て
も
ら
う
こ

と
に
ま
ず
取
り
組
み
た
い
。

　ま
た
、
学
生
が
「
自
分
た
ち
の
声
が

教
育
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
」
と
感
じ

る
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
学
生
の

声
を
聞
く
方
法
が
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に

と
ど
ま
り
、
本
音
を
拾
え
て
い
な
い
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
ア
ン
ケ
ー
ト
で

集
約
で
き
る
意
見
に
は
限
界
が
あ
る
。

選
択
肢
を
適
当
に
選
ぶ
学
生
や
、
自
由

回
答
の
記
述
を
た
め
ら
う
学
生
も
い
る

だ
ろ
う
。
直
接
、
意
見
を
聞
く
場
の
設

定
が
必
須
だ
」（
熊
本
保
健
科
学
大
学
）。

「
各
科
目
を
対
象
に
し
た
質
問
ば
か
り

で
は
、
大
学
全
体
の
質
保
証
と
い
う

現
代
的
な
ニ
ー
ズ
と
合
っ
て
い
な
い
」

（
関
西
大
学
）。「
複
数
科
目
を
履
修
し

た
相
乗
効
果
な
ど
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全

体
の
評
価
を
聞
く
に
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ

の
ほ
う
が
適
し
て
い
る
」（
広
島
市
立

大
学
）。

　「客
の
声
を
聞
く
の
と
、
客
の
言
い

な
り
に
な
る
の
と
は
違
う
」
と
述
べ
る

の
は
関
西
大
学
の
山
田
教
授
だ
。「
う

ど
ん
屋
が
客
の
要
望
に
従
っ
て
ラ
ー
メ

ン
屋
に
転
業
し
て
は
行
き
過
ぎ
だ
が
、

意
見
を
聞
い
て
今
よ
り
も
お
い
し
い
う

ど
ん
を
提
供
し
よ
う
と
努
力
す
る
必
要

は
あ
る
。
大
学
も
同
じ
だ
」。
18
歳
人

口
が
減
少
す
る
中
、
大
学
進
学
率
が
今

後
も
伸
び
続
け
れ
ば
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

化
は
加
速
度
的
に
進
行
し
、
さ
ら
に
多

様
な
入
学
者
を
受
け
入
れ
る
状
況
に
な

る
だ
ろ
う
。
学
生
の
変
化
、
ニ
ー
ズ
の

把
握
を
、
執
行
部
が
経
営
課
題
と
し
て

捉
え
な
け
れ
ば
、生
き
残
り
は
難
し
い
。

　
　目
的
や
ル
ー
ル
を
事
前
に
説
明

し
、
教
職
員
も
共
に
取
り
組
む
。

　学
生
の
参
画
に
反
対
す
る
理
由
と
し

て
、
大
学
と
の
対
立
、
学
生
団
体
の
暴

走
を
懸
念
す
る
人
も
い
る
。
関
西
大
学

は
「
活
動
の
ル
ー
ル
、
大
学
側
の
担
当

者
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
受
け
入
れ
た

ま
ま
放
っ
た
ら
か
し
に
し
な
い
こ
と
」、

広
島
市
立
大
学
は
「
教
職
員
も
関
与
す

る
し
く
み
に
す
る
こ
と
、
取
り
組
み
の

意
義
や
目
的
を
理
解
す
る
機
会
を
設
け

る
こ
と
」
を
ポ
イ
ン
ト
に
挙
げ
る
。
茨

城
大
学
は
、
大
学
の
広
報
誌
で
あ
え
て

学
園
紛
争
を
取
り
上
げ
、
当
時
の
学
生

の
経
験
や
知
見
を
現
役
学
生
た
ち
に
共

有
し
て
い
る
。「
歴
史
を
ふ
ま
え
た
う

え
で
、
現
代
に
お
け
る
大
学
運
営
の
共

創
と
は
何
か
を
、
学
生
、
教
職
員
、
卒

業
生
で
一
緒
に
考
え
た
い
」
と
言
う
。

　
　学
生
と
教
職
員
の
行
動
を
変
え
る

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
機
会
の
提
供
を
。

　学
修
成
果
の
可
視
化
は
教
学
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
要
で
あ
る
が
【
図
表
４
】、

可
視
化
す
る
だ
け
で
は
何
も
変
わ
ら
な

い
。
学
生
や
教
職
員
の
行
動
に
変
化
を

起
こ
す
た
め
の
、
取
材
大
学
の
活
用
方

法
の
例
を
ま
と
め
た【
P.
14
図
表
５
】。

　学
生
に
よ
る
活
用
を
進
め
る
た
め
に

は
、
単
に
結
果
を
提
示
す
る
だ
け
で
な

く
、
結
果
を
基
に
し
た
面
談
や
結
果
の

解
説
を
行
い
、
次
に
取
る
べ
き
行
動
を

考
え
る
機
会
を
与
え
る
と
よ
い
だ
ろ

う
。
大
学
で
の
教
育
改
善
が
進
ま
な
い

大
学
は
、「
ア
セ
ス
メ
ン
ト
プ
ラ
ン
に
、

得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
活
用
方
法
を
明
示

す
る
」「
デ
ー
タ
か
ら
自
学
の
魅
力
や

課
題
を
読
み
取
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

開
催
す
る
」（
い
ず
れ
も
関
西
大
学
）

方
法
の
ほ
か
、【
P.
15
図
表
７
】
に
挙

げ
た
コ
ツ
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。

A Q.

学
生
の
声
を
教
育
に
生

か
す
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
。

A Q.

学
生
参
画
は
、学
園
紛

争
の
再
来
に
な
ら
な
い
か
。

A Q.

可
視
化
し
た
学
修
成
果

の
活
用
を
進
め
る
に
は
？

（校）（校）
2007年～ 今はココ
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特集  学修者本位の大学のつくり方

可視化のしかた

教学IRが、分析したデータを教職員向け
ポータルサイトで公開。また、学部執行部
からの細かいオーダーに合わせて、適切か
つ迅速にデータを提供している。全学レ
ベルの教学マネジメント、教育プログラム
レベルのカリキュラム改善、科目レベルの
授業改善に活用するほか、ステークホル
ダーに向けて質保証の状況を公開＊2。

「学長と学生の懇談会」や基盤科目「み
んなの“イバダイ学”」などでマクロなデータ
を示し、学生と教職員がデータを基に議
論する場を創出している。LMSなどを通じ
た個々の学生へのフィードバックが今後
の課題。

学生の入学時、各学年時、卒業時、卒業
３年後にアンケート調査を行い、学生生
活や学修状況、DP達成度等について
データを取得。学生が就職した企業に対
してもアンケート調査やヒアリングを実施
している。これらを出席、成績等の教務
データと統合して分析を加え、教学データ
ベースを構築している。

「教育課程・学修成果10指標」と「卒業
時成長実感調査」は、アセスメントリスト
の必須項目で他の調査と併せて各学科
の教学アセスメント報告に活用されてい
る。入試広報活動での学部・学科紹介
や、保護者との懇談の場である地域懇談
会においても、調査結果や学生の成長に
ついて発信している。

学生個人のGPAと大学全体のGPAをセ
ルフ学修ポートフォリオで比較できるよう
になっている。特に、履修計画を立てるう
えで活用されている。加えて、調査やアン
ケートの全体的な結果を、在学生向けの
Webサイトに公開。同サイトには、調査等
の結果を基に教育や環境を改善した事
例も掲載している。

①入学時学生意識調査 ②在学時学生
実態調査 ③卒業時成長実感調査 ④
卒業後動向実態調査の４調査と、全学レ
ベルでの授業アンケートを実施。さらに、
直接評価の指標として、カリキュラム・マッ
プに従ってDP別の提供科目数やDP別
の学生の成績などの「教育課程・学修成
果10指標」を各学科に提供している。

入学時・卒業時のアンケートをはじめとす
る各種アンケートの結果については、IR
担当者が分析を行い、委員会を通じて各
学部にフィードバックしている。結果を受
け取った各学部において、今後の教育改
善に役立ててもらう流れとしている。

アセスメントテストの個人結果は、専用
Webサイトでいつでも確認できる。伸ばす
べき能力や必要な行動・経験の検討に活
用する。入学時・卒業時アンケートの全
体結果はWebサイト＊3に掲載するほか、
電子リーフレットも作成。分析結果や学
生に向けたアドバイスを記載している。

アセスメントテストや入学時・卒業時のア
ンケートの結果を取りまとめ、学生の成長
や学修状況、習得した知識等を把握して
いる。アセスメントテストの結果はレーダー
チャートで表示。自己採点とテスト結果の
違い（思考力のギャップ）も可視化。能力
間のバランスや過年度との差に注目する
ことにより、強みと弱みを確認できる。

各種調査結果や、教員、就職支援課等
の職員、学生の声を教務委員会で集約
し、カリキュラムの見直し等を行っている。
工学部のアセスメントについては、教員向
けの全体報告会を開催。また、結果の一
部を引用したリーフレットを作成。入学後
に伸びた力を、主に高校生の保護者や
高校教員に向けて広報している。

工学部については、アセスメントの個人別
結果を提供。授業内で全体的な結果に
ついて解説を実施するほか、１年次は授
業内で個人面談を実施。３年生について
は、就職活動に向け自己を見つめる機会
として利用してもらっている。現在、成績
評価やDPと結びつけた情報提供のしか
たを検討している。

在学中は教務データのほか、授業アン
ケート、生活状況アンケートを活用。工学
部は汎用的能力を測るアセスメントを１、３
年次に実施。卒業時は卒業研究・制作
の評価、実就職率のほか、卒業時アン
ケートで成長に関する自己評価や大学へ
の満足度を調査。2023年度からDPに
関する質問を設け、達成度を確認する。

全学および各学部の教育改善、学習支
援、学生生活支援に活用できるよう各所
にフィードバックするほか、データを基に自
学の魅力や課題を教職協働で検討する
ワークショップを開催。現在策定中のアセ
スメントプランでは、各種データの活用法
を明示する。外部向けにも結果をメディア
懇談会、広報媒体等で発信している。

学生調査の結果を学生フィードバック
シートとして個人ポータルから閲覧できる。
学部全体平均との比較、自身の入学時
の結果との比較といったように、レーダー
チャートで各指標の差を示し、当該力を伸
ばすための推奨プログラムを提示してい
る。また、新入生調査や卒業時調査の結
果をポスターにまとめ、学内各所に掲示。

各種学生調査の結果からフィードバック
シート（レポート）を作成。年次比較や部局
比較を可能にしている。教務データにつ
いては、BIツール（Tableau）を用いたり、
生成AIの活用も試行的に行ったりしてい
る。現在構築中の統合データベースで
は、必要な人が必要なタイミングでデータ
を可視化できるようになる予定。

学生調査の結果を、担当副理事ごとの
会議体や全学FDで共有。全教職員を対
象に、学生の実態を知る機会を設けてい
る。情報科学部では結果を基に進級要
件の見直しがなされた。総務室は、毎年
度の予算編成時に新規、拡充施策のエ
ビデンスとして学生調査結果等を活用す
ることを全学に求めている。

実現できておらず、課題として認識してい
る。大学全体の教育の点検・評価・改善
を受け持つ教育基盤センターが中心と
なって具体的な方法を検討中。学生調査
の結果のうち、特徴的な項目をポスターと
して掲出する方法などが候補となってお
り、他大学の事例を調査している。

DP達成度の把握を主たる目的としてア
セスメントプラン（カリキュラムアセスメン
ト・チェックリスト）を策定し、それに沿って
データ収集（各科目をDPとひもづけたうえ
での成績評価、卒業論文等の評価、学
生による自己評価等）を行う。把握した
DP達成度の大学による活用方法も明
文化している。

各年次における熊保大生到達目標の達
成度合いを分析し、学科・専攻ごとの特
徴をつかむとともに、教育課程上の問題
点がないかどうかを評価している。また、各
種学生アンケートや外部アセスメントから
得られる学生の成長データを大学案内等
に効果的に活用することにより、募集広
報活動にも役立てている。

学生５～８人を教員１～２人が担当する
少人数担任制度があり、セメスターごとに
学生と個別面談。担任は熊保大生到達
目標と学生の自己評価を基に、学生の成
長、課題をフィードバック。学生は次期セメ
スターの修学計画を立てる。ただし、面談
制度の導入直後にコロナ禍が発生して
実施が滞り、まだ十分に定着していない。

アセスメントプランに基づき、入学前、入
学時、在学中、卒業時、卒業後に、大学、
学位プログラム、授業科目、学生の４レベ
ルで把握。特に、各種アセスメントのうち
12項目を「熊保大生到達目標（コンピテ
ンシー）」としてピックアップし、大学側は
達成度を注視、学生側は自身の成長を確
認する指標として活用している。

【図表5】学修成果の可視化と学生および大学での活用例 ～使ってこそ可視化した意味がある

大学の活用学生の活用

茨城大学

関西大学

熊本保健
科学大学

広島市立
大学

東京工芸
大学

成城大学

上智大学

＊文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和3年度）」

【図表6】学修成果の可視化を評価する観点例
形成的評価

目的

評価結果

総括的評価

【図表7】活用を目的とした学修成果の可視化３つのコツ

１

2

3

学修到達目標に対して、各学生
がどこまで到達できたのか判断す
るための評価

学生の成長ならびに教職員の指
導改善を目的に学修過程の途中
段階で到達度を把握すること

評価のよしあしではなく学生・大学
の行動変容が大事

学修到達目標の達成状況の確認と
評価をフィードバックすることが大事

既存のしくみに入れる

執行部と現場をつなぐ
キーマンを置く

小さくＰＤＣＡを回す 可視化・活用に興味を持った一部の学部
から実践事例をつくり、FD等で横展開。

自己点検など、既存のしくみの中に
活用を盛り込む。

学長室やＩＲ室の職員など、
全学視点で動ける職員が担う。

　文部科学省の調査＊によれば、すでに65％の大学
が学修成果を可視化している一方で、可視化した
データを「何に活用すればよいかわからない」「活用し
たいが動きが滞っている」との声もよく聞かれます。活
用が進まない理由を４つ挙げてみましょう。
①「可視化」が目的化している
　文科省の政策対応として「とりあえず」可視化した
大学は、データを活用する意識がそもそも乏しく、デー
タを集めた時点で、取り組みを終えてしまいがちです。
結果的に、可視化自体が自己目的化してしまい、活用
が広がることはありません。
②データの活用法を事前に決めていない
　データの取得目的や活用法が曖昧なまま可視化を
始めると、何に使えばいいかわからない、目的に沿う適
切なデータがない、といった状態に陥ります。最低限
決めておきたいのは、形成的評価／総括的評価のど
ちらで使うのか【図表6】。多くの大学は、学修者の到
達度を評価する総括的評価を思い浮かべるでしょう。
その場合、どの指標がどのレベルに達すればよしとす
るのか、基準を決めておく必要があります。他方、結果
を基に学生を指導して成長を促すのならば、形成的
評価が前提となり、指標のよしあしより、その後の学生
の成長が重要です。それぞれ集めるべきデータも指標
の意味も異なるため、事前の議論が不可欠です。
③執行部と学部に温度差がある
　執行部が主体となって可視化に取り組んだ場合、
学部・学科がその必要性に納得していないと取り組
みが形骸化してしまいます。最終的にデータを使う、あ
るいは学生に使わせるのは学部・学科であるため、事
前の議論には学部・学科を巻き込むべきでしょう。
④「学生のため」の視点がない
　学修成果の可視化の中心は、学生。データを学生
に還元するしくみが求められます。成績やアセスメント
の結果をレーダーチャートの形で示す大学が増えてい
ますが、しくみの提供に加え、学生の行動変容につな
がる実効性はありますでしょうか。「結果を見て自主的
に改善せよ」ではなく、足りない力に学生が気づき、行
動を引き起こすようなしかけが重要だと考えます。

　学修成果を活用するためのしくみは多様です。参
考までに私が関わった実例を挙げてみます。A大学
は、形成的評価を目的に可視化。学長室と学部が結
果を見ながら「なぜだろう」と議論する場を設け、継続
的に教育を改善しています。B大学は、可視化を目的
としたアセスメントプランの一部を、学部の自己点検・
評価でも活用。学部は自己点検のたびに学修成果を
意識するため、変化に気づきやすくなり、教育改善に
もつながっています。C大学では、アセスメントプランを
学生にも積極的に公開。自身が身に付けた能力を語
るために活用してほしいと学生に呼びかけています。
　活用が進む大学に共通する点を「３つのコツ」とし
てまとめました【図表7】。大学は、全員の合意を取り、
全てのしくみを整えてからでないと動き出せない傾向
がありますが、それでは活用するまでに時間がかかりま
す。前向きな学部・学科から着手し、既存のしくみの中
に活用を盛り込むとよいでしょう。さらに、多方面に顔
が利くキーマンがいると、進行が加速します。全学を見
渡せ、トップと各部署の橋渡しになれる、学長室やＩＲ
室の職員がその役割を担うことが多いようです。
　学修者本位の教育がめざすのは、学生が獲得した
能力についてエビデンスを基に語れる状態です。学
修成果の可視化は、その中心的な役割を果たしま
す。データを見て、学生は強み・弱みを自覚し、次の行
動を起こす。教職員も、学生をさらに成長させるために
教育を改善する。このように可視化の目的は、学内構
成員の行動を変えること、にあります。データは取得し
て終わりではなく、変化を促すきっかけとして活用し、
学修者本位の大学へと踏み出しましょう。

可視化だけで終わってしまい、
活用が進まない４つの理由

学修成果は学生と教職員の
行動を変えるために使ってこそ

小田桐 一弘
おだぎりかずひろ●２００７年（株）
ベネッセコーポレーション入社。高校
教育・高大接続領域の支援に携わっ
た後、２０１８年より（株）ベネッセｉ‐キャ
リアで大学の学修成果の可視化・教
学マネジメント推進の支援を担当

（株）ベネッセｉ‐キャリア 
まなぶとはたらくをつなぐ研究所
所長
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特集  学修者本位の大学のつくり方

可視化のしかた

教学IRが、分析したデータを教職員向け
ポータルサイトで公開。また、学部執行部
からの細かいオーダーに合わせて、適切か
つ迅速にデータを提供している。全学レ
ベルの教学マネジメント、教育プログラム
レベルのカリキュラム改善、科目レベルの
授業改善に活用するほか、ステークホル
ダーに向けて質保証の状況を公開＊2。

「学長と学生の懇談会」や基盤科目「み
んなの“イバダイ学”」などでマクロなデータ
を示し、学生と教職員がデータを基に議
論する場を創出している。LMSなどを通じ
た個々の学生へのフィードバックが今後
の課題。

学生の入学時、各学年時、卒業時、卒業
３年後にアンケート調査を行い、学生生
活や学修状況、DP達成度等について
データを取得。学生が就職した企業に対
してもアンケート調査やヒアリングを実施
している。これらを出席、成績等の教務
データと統合して分析を加え、教学データ
ベースを構築している。

「教育課程・学修成果10指標」と「卒業
時成長実感調査」は、アセスメントリスト
の必須項目で他の調査と併せて各学科
の教学アセスメント報告に活用されてい
る。入試広報活動での学部・学科紹介
や、保護者との懇談の場である地域懇談
会においても、調査結果や学生の成長に
ついて発信している。

学生個人のGPAと大学全体のGPAをセ
ルフ学修ポートフォリオで比較できるよう
になっている。特に、履修計画を立てるう
えで活用されている。加えて、調査やアン
ケートの全体的な結果を、在学生向けの
Webサイトに公開。同サイトには、調査等
の結果を基に教育や環境を改善した事
例も掲載している。

①入学時学生意識調査 ②在学時学生
実態調査 ③卒業時成長実感調査 ④
卒業後動向実態調査の４調査と、全学レ
ベルでの授業アンケートを実施。さらに、
直接評価の指標として、カリキュラム・マッ
プに従ってDP別の提供科目数やDP別
の学生の成績などの「教育課程・学修成
果10指標」を各学科に提供している。

入学時・卒業時のアンケートをはじめとす
る各種アンケートの結果については、IR
担当者が分析を行い、委員会を通じて各
学部にフィードバックしている。結果を受
け取った各学部において、今後の教育改
善に役立ててもらう流れとしている。

アセスメントテストの個人結果は、専用
Webサイトでいつでも確認できる。伸ばす
べき能力や必要な行動・経験の検討に活
用する。入学時・卒業時アンケートの全
体結果はWebサイト＊3に掲載するほか、
電子リーフレットも作成。分析結果や学
生に向けたアドバイスを記載している。

アセスメントテストや入学時・卒業時のア
ンケートの結果を取りまとめ、学生の成長
や学修状況、習得した知識等を把握して
いる。アセスメントテストの結果はレーダー
チャートで表示。自己採点とテスト結果の
違い（思考力のギャップ）も可視化。能力
間のバランスや過年度との差に注目する
ことにより、強みと弱みを確認できる。

各種調査結果や、教員、就職支援課等
の職員、学生の声を教務委員会で集約
し、カリキュラムの見直し等を行っている。
工学部のアセスメントについては、教員向
けの全体報告会を開催。また、結果の一
部を引用したリーフレットを作成。入学後
に伸びた力を、主に高校生の保護者や
高校教員に向けて広報＊4している。

工学部については、アセスメントの個人別
結果を提供。授業内で全体的な結果に
ついて解説を実施するほか、１年次は授
業内で個人面談を実施。３年生について
は、就職活動に向け自己を見つめる機会
として利用してもらっている。現在、成績
評価やDPと結びつけた情報提供のしか
たを検討している。

在学中は教務データのほか、授業アン
ケート、生活状況アンケートを活用。工学
部は汎用的能力を測るアセスメントを１、３
年次に実施。卒業時は卒業研究・制作
の評価、実就職率のほか、卒業時アン
ケートで成長に関する自己評価や大学へ
の満足度を調査。2023年度からDPに
関する質問を設け、達成度を確認する。

全学および各学部の教育改善、学習支
援、学生生活支援に活用できるよう各所
にフィードバックするほか、データを基に自
学の魅力や課題を教職協働で検討する
ワークショップを開催。現在策定中のアセ
スメントプランでは、各種データの活用法
を明示する。外部向けにも結果をメディア
懇談会、広報媒体等で発信している。

学生調査の結果を学生フィードバック
シートとして個人ポータルから閲覧できる。
学部全体平均との比較、自身の入学時
の結果との比較といったように、レーダー
チャートで各指標の差を示し、当該力を伸
ばすための推奨プログラムを提示してい
る。また、新入生調査や卒業時調査の結
果をポスターにまとめ、学内各所に掲示。

各種学生調査の結果からフィードバック
シート（レポート）を作成。年次比較や部局
比較を可能にしている。教務データにつ
いては、BIツール（Tableau）を用いたり、
生成AIの活用も試行的に行ったりしてい
る。現在構築中の統合データベースで
は、必要な人が必要なタイミングでデータ
を可視化できるようになる予定。

学生調査の結果を、担当副理事ごとの
会議体や全学FDで共有。全教職員を対
象に、学生の実態を知る機会を設けてい
る。情報科学部では結果を基に進級要
件の見直しがなされた。総務室は、毎年
度の予算編成時に新規、拡充施策のエ
ビデンスとして学生調査結果等を活用す
ることを全学に求めている。

実現できておらず、課題として認識してい
る。大学全体の教育の点検・評価・改善
を受け持つ教育基盤センターが中心と
なって具体的な方法を検討中。学生調査
の結果のうち、特徴的な項目をポスターと
して掲出する方法などが候補となってお
り、他大学の事例を調査している。

DP達成度の把握を主たる目的としてア
セスメントプラン（カリキュラムアセスメン
ト・チェックリスト）を策定し、それに沿って
データ収集（各科目をDPとひもづけたうえ
での成績評価、卒業論文等の評価、学
生による自己評価等）を行う。把握した
DP達成度の大学による活用方法も明
文化している。

各年次における熊保大生到達目標の達
成度合いを分析し、学科・専攻ごとの特
徴をつかむとともに、教育課程上の問題
点がないかどうかを評価している。また、各
種学生アンケートや外部アセスメントから
得られる学生の成長データを大学案内＊5
等に効果的に活用することにより、募集
広報活動にも役立てている。

学生５～８人を教員１～２人が担当する
少人数担任制度があり、セメスターごとに
学生と個別面談。担任は熊保大生到達
目標と学生の自己評価を基に、学生の成
長、課題をフィードバック。学生は次期セメ
スターの修学計画を立てる。ただし、面談
制度の導入直後にコロナ禍が発生して
実施が滞り、まだ十分に定着していない。

アセスメントプランに基づき、入学前、入
学時、在学中、卒業時、卒業後に、大学、
学位プログラム、授業科目、学生の４レベ
ルで把握。特に、各種アセスメントのうち
12項目を「熊保大生到達目標（コンピテ
ンシー）」としてピックアップし、大学側は
達成度を注視、学生側は自身の成長を確
認する指標として活用している。

【図表5】学修成果の可視化と学生および大学での活用例 ～使ってこそ可視化した意味がある

大学の活用学生の活用

茨城大学

関西大学

熊本保健
科学大学

広島市立
大学

東京工芸
大学

成城大学

上智大学

＊文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和3年度）」

【図表6】学修成果の可視化を評価する観点例
形成的評価

目的

評価結果

総括的評価

【図表7】活用を目的とした学修成果の可視化３つのコツ

１

2

3

学修到達目標に対して、各学生
がどこまで到達できたのか判断す
るための評価

学生の成長ならびに教職員の指
導改善を目的に学修過程の途中
段階で到達度を把握すること

評価のよしあしではなく学生・大学
の行動変容が大事

学修到達目標の達成状況の確認と
評価をフィードバックすることが大事

既存のしくみに入れる

執行部と現場をつなぐ
キーマンを置く

小さくＰＤＣＡを回す 可視化・活用に興味を持った一部の学部
から実践事例をつくり、FD等で横展開。

自己点検など、既存のしくみの中に
活用を盛り込む。

学長室やＩＲ室の職員など、
全学視点で動ける職員が担う。

　文部科学省の調査＊によれば、すでに65％の大学
が学修成果を可視化している一方で、可視化した
データを「何に活用すればよいかわからない」「活用し
たいが動きが滞っている」との声もよく聞かれます。活
用が進まない理由を４つ挙げてみましょう。
①「可視化」が目的化している
　文科省の政策対応として「とりあえず」可視化した
大学は、データを活用する意識がそもそも乏しく、デー
タを集めた時点で、取り組みを終えてしまいがちです。
結果的に、可視化自体が自己目的化してしまい、活用
が広がることはありません。
②データの活用法を事前に決めていない
　データの取得目的や活用法が曖昧なまま可視化を
始めると、何に使えばいいかわからない、目的に沿う適
切なデータがない、といった状態に陥ります。最低限
決めておきたいのは、形成的評価／総括的評価のど
ちらで使うのか【図表6】。多くの大学は、学修者の到
達度を評価する総括的評価を思い浮かべるでしょう。
その場合、どの指標がどのレベルに達すればよしとす
るのか、基準を決めておく必要があります。他方、結果
を基に学生を指導して成長を促すのならば、形成的
評価が前提となり、指標のよしあしより、その後の学生
の成長が重要です。それぞれ集めるべきデータも指標
の意味も異なるため、事前の議論が不可欠です。
③執行部と学部に温度差がある
　執行部が主体となって可視化に取り組んだ場合、
学部・学科がその必要性に納得していないと取り組
みが形骸化してしまいます。最終的にデータを使う、あ
るいは学生に使わせるのは学部・学科であるため、事
前の議論には学部・学科を巻き込むべきでしょう。
④「学生のため」の視点がない
　学修成果の可視化の中心は、学生。データを学生
に還元するしくみが求められます。成績やアセスメント
の結果をレーダーチャートの形で示す大学が増えてい
ますが、しくみの提供に加え、学生の行動変容につな
がる実効性はありますでしょうか。「結果を見て自主的
に改善せよ」ではなく、足りない力に学生が気づき、行
動を引き起こすようなしかけが重要だと考えます。

　学修成果を活用するためのしくみは多様です。参
考までに私が関わった実例を挙げてみます。A大学
は、形成的評価を目的に可視化。学長室と学部が結
果を見ながら「なぜだろう」と議論する場を設け、継続
的に教育を改善しています。B大学は、可視化を目的
としたアセスメントプランの一部を、学部の自己点検・
評価でも活用。学部は自己点検のたびに学修成果を
意識するため、変化に気づきやすくなり、教育改善に
もつながっています。C大学では、アセスメントプランを
学生にも積極的に公開。自身が身に付けた能力を語
るために活用してほしいと学生に呼びかけています。
　活用が進む大学に共通する点を「３つのコツ」とし
てまとめました【図表7】。大学は、全員の合意を取り、
全てのしくみを整えてからでないと動き出せない傾向
がありますが、それでは活用するまでに時間がかかりま
す。前向きな学部・学科から着手し、既存のしくみの中
に活用を盛り込むとよいでしょう。さらに、多方面に顔
が利くキーマンがいると、進行が加速します。全学を見
渡せ、トップと各部署の橋渡しになれる、学長室やＩＲ
室の職員がその役割を担うことが多いようです。
　学修者本位の教育がめざすのは、学生が獲得した
能力についてエビデンスを基に語れる状態です。学
修成果の可視化は、その中心的な役割を果たしま
す。データを見て、学生は強み・弱みを自覚し、次の行
動を起こす。教職員も、学生をさらに成長させるために
教育を改善する。このように可視化の目的は、学内構
成員の行動を変えること、にあります。データは取得し
て終わりではなく、変化を促すきっかけとして活用し、
学修者本位の大学へと踏み出しましょう。

可視化だけで終わってしまい、
活用が進まない４つの理由

学修成果は学生と教職員の
行動を変えるために使ってこそ

小田桐 一弘
おだぎりかずひろ●２００７年（株）
ベネッセコーポレーション入社。高校
教育・高大接続領域の支援に携わっ
た後、２０１８年より（株）ベネッセｉ‐キャ
リアで大学の学修成果の可視化・教
学マネジメント推進の支援を担当

（株）ベネッセｉ‐キャリア 
まなぶとはたらくをつなぐ研究所
所長
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【図表8】大学教育・運営への学生参画の例【図表9】学修者本位の大学をつくるための５つのポイント ～自学の進捗はどのレベルか？
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（教育イノベーション
 センター）

カリキュラム・
コンサルティング
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みんなの“イバダイ学”

熊本保健科学
大学
（アカデミックスキル
 支援センター）

（学生相談・修学
 サポートセンター）

広島市立大学
（教育基盤センター）

日本大学
（日本大学FD推進
 センター）

茨城大学
（全学教育機構）

北海道医療
大学
（学生支援課）

上智大学
（サステナビリティ
 推進本部）

東京工芸大学
（学生委員会、学生課）

広島市立大学
（教育基盤センター）

学生向けの学習支援や授業サポートに取り組むピアサポーターをはじめ、５つの団体が
大学運営を支援。中でも学生目線で行う「時間割相談会」は新入生の８割が参加する
ほど好評。大学は彼らからの意見をカリキュラムや授業改善の参考にする。

全学必修の初年次教育科目「アカデミックスキル」の授業デザイン、教材開発（ミニ講
義動画等）、リーダー学生（当該科目のグループ学習をファシリテーションする学生）の
指導を２～４年生が行う。科目担当教員は、学生指導員の意見を基に授業を運営。

新入生の履修・学生生活・試験の相談対応、オープンキャンパス時の入学希望者との
交流などを行う。新入生のうち希望者がプチ・サポーターに登録。研修や実践を経て、２
年次以降、初・中・上級のピア・サポーターに昇級。有償で級により時給が異なる。

学科単位で、４年間のカリキュラム全体を卒業予定者が評価し、カリキュラム改善に役
立てる。「よかった点」「改善した方がよい点（及び改善方法）」を個人、そして４～6人
のグループワークで出し、各提案について同意者の数も集計し、定量化。

学生・教員・職員が教育について語り合う「日本大学 学生FD CHAmmiT」を開催。研
修を受けた学生スタッフが当日のグループのファシリテーターを務め、学生から出た意
見を取りまとめた「学部提案書」を提出。各学部は対応実績・予定について回答する。

全学共通教育として夏季集中形式で開講。自学のビジョンや成り立ち、課題について、
講義のほか授業調査・学生調査データや施設見学等を通して理解したうえで、未来の
大学像についてグループで議論。グループごとに具体的なアクションを構想・提案する。

各学部１人ずつ選出され、30万円の活動費を受給。大学を活性化させる活動を行う。
近年の実績は、学生生活や授業改善を目的とした全学生アンケート調査、学生同士
の交流イベントの開催等。大学や地域からの依頼に応じた医療啓蒙活動なども実施。

サステナビリティ推進役として、事務職員と共に、広報活動、キャンパス環境改善（例え
ばウォーターサーバーの設置など）、各種イベント企画の実施などを行う。現在100人以
上の応募者の中から選ばれた13人が週10時間以上勤務。臨時職員として雇用。

学友会の代表である学生と、学長、学部長、学生部長、事務部長ら教職員が出席する
評議会を年１回開催。学生が、困りごとや大学への改善要望などについて意見を述べ
る。通学に使われている路線バスの運賃を大学が補助する制度などが実現した。

情報科学部の学生が、ＰＢＬの一環として、システム開発を通じた職員の業務改善を行
う。学生は職員へのインタビューや業務見学を行って課題を整理し、業務を省力化する
ためのアプリを開発。実際に職員に使ってもらい、感想を聞きながら、開発を続ける。

活動の詳細取り組み施策供給者本位の大学 学修者本位の大学
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近年の実績は、学生生活や授業改善を目的とした全学生アンケート調査、学生同士
の交流イベントの開催等。大学や地域からの依頼に応じた医療啓蒙活動なども実施。

サステナビリティ推進役として、事務職員と共に、広報活動、キャンパス環境改善（例え
ばウォーターサーバーの設置など）、各種イベント企画の実施などを行う。現在100人以
上の応募者の中から選ばれた13人が週10時間以上勤務。臨時職員として雇用。

学友会の代表である学生と、学長、学部長、学生部長、事務部長ら教職員が出席する
評議会を年１回開催。学生が、困りごとや大学への改善要望などについて意見を述べ
る。通学に使われている路線バスの運賃を大学が補助する制度などが実現した。

情報科学部の学生が、ＰＢＬの一環として、システム開発を通じた職員の業務改善を行
う。学生は職員へのインタビューや業務見学を行って課題を整理し、業務を省力化する
ためのアプリを開発。実際に職員に使ってもらい、感想を聞きながら、開発を続ける。

活動の詳細取り組み施策供給者本位の大学 学修者本位の大学

現代の、万人が進学するユニバーサル段階の大学
像。多様な学生がいることを認識

　一様ではない学生たちそれぞれの個性、ゴールをど
う捉え、伸ばしていくかという教育の観点や、それに
基づくビジョンを持つ

自分の学生時代の経験に基づく、あるいは進学率が
低い時代のエリート段階の大学像、同質的な学生像

　今の多様な学生に対応した教育環境の提供が
難しい

教職学。学生は、教職員と共に大学をつくり続ける当
事者であり、パートナーであるというメッセージを伝え、
彼らの意見を聞き、取り入れるしくみがある

　大学から信頼され、期待されるため、学生の自己
肯定感、自己効力感が高まる

教員または教職員。学生は、あくまで教育の受け手と
しての立場に限定される。彼らの意見を聞いたり、大
学運営に参画させたりすることに否定的

　学生の実態やニーズに合わず、満足度の向上や
成長実感につながりにくい

学生アンケートやアセスメントのほかにも、学生の意
見や実態を直接聞くしくみがあり、さまざまな組織レベ
ル、段階で、供給側と受け手側の「ズレ」がないか確
認、共有している

　結果をどの組織が何に活用するのか、あらかじめ設
計してあり、学生にも結果や改善例がフィードバック
されるため、大学への信頼度や自己効力感が高まる

学生アンケートやアセスメントで把握する。主な目的
が補助金事業対策であるため、結果はあまり活用され
ず、学生にもフィードバックされない

　自学に対する学生の信頼度が下がる。「声を上げ
ても何も変わらない」と、自己効力感も低下する

大学をよくするといった共通目的の下に教職学協働
で取り組む、ピアサポーターや学生FD、あるいは大学
の業務改善PJなど

　学生が主体的な「参画」を通して、よい教育経験
を得られる。成長実感や自学へのエンゲージメントが
高まる

特にない。または、「認証評価対応」で、大学が用意し
た公式的な委員会等にごく少数の学生代表が「参
加」して意見を述べる程度

　学生の参加は一部にとどまり、かつ形式上のもの
なので、大学を変えたり、学生の成長につながったり
はしにくい

（上記のような施策があったうえで）卒業生調査や寄
付金依頼だけでなく、母校の教育をよくするための参
画のしくみがある

　大学へのエンゲージメントが高いため、調査への
協力や寄付、教育への参画に積極的で、卒業後も
大学づくりに関わり続ける

卒業生調査や寄付金依頼程度

　学生時代の成長実感や信頼度が高くないため、
調査への協力や寄付に対して消極的卒業生との
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◆学位プログラム（コース）の承
認、再承認、定期的なレビュー
▶全てに学生が参画。コース承認の
小委員会には学内外の全てのステー
クホルダーが参画する。
▶学生はコースの内容、成績評価方
法などについて学生視点で評価する。
▶学生は全てのレベルで他の委員と
同様の権限を持つ。

◆大学・学部・学科レベルの各委
員会、成績評価のルール作成
▶委員会のレベルにより額は異なる
が学生に報酬が支払われている。
▶参画する学生は学生団体が選出
し、研修も行うほか、学生の実際の活
動を支援する体制も整えられている。
▶学生の声を反映させたコース構成
案作成や後に実施する学生対象の
アンケートの結果およびそれに対する
フィードバックなどにおいて学生参画
の成果は上がっている。
▶一方で、学生により積極性に差が
あったり、個人的意見のみを述べる学
生がいたり、候補者が少ないといった
課題がある。

学
修
者
本
位
の
内
部
質
保
証
と
は

「クオリティ・コード」を構成する各要素と「助言書」における「学生参画」の要求 評価基準 内部質保証に関する評価 「学修者本位」「内部質保証」に関わる長所の例

【図表1】各評価機関の評価基準と内部質保証の評価結果（2022年度）【図表2】イギリスの高等教育質保証機構（ＱＡＡ）の評価要件「クオリティ・コード」

【福岡大学】
▶ウェブサイトでの授業アンケートとそのフィードバックを含めたシ
ステムとして2018（平成30）年度に「授業アンケートＦＵＲＩＫＡ」
を独自に開発し、学習時間や到達度・理解度等の学生のパ
フォーマンスに焦点を当てた設問項目によって、全科目で学生自
身が学びを振り返ることができるよう工夫している。加えて、ＦＤ
活動を通じて教員への周知・理解を深めることで、授業改善及び
教育プログラムの責任者による学位授与方針に示した学習成
果の到達度検証に活用している。これによって、授業レベル及
び教育プログラムレベルでの学生・教員・組織的な教育改善の
促進が期待できることから評価できる。

「内部質保証」では、 
50％の大学で問題を
指摘されている。改善
課題が付されたものに
は、自己点検・評価の
結果に基づく改善の
フィードバックが不十
分な場合や、内部質保
証における各組織の
役割分担・連携が不
十分な場合があった。

「内部質保証」では、
67大学中16大学に
長所が付いた。データ
の開示・共有、外部の
意見の取り入れ・チェッ
クといった点を評価さ
れたところが多い。

大学評価基準に則し
た自己点検・評価の継
続的な実施には至って
いない場合がある。

「内部質保証ルーブリックに
おいて特に優れた試みと評
価できる」とされた機関は約４
割。自己点検・評価結果の公
表、自己点検・評価の組織的
な取組みの２点について指
摘された短大が複数ある。

内部質保証は、多くの大学
で「今後の進展が望まれる
点」に挙げられた。主な内容
は、自己点検・評価委員会、
他委員会、各組織等との関
係性の整理、学長をトップと
する体制・活動の充実。

【東北芸術工科大学】
▶学生FD委員を任命し、半年に一度、FD委員の教員と学生
FD委員の意見交換の場を設け、学生から率直な意見を取入
れ、FD活動の質向上に努めている点は高く評価できる。
▶ディプロマ・ポリシー達成の確認のため、学期ごとの単位修得
状況やGPAの推移を視覚化した「パーソナルスコア」と、卒業時
のディプロマ・ポリシー達成度を視覚化した「学修成果状況」を
学生に配付していることは高く評価できる。

【福井大学】
▶教育内部質保証委員会が中心となって、教育改善への学生
の参画を部局レベルで推進し、令和２年度末には全学として「学
生・教職員協働教育改善小委員会」を設け、プログラム評価委員
会及びカリキュラム委員会に学生代表が正式なメンバーとなる
ことを制度化している。さらに、学習成果（ラーニング・アウトカム
ズ）を明確化することによってルーブリック評価の適切性を担保
することなどが実現している。このような制度及び取組は、国際
アドバイザーによる定期的な外部評価の中で、国際的にみて先
進的な質保証のレベルに達しているという評価を受けている。

【北九州市立大学】
▶３つのポリシーに即したアセスメントプランを策定し、全学レベル・
組織レベル・教員レベルの３つの階層において点検・評価を実施
して、学習成果の可視化に組織的に取組む体制を構築している。

【四天王寺大学短期大学部】
▶自己点検・評価が中・長期計画に基づき実施され、同計画が
掲げる戦略実行のためのPDCAサイクルを回すツールとなって
いる。特に、三つの方針に沿ったシラバス作成、第三者チェック、
シラバスの学生への周知・授業・成績評価、授業評価アンケー
ト、結果フィードバック、改善コメント作成という一連のPDCAサイ
クルがしっかりと機能している。

・学内の意思決定プロセスや質保証・向上の活動に学生をどのように参画
させるかを戦略としてまとめる。
・高等教育機関と学生代表組織（学生団体）の間で学生参画に関する合意
書を締結する。
・参画の状況とその効果を測定するKPIを開発する。
・学生の多様性を考慮して学生参画を進める。
・質保証において学生を対等な立場で委員会に入れ、学生からの意見を収集する。
・学生代表や職員に学生参画についての訓練の場を作る。
・学生調査を学生代表と相談して設計し実施する。
・学生からの意見にしっかりと対応する方針や体制を整える。
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＊各認証評価団体のウェブサイトよりまとめ　※評価基準の色文字は内部質保証関連基準。長所の例の下線は学生参画に関する部分。編集部にて加工。
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＊バーミンガム大学とマンチェスター大学は林隆之教授（政策研究大学院大学）「国際通用性のある質保証のための論点」（2020年）から抜粋・加工、バーミンガムシティ大学とノッティンガム大学は
日本私立大学協会発行「教育学術新聞」連載「日本高等教育評価機構だより」の「欧州における高等教育の質保証へのステークホルダー（特に学生）参画に関する調査研究（中間報告）」から抜粋・加工

大学基準
協会

日本
高等教育
評価機構

大学改革
支援・
学位授与
機構

大学教育
質保証・
評価センター

大学・
短期大学
基準協会

基準１ 理念・目的
基準２ 内部質保証 
基準３ 教育研究組織
基準４ 教育課程・学習成果
基準５ 学生の受け入れ
基準６ 教員・教員組織 
基準７ 学生支援 
基準８ 教育研究等環境
基準９ 社会連携・社会貢献
基準10 大学運営・財務

基準１ 使命 • 目的等
基準２ 学生
基準３ 教育課程
基準４ 教員 • 職員
基準５ 経営 • 管理と財務
基準６ 内部質保証

領域１ 教育研究上の基本
　　　組織に関する基準
領域２ 内部質保証に関する基準
領域３ 財務運営、管理運営及び
        情報の公表に関する基準
領域４ 施設及び設備並びに
　　　学生支援に関する基準
領域５ 学生の受入に関する基準
領域６ 教育課程と学習成果に
        関する基準

基準１ 基盤評価：
　　　法令適合性の保証
基準２ 水準評価：
　　　教育研究の水準の向上
基準３ 特色評価：
　　　特色ある教育研究の進展

基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果
基準Ⅱ 教育課程と学生支援
基準Ⅲ 教育資源と財的資源
基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス

【図表3】イギリスの大学における内部質保証への学生参画例

◆Annual Programme and
Module Review
▶毎年、School単位で実施。内部の
プログラム群について、基本的なデー
タ（在籍、進学、学位取得、就職、学生
多様性、NSS＊1など）とそれに対する
自己分析コメント。
▶学外試験委員＊2（E x t e r n a l 
examiner）の毎年の報告書、教員-
学生委員会の報告書も含む。
▶大学の質保証委員会、理事会に順
に報告書を提出。

◆Vice-Chancellor’s Integrated 
Review （VCIR）
▶School単位の5年ごとのレビュー。
教育・研究・管理運営について、
Schoolの実績や大学の戦略枠組み
に沿った貢献を訪問調査し、レビュー。
▶教育では、プログラムのポートフォリ
オの適切性や、年次レビューや学外
試験員制度の運用を確認。
▶理事会に提出。

バーミンガム大学 マンチェスター大学 バーミンガムシティ大学 ノッティンガム大学

◆Continuous monitoring
▶毎年、プログラム単位で、プログラ
ムチームがデータ（NSS、スタッフや
学生からのフィードバック、卒業後進路
等）から、昨年度の実績や問題をふり
返り、次年度アクションプランを策定。
▶Schoolレベル、Facultyレベルの
委員会に順に提出し、Facultyはサマ
リーレポートを作成。大学の教育学修
グループに提出。

◆Periodic review
▶School単位の5～6年ごとのレ
ビュー。プログラム群のポートフォリオ
を評価し、プログラム提供や学生の達
成を評価する。
▶School内の各プログラムの目的や期
待される学習成果ILO＊3の妥当性・レレ
バンス＊4、学生経験の質、Schoolによる
プログラムへのマネジメントをレビュー。

◆Annual review of teaching 
and learning
▶各Facultyが作成する年次モニタリ
ングのサマリーレポートを全学で確認
するレビュー。

◆全学の質保証委員会
▶学生団体から委員を出している。

◆コースの変更
▶学生と協議し、同意を取り付けない
といけない仕組みとなっている。
▶検討する委員会等において学生は
他の委員と対等の権限を有している。

◆コースの設計といった大学の戦
略的プロジェクト
▶学生が合意すれば比較的容易に
進められること、全国レベルの学生調
査においては学生と大学の協力関係
が重要であることなど、学生が参画し
ない大学運営はあり得ない。
▶一方で、学生の立候補がいなかっ
たり多すぎたりすること、学生代表は
毎年替わるため決定に一貫性がない
こと、学生個人の資質に左右されるこ
となどの課題もある。

【期待事項】Expectations
コースは入念に設計され、すべての学生に質の高い学術的経験を提供し、
学生の成果が信頼できる方法により測定できるようになっている。

高等教育機関は、学生の教育経験の質に関して、個別または集合的に、
学生と積極的に連携する。

高等教育機関は、学生の教育経験の質の発展、保証および向上に関し
て、個別または集合的に、学生と連携する。

【中核的活動】Core Practices

【共通的活動】Common Practices

助言事項の例：

特集  学修者本位の大学のつくり方

Q.

内
部
質
保
証
に
学
生
を

ど
う
参
画
さ
せ
る
か
。

A

＊5

＊林隆之教授（政策研究大学院大学）「国際通用性のある質保証のための論点」（2020年）から抜粋・加工

＊1 全国学生調査（National Student Survey）　＊2 試験の採点と成績を監査し、評価を保証する　＊3 Intended Learning Outcomes 　＊4 学習者との関連性

＊6
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◆学位プログラム（コース）の承
認、再承認、定期的なレビュー
▶全てに学生が参画。コース承認の
小委員会には学内外の全てのステー
クホルダーが参画する。
▶学生はコースの内容、成績評価方
法などについて学生視点で評価する。
▶学生は全てのレベルで他の委員と
同様の権限を持つ。

◆大学・学部・学科レベルの各委
員会、成績評価のルール作成
▶委員会のレベルにより額は異なる
が学生に報酬が支払われている。
▶参画する学生は学生団体が選出
し、研修も行うほか、学生の実際の活
動を支援する体制も整えられている。
▶学生の声を反映させたコース構成
案作成や後に実施する学生対象の
アンケートの結果およびそれに対する
フィードバックなどにおいて学生参画
の成果は上がっている。
▶一方で、学生により積極性に差が
あったり、個人的意見のみを述べる学
生がいたり、候補者が少ないといった
課題がある。

学
修
者
本
位
の
内
部
質
保
証
と
は

「クオリティ・コード」を構成する各要素と「助言書」における「学生参画」の要求 評価基準 内部質保証に関する評価 「学修者本位」「内部質保証」に関わる長所の例

【図表1】各評価機関の評価基準と内部質保証の評価結果（2022年度）【図表2】イギリスの高等教育質保証機構（ＱＡＡ）の評価要件「クオリティ・コード」

【福岡大学】
▶ウェブサイトでの授業アンケートとそのフィードバックを含めたシ
ステムとして2018（平成30）年度に「授業アンケートＦＵＲＩＫＡ」
を独自に開発し、学習時間や到達度・理解度等の学生のパ
フォーマンスに焦点を当てた設問項目によって、全科目で学生自
身が学びを振り返ることができるよう工夫している。加えて、ＦＤ
活動を通じて教員への周知・理解を深めることで、授業改善及び
教育プログラムの責任者による学位授与方針に示した学習成
果の到達度検証に活用している。これによって、授業レベル及
び教育プログラムレベルでの学生・教員・組織的な教育改善の
促進が期待できることから評価できる。

「内部質保証」では、 
50％の大学で問題を
指摘されている。改善
課題が付されたものに
は、自己点検・評価の
結果に基づく改善の
フィードバックが不十
分な場合や、内部質保
証における各組織の
役割分担・連携が不
十分な場合があった。

「内部質保証」では、
67大学中16大学に
長所が付いた。データ
の開示・共有、外部の
意見の取り入れ・チェッ
クといった点を評価さ
れたところが多い。

大学評価基準に則し
た自己点検・評価の継
続的な実施には至って
いない場合がある。

「内部質保証ルーブリックに
おいて特に優れた試みと評
価できる」とされた機関は約４
割。自己点検・評価結果の公
表、自己点検・評価の組織的
な取組みの２点について指
摘された短大が複数ある。

内部質保証は、多くの大学
で「今後の進展が望まれる
点」に挙げられた。主な内容
は、自己点検・評価委員会、
他委員会、各組織等との関
係性の整理、学長をトップと
する体制・活動の充実。

【東北芸術工科大学】
▶学生FD委員を任命し、半年に一度、FD委員の教員と学生
FD委員の意見交換の場を設け、学生から率直な意見を取入
れ、FD活動の質向上に努めている点は高く評価できる。
▶ディプロマ・ポリシー達成の確認のため、学期ごとの単位修得
状況やGPAの推移を視覚化した「パーソナルスコア」と、卒業時
のディプロマ・ポリシー達成度を視覚化した「学修成果状況」を
学生に配付していることは高く評価できる。

【福井大学】
▶教育内部質保証委員会が中心となって、教育改善への学生
の参画を部局レベルで推進し、令和２年度末には全学として「学
生・教職員協働教育改善小委員会」を設け、プログラム評価委員
会及びカリキュラム委員会に学生代表が正式なメンバーとなる
ことを制度化している。さらに、学習成果（ラーニング・アウトカム
ズ）を明確化することによってルーブリック評価の適切性を担保
することなどが実現している。このような制度及び取組は、国際
アドバイザーによる定期的な外部評価の中で、国際的にみて先
進的な質保証のレベルに達しているという評価を受けている。

【北九州市立大学】
▶３つのポリシーに即したアセスメントプランを策定し、全学レベル・
組織レベル・教員レベルの３つの階層において点検・評価を実施
して、学習成果の可視化に組織的に取組む体制を構築している。

【四天王寺大学短期大学部】
▶自己点検・評価が中・長期計画に基づき実施され、同計画が
掲げる戦略実行のためのPDCAサイクルを回すツールとなって
いる。特に、三つの方針に沿ったシラバス作成、第三者チェック、
シラバスの学生への周知・授業・成績評価、授業評価アンケー
ト、結果フィードバック、改善コメント作成という一連のPDCAサイ
クルがしっかりと機能している。

・学内の意思決定プロセスや質保証・向上の活動に学生をどのように参画
させるかを戦略としてまとめる。
・高等教育機関と学生代表組織（学生団体）の間で学生参画に関する合意
書を締結する。
・参画の状況とその効果を測定するKPIを開発する。
・学生の多様性を考慮して学生参画を進める。
・質保証において学生を対等な立場で委員会に入れ、学生からの意見を収集する。
・学生代表や職員に学生参画についての訓練の場を作る。
・学生調査を学生代表と相談して設計し実施する。
・学生からの意見にしっかりと対応する方針や体制を整える。
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進
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２
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取
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入
れ
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。
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習
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は
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表
２
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す
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学
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こ
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。
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質
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画
）
例
を
ま
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、
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さ
れ
た
い
。
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＊各認証評価団体のウェブサイトよりまとめ　※評価基準の色文字は内部質保証関連基準。長所の例の下線は学生参画に関する部分。編集部にて加工。

＊5 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area    ＊6 英国高等教育のための質規範 

＊バーミンガム大学とマンチェスター大学は林隆之教授（政策研究大学院大学）「国際通用性のある質保証のための論点」（2020年）から抜粋・加工、バーミンガムシティ大学とノッティンガム大学は
日本私立大学協会発行「教育学術新聞」連載「日本高等教育評価機構だより」の「欧州における高等教育の質保証へのステークホルダー（特に学生）参画に関する調査研究（中間報告）」から抜粋・加工

大学基準
協会

日本
高等教育
評価機構

大学改革
支援・
学位授与
機構

大学教育
質保証・
評価センター

大学・
短期大学
基準協会

基準１ 理念・目的
基準２ 内部質保証 
基準３ 教育研究組織
基準４ 教育課程・学習成果
基準５ 学生の受け入れ
基準６ 教員・教員組織 
基準７ 学生支援 
基準８ 教育研究等環境
基準９ 社会連携・社会貢献
基準10 大学運営・財務

基準１ 使命 • 目的等
基準２ 学生
基準３ 教育課程
基準４ 教員 • 職員
基準５ 経営 • 管理と財務
基準６ 内部質保証

領域１ 教育研究上の基本
　　　組織に関する基準
領域２ 内部質保証に関する基準
領域３ 財務運営、管理運営及び
        情報の公表に関する基準
領域４ 施設及び設備並びに
　　　学生支援に関する基準
領域５ 学生の受入に関する基準
領域６ 教育課程と学習成果に
        関する基準

基準１ 基盤評価：
　　　法令適合性の保証
基準２ 水準評価：
　　　教育研究の水準の向上
基準３ 特色評価：
　　　特色ある教育研究の進展

基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果
基準Ⅱ 教育課程と学生支援
基準Ⅲ 教育資源と財的資源
基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス

【図表3】イギリスの大学における内部質保証への学生参画例

◆Annual Programme and
Module Review
▶毎年、School単位で実施。内部の
プログラム群について、基本的なデー
タ（在籍、進学、学位取得、就職、学生
多様性、NSS＊1など）とそれに対する
自己分析コメント。
▶学外試験委員＊2（E x t e r n a l 
examiner）の毎年の報告書、教員-
学生委員会の報告書も含む。
▶大学の質保証委員会、理事会に順
に報告書を提出。

◆Vice-Chancellor’s Integrated 
Review （VCIR）
▶School単位の5年ごとのレビュー。
教育・研究・管理運営について、
Schoolの実績や大学の戦略枠組み
に沿った貢献を訪問調査し、レビュー。
▶教育では、プログラムのポートフォリ
オの適切性や、年次レビューや学外
試験員制度の運用を確認。
▶理事会に提出。

バーミンガム大学 マンチェスター大学 バーミンガムシティ大学 ノッティンガム大学

◆Continuous monitoring
▶毎年、プログラム単位で、プログラ
ムチームがデータ（NSS、スタッフや
学生からのフィードバック、卒業後進路
等）から、昨年度の実績や問題をふり
返り、次年度アクションプランを策定。
▶Schoolレベル、Facultyレベルの
委員会に順に提出し、Facultyはサマ
リーレポートを作成。大学の教育学修
グループに提出。

◆Periodic review
▶School単位の5～6年ごとのレ
ビュー。プログラム群のポートフォリオ
を評価し、プログラム提供や学生の達
成を評価する。
▶School内の各プログラムの目的や期
待される学習成果ILO＊3の妥当性・レレ
バンス＊4、学生経験の質、Schoolによる
プログラムへのマネジメントをレビュー。

◆Annual review of teaching 
and learning
▶各Facultyが作成する年次モニタリ
ングのサマリーレポートを全学で確認
するレビュー。

◆全学の質保証委員会
▶学生団体から委員を出している。

◆コースの変更
▶学生と協議し、同意を取り付けない
といけない仕組みとなっている。
▶検討する委員会等において学生は
他の委員と対等の権限を有している。

◆コースの設計といった大学の戦
略的プロジェクト
▶学生が合意すれば比較的容易に
進められること、全国レベルの学生調
査においては学生と大学の協力関係
が重要であることなど、学生が参画し
ない大学運営はあり得ない。
▶一方で、学生の立候補がいなかっ
たり多すぎたりすること、学生代表は
毎年替わるため決定に一貫性がない
こと、学生個人の資質に左右されるこ
となどの課題もある。

【期待事項】Expectations
コースは入念に設計され、すべての学生に質の高い学術的経験を提供し、
学生の成果が信頼できる方法により測定できるようになっている。

高等教育機関は、学生の教育経験の質に関して、個別または集合的に、
学生と積極的に連携する。

高等教育機関は、学生の教育経験の質の発展、保証および向上に関し
て、個別または集合的に、学生と連携する。

【中核的活動】Core Practices

【共通的活動】Common Practices

助言事項の例：

特集  学修者本位の大学のつくり方

Q.

内
部
質
保
証
に
学
生
を

ど
う
参
画
さ
せ
る
か
。

A

＊5

＊林隆之教授（政策研究大学院大学）「国際通用性のある質保証のための論点」（2020年）から抜粋・加工

＊1 全国学生調査（National Student Survey）　＊2 試験の採点と成績を監査し、評価を保証する　＊3 Intended Learning Outcomes 　＊4 学習者との関連性

＊6
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特集  学修者本位の大学のつくり方

取材・文／本間学　撮影／亀井宏昭

　近
年
、
各
大
学
で
「
学
修
者
本
位
の

教
育
の
実
現
」
に
向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

進
捗
を
把
握
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、

認
証
評
価
に
お
け
る
学
修
成
果
に
関
す

る
評
価
結
果
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
。

　当
協
会
が
点
検
・
評
価
項
目
で
学
修

成
果
を
重
視
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た

の
は
、
第
２
期
（
2
0
1
1
年
度
〜
）

で
す
。こ
の
期
間
は
、学
修
成
果
を
し
っ

か
り
測
定
す
る
た
め
の
指
標
・
方
法
の

開
発
を
大
学
に
求
め
ま
し
た
。

　第
３
期
（
2
0
1
8
年
度
〜
）
は
こ

れ
を
一
歩
進
め
て
、
測
定
結
果
を
教
育

ブ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
善
等
に
生
か
す
し
く

み
の
構
築
を
求
め
て
い
ま
す
。
第
３
期

の
評
価
結
果
を
振
り
返
る
と
、
２
０
１

８
年
度
は
受
審
大
学
の
81
％
に
学
修
成

果
に
つ
い
て
の
改
善
課
題
が
付
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
徐
々
に
改
善
さ
れ
て
い

き
、
2
0
2
2
年
度
に
は
44
％
ま
で
下

が
っ
て
い
ま
す
。
各
大
学
で
学
修
成
果

の
把
握
・
評
価
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

　し
か
し
、
依
然
と
し
て
４
割
以
上
の

大
学
が
改
善
課
題
を
付
さ
れ
て
い
る
の

も
事
実
で
す
。
こ
れ
ら
の
大
学
で
は
、

「
D
P
に
示
し
た
力
を
学
生
が
獲
得
し

て
い
る
の
か
、
適
切
に
測
る
方
法
が
用

い
ら
れ
て
い
な
い
」
ケ
ー
ス
が
多
く
見

学
修
成
果
の
把
握
は
進
む
も

D
P
と
の
関
連
付
け
に
課
題

21 No.310 20No.310

※下線は変更箇所

学修成果を基軸にした
内部質保証の実質化を

ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
学
修
成
果
の
測

定
方
法
と
し
て
G
P
A
が
よ
く
用
い
ら

れ
ま
す
が
、「
D
P
に
掲
げ
た
力
と

G
P
A
が
ど
う
関
連
し
て
い
る
の
か
」

と
尋
ね
る
と
答
え
に
詰
ま
る
大
学
、
あ

る
い
は
、
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
や
学
生
調

査
な
ど
で
学
生
の
成
長
実
感
を
確
認
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
査
項
目

が
D
P
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
な
い
大

学
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た

実
態
か
ら
、
ま
だ
改
善
の
余
地
が
大
い

に
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　2
0
2
5
年
度
か
ら
第
４
期
認
証
評

価
が
始
ま
り
ま
す
。
当
協
会
で
も
審
議

を
重
ね
、
６
つ
の
改
定
方
針
を
ま
と
め

ま
し
た
【
図
表
１
】。
こ
の
う
ち
①
〜

③
は
、
評
価
の
内
容
に
関
す
る
も
の
で

す
。　「①

学
修
成
果
を
基
軸
に
据
え
た
内

部
質
保
証
の
重
視
と
そ
の
実
質
性
を
問

う
評
価
」
で
は
、
特
に
学
生
の
学
修
の

進
捗
の
把
握
、
学
修
管
理
を
大
学
に

し
っ
か
り
求
め
て
い
く
方
針
で
す
。
こ

の
発
想
に
至
っ
た
き
っ
か
け
は
、
コ
ロ

ナ
禍
で
す
。
感
染
拡
大
時
、
授
業
は
一

斉
に
オ
ン
ラ
イ
ン
に
切
り
替
わ
り
ま
し

た
。
学
生
は
与
え
ら
れ
た
課
題
に
、
教

員
の
目
の
届
か
な
い
自
宅
で
1
人
で
取

り
組
む
と
い
う
状
況
下
で
、
学
生
の
学

修
の
進
度
を
十
分
に
捉
え
ら
れ
て
い
な

い
大
学
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　当
協
会
は
こ
れ
ま
で
は
教
育
課
程
や

授
業
科
目
、
授
業
形
態
と
い
っ
た
教
育

の
し
く
み
に
関
し
て
、
教
育
・
学
修
に

つ
い
て
の
評
価
項
目
と
し
て
見
て
き
ま

し
た
が
、
今
後
は
そ
れ
に
加
え
、
学
生

の
学
修
の
側
面
、
つ
ま
り
、
学
修
の
進

捗
状
況
や
学
生
の
理
解
度
、
達
成
を
確

認
で
き
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
管
理
も

重
視
す
る
意
向
で
す
。
こ
う
し
た
大
学

側
の
取
り
組
み
が
内
部
質
保
証
シ
ス
テ

ム
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
す
な
わ
ち
、
大
学
自
身
が
学
修
成

果
と
は
何
か
を
明
確
に
し
て
、
そ
の
修

得
に
結
び
付
く
教
育
・
学
修
活
動
を
実

質
化
さ
せ
る
、
そ
し
て
、
学
修
成
果
を

測
定
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
教
育
改
善

に
つ
な
げ
る
プ
ロ
セ
ス
が
、
よ
り
重
要

だ
と
考
え
ま
す
。

　「②
大
学
の
取
り
組
み
の
有
効
性
・

達
成
度
を
重
視
す
る
評
価
」に
関
し
て
、

こ
れ
ま
で
認
証
評
価
で
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
イ
ン
プ
ッ
ト
（
教
育
環
境
や

施
設
・
設
備
が
整
っ
て
い
る
か
）
や
プ

ロ
セ
ス
（
そ
の
環
境
下
で
ど
の
よ
う
な

活
動
を
行
っ
て
い
る
か
）
を
中
心
に
評

価
し
て
き
ま
し
た
。
今
後
は
ア
ウ
ト
カ

ム
、
例
え
ば
F
D
の
実
施
回
数
で
は
な

く
、
そ
れ
ら
が
授
業
改
善
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
点
も
見

る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
今
後
は
、

イ
ン
プ
ッ
ト
、
プ
ロ
セ
ス
、
ア
ウ
ト
カ

ム
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
評
価
が
重
要

と
な
り
ま
す
。

　「③
オ
ン
ラ
イ
ン
教
育
の
動
向
を
踏

ま
え
た
評
価
」
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環

境
や
I
C
T
機
器
の
整
備
と
活
用
の
促

進
状
況
、
学
生
や
教
職
員
の
情
報
倫
理

の
確
立
と
い
っ
た
点
を
見
ま
す
。

　④
〜
⑥
は
、
評
価
の
方
法
に
関
す
る

も
の
で
す
。「
④
学
生
の
意
見
を
取
り

入
れ
た
評
価
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま

で
も
実
地
調
査
時
に
学
生
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
実
施
し
、
自
学
の
特
徴
や
長

所
、
課
題
・
問
題
点
な
ど
の
聞
き
取
り

を
し
て
い
ま
し
た
が
、
よ
り
幅
広
く
学

生
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
工
夫
を
設
け

ま
す
。
具
体
的
な
方
法
は
ま
だ
検
討
段

階
で
す
が
、
全
学
生
に
対
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　「⑤
特
色
あ
る
取
り
組
み
の
評
価
」

で
は
、
現
在
、
当
協
会
で
は
長
所
と
し

た
大
学
の
取
り
組
み
を
サ
イ
ト
上
で
検

索
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
が
、
長

所
や
特
色
を
さ
ら
に
取
り
上
げ
、
こ
う

し
た
優
良
事
例
を
大
学
間
で
共
有
す
る

し
く
み
を
検
討
し
ま
す
。

　「⑥
効
果
的
・
効
率
的
な
評
価
の
実

施
」
に
つ
い
て
は
、
47
の
評
価
項
目
を

34
項
目
に
統
合
し
、
負
担
を
軽
減
す
る

予
定
で
す
。

　

　大
学
設
置
基
準
が
2
0
2
2
年
秋
に

改
正
さ
れ
ま
し
た
。
弾
力
化
さ
れ
、
自

由
度
が
高
ま
る
反
面
、
認
証
評
価
の
役

割
と
責
任
は
増
し
て
い
ま
す
。
特
に
、

第
4
期
で
重
視
す
る
の
は

学
修
の
進
捗
把
握
・
管
理

ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
が
認
め
ら

れ
る
基
幹
教
員
に
関
し
て
は
、
複
数
大

学
で
の
教
育
活
動
の
負
担
に
関
し
て
、

ど
う
管
理
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　学
生
の
学
修
成
果
を
上
げ
る
に
は
、

「
今
、
な
さ
れ
て
い
る
教
育
の
学
修
成

果
と
は
何
か
」
を
、
教
員
・
学
生
双
方

が
意
識
し
て
お
く
こ
と
が
肝
心
で
す
。

教
員
は
、
D
P
に
ひ
も
づ
く
学
修
成
果

と
自
身
が
提
供
す
る
教
育
を
連
動
さ
せ

る
べ
き
で
、
学
生
も
ま
た
、
こ
の
教
育

を
受
け
て
何
を
身
に
付
け
る
の
か
を
意

識
し
て
お
く
こ
と
が
、
成
長
に
は
欠
か

せ
な
い
で
し
ょ
う
。

　学
修
者
本
位
と
い
う
観
点
で
は
、
学

生
が
質
保
証
に
関
与
す
る
し
く
み
を
設

け
て
い
る
国
も
あ
り
ま
す
。
今
後
、
内

部
質
保
証
の
中
で
学
生
が
ど
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
せ
る
の
か
も
検
討
し
て
い

き
ま
す
。
F
D
に
参
加
す
る
な
ど
、
教

育
の
質
の
向
上
に
学
生
が
関
わ
る
の
は

よ
い
こ
と
で
す
が
、
加
え
て
、
教
育
・

学
修
に
還
流
で
き
る
し
く
み
、
つ
ま
り

学
生
の
成
長
に
つ
な
が
る
参
画
の
あ
り

方
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。
第
４
期
ス

タ
ー
ト
時
に
は
間
に
合
わ
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
学
生
の
関
わ
り
方
を
示

し
て
い
き
た
い
考
え
で
す
。

大学基準協会 常務理事／事務局長

工藤 潤
くどうじゅん●1988年大学基準
協会入職。大学評価・研究部長を
経て、2012年事務局長。2023年
7月から現職。

認証評価機関に聞く！
第４期の強化ポイント大学基準協会

学
生
が
関
与
し
、成
長
す
る

し
く
み
づ
く
り
を

【図表1】第４期認証評価（2025～2031年度）の改定方針

学修成果を基軸に据えた内部質保証
の重視とその実質性を問う評価

❹学生の意見を取り入れた評価

～（略）内部質保証の主要な要素は、教育の企画・設計から運用、検証、改善・向上に至る教育及び学習の適切性を確保するための一連の活動で
ある。そのなかでは、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方針をまず設定するとともに、教育・学習の内容方法等の設計
や運用において全学的に必要な措置をとっていくことが求められる。また、理念・目的、３つの方針等に照らした教育活動の有効性の検証と、その検
証結果を踏まえた改善・向上を恒常的・継続的に行うことが必要である。こうした営みを通じて、大学は、学生の学習成果の達成を目指した教育が期
待される水準を維持できるようにし、さらにその適切性を説明し証明していかなければならない。そのため、全学内部質保証推進組織は、学部、研究科
その他の組織において内部質保証に係る取り組みが十全に行われるとともに、大学の理念・目的が実現できるよう、必要な措置を講じる必要がある。

～（略）教育研究活動に係る情報を公表する一環において、大学は、学生の学習実態、学習上の成果に関する情報の公表を行い、社会からの理解
を得るよう努めなければならない。

大学は、その理念・目的を実現するため、学生に達成を期待する学習成果を設定するとともに、学生が社会において能力を発揮していけるよう、教
育を組織的かつ効果的に構築・展開する必要がある。そのため、まず、授与する学位ごとに、修得すべき知識、技能、態度など当該学位にふさわし
い学習成果を示した学位授与方針を定め、公表しなければならない。

～（略）大学は、教育課程の編成・実施方針に基づき、学習成果の達成につながるような様々な措置を講じなければならない。この一環として大学
は、適切なシラバスを作成するほか、授業形態や内容、方法に工夫を凝らすとともに、学生が意欲的かつ主体的、効果的に学習を進め、期待される
成果を修めることができるように、学習状況の把握や指導、支援等を十分に行う必要がある。

【図表2】「大学基準の解説」の主な変更点（抜粋）

【基準２】内部質保証について

【基準４】 教育・学習について（現：教育課程・学習効果について）

大学の取り組みの有効性・
達成度を重視する評価

オンライン教育の動向を
踏まえた評価

❺特色ある取り組みの評価 ❻効果的・効率的な評価の実施

❶ ❷ ❸
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特集  学修者本位の大学のつくり方

取材・文／本間学　撮影／亀井宏昭

　近
年
、
各
大
学
で
「
学
修
者
本
位
の

教
育
の
実
現
」
に
向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

進
捗
を
把
握
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、

認
証
評
価
に
お
け
る
学
修
成
果
に
関
す

る
評
価
結
果
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
。

　当
協
会
が
点
検
・
評
価
項
目
で
学
修

成
果
を
重
視
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た

の
は
、
第
２
期
（
2
0
1
1
年
度
〜
）

で
す
。こ
の
期
間
は
、学
修
成
果
を
し
っ

か
り
測
定
す
る
た
め
の
指
標
・
方
法
の

開
発
を
大
学
に
求
め
ま
し
た
。

　第
３
期
（
2
0
1
8
年
度
〜
）
は
こ

れ
を
一
歩
進
め
て
、
測
定
結
果
を
教
育

ブ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
善
等
に
生
か
す
し
く

み
の
構
築
を
求
め
て
い
ま
す
。
第
３
期

の
評
価
結
果
を
振
り
返
る
と
、
２
０
１

８
年
度
は
受
審
大
学
の
81
％
に
学
修
成

果
に
つ
い
て
の
改
善
課
題
が
付
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
徐
々
に
改
善
さ
れ
て
い

き
、
2
0
2
2
年
度
に
は
44
％
ま
で
下

が
っ
て
い
ま
す
。
各
大
学
で
学
修
成
果

の
把
握
・
評
価
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

　し
か
し
、
依
然
と
し
て
４
割
以
上
の

大
学
が
改
善
課
題
を
付
さ
れ
て
い
る
の

も
事
実
で
す
。
こ
れ
ら
の
大
学
で
は
、

「
D
P
に
示
し
た
力
を
学
生
が
獲
得
し

て
い
る
の
か
、
適
切
に
測
る
方
法
が
用

い
ら
れ
て
い
な
い
」
ケ
ー
ス
が
多
く
見

学
修
成
果
の
把
握
は
進
む
も

D
P
と
の
関
連
付
け
に
課
題
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※下線は変更箇所

学修成果を基軸にした
内部質保証の実質化を

ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
学
修
成
果
の
測

定
方
法
と
し
て
G
P
A
が
よ
く
用
い
ら

れ
ま
す
が
、「
D
P
に
掲
げ
た
力
と

G
P
A
が
ど
う
関
連
し
て
い
る
の
か
」

と
尋
ね
る
と
答
え
に
詰
ま
る
大
学
、
あ

る
い
は
、
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
や
学
生
調

査
な
ど
で
学
生
の
成
長
実
感
を
確
認
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
調
査
項
目

が
D
P
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
な
い
大

学
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た

実
態
か
ら
、
ま
だ
改
善
の
余
地
が
大
い

に
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　2
0
2
5
年
度
か
ら
第
４
期
認
証
評

価
が
始
ま
り
ま
す
。
当
協
会
で
も
審
議

を
重
ね
、
６
つ
の
改
定
方
針
を
ま
と
め

ま
し
た
【
図
表
１
】。
こ
の
う
ち
①
〜

③
は
、
評
価
の
内
容
に
関
す
る
も
の
で

す
。　「①

学
修
成
果
を
基
軸
に
据
え
た
内

部
質
保
証
の
重
視
と
そ
の
実
質
性
を
問

う
評
価
」
で
は
、
特
に
学
生
の
学
修
の

進
捗
の
把
握
、
学
修
管
理
を
大
学
に

し
っ
か
り
求
め
て
い
く
方
針
で
す
。
こ

の
発
想
に
至
っ
た
き
っ
か
け
は
、
コ
ロ

ナ
禍
で
す
。
感
染
拡
大
時
、
授
業
は
一

斉
に
オ
ン
ラ
イ
ン
に
切
り
替
わ
り
ま
し

た
。
学
生
は
与
え
ら
れ
た
課
題
に
、
教

員
の
目
の
届
か
な
い
自
宅
で
1
人
で
取

り
組
む
と
い
う
状
況
下
で
、
学
生
の
学

修
の
進
度
を
十
分
に
捉
え
ら
れ
て
い
な

い
大
学
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　当
協
会
は
こ
れ
ま
で
は
教
育
課
程
や

授
業
科
目
、
授
業
形
態
と
い
っ
た
教
育

の
し
く
み
に
関
し
て
、
教
育
・
学
修
に

つ
い
て
の
評
価
項
目
と
し
て
見
て
き
ま

し
た
が
、
今
後
は
そ
れ
に
加
え
、
学
生

の
学
修
の
側
面
、
つ
ま
り
、
学
修
の
進

捗
状
況
や
学
生
の
理
解
度
、
達
成
を
確

認
で
き
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
管
理
も

重
視
す
る
意
向
で
す
。
こ
う
し
た
大
学

側
の
取
り
組
み
が
内
部
質
保
証
シ
ス
テ

ム
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
す
な
わ
ち
、
大
学
自
身
が
学
修
成

果
と
は
何
か
を
明
確
に
し
て
、
そ
の
修

得
に
結
び
付
く
教
育
・
学
修
活
動
を
実

質
化
さ
せ
る
、
そ
し
て
、
学
修
成
果
を

測
定
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
教
育
改
善

に
つ
な
げ
る
プ
ロ
セ
ス
が
、
よ
り
重
要

だ
と
考
え
ま
す
。

　「②
大
学
の
取
り
組
み
の
有
効
性
・

達
成
度
を
重
視
す
る
評
価
」に
関
し
て
、

こ
れ
ま
で
認
証
評
価
で
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
イ
ン
プ
ッ
ト
（
教
育
環
境
や

施
設
・
設
備
が
整
っ
て
い
る
か
）
や
プ

ロ
セ
ス
（
そ
の
環
境
下
で
ど
の
よ
う
な

活
動
を
行
っ
て
い
る
か
）
を
中
心
に
評

価
し
て
き
ま
し
た
。
今
後
は
ア
ウ
ト
カ

ム
、
例
え
ば
F
D
の
実
施
回
数
で
は
な

く
、
そ
れ
ら
が
授
業
改
善
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
点
も
見

る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
今
後
は
、

イ
ン
プ
ッ
ト
、
プ
ロ
セ
ス
、
ア
ウ
ト
カ

ム
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
評
価
が
重
要

と
な
り
ま
す
。

　「③
オ
ン
ラ
イ
ン
教
育
の
動
向
を
踏

ま
え
た
評
価
」
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環

境
や
I
C
T
機
器
の
整
備
と
活
用
の
促

進
状
況
、
学
生
や
教
職
員
の
情
報
倫
理

の
確
立
と
い
っ
た
点
を
見
ま
す
。

　④
〜
⑥
は
、
評
価
の
方
法
に
関
す
る

も
の
で
す
。「
④
学
生
の
意
見
を
取
り

入
れ
た
評
価
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま

で
も
実
地
調
査
時
に
学
生
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
実
施
し
、
自
学
の
特
徴
や
長

所
、
課
題
・
問
題
点
な
ど
の
聞
き
取
り

を
し
て
い
ま
し
た
が
、
よ
り
幅
広
く
学

生
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
工
夫
を
設
け

ま
す
。
具
体
的
な
方
法
は
ま
だ
検
討
段

階
で
す
が
、
全
学
生
に
対
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
な
ど
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　「⑤
特
色
あ
る
取
り
組
み
の
評
価
」

で
は
、
現
在
、
当
協
会
で
は
長
所
と
し

た
大
学
の
取
り
組
み
を
サ
イ
ト
上
で
検

索
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
が
、
長

所
や
特
色
を
さ
ら
に
取
り
上
げ
、
こ
う

し
た
優
良
事
例
を
大
学
間
で
共
有
す
る

し
く
み
を
検
討
し
ま
す
。

　「⑥
効
果
的
・
効
率
的
な
評
価
の
実

施
」
に
つ
い
て
は
、
47
の
評
価
項
目
を

34
項
目
に
統
合
し
、
負
担
を
軽
減
す
る

予
定
で
す
。

　

　大
学
設
置
基
準
が
2
0
2
2
年
秋
に

改
正
さ
れ
ま
し
た
。
弾
力
化
さ
れ
、
自

由
度
が
高
ま
る
反
面
、
認
証
評
価
の
役

割
と
責
任
は
増
し
て
い
ま
す
。
特
に
、

第
4
期
で
重
視
す
る
の
は

学
修
の
進
捗
把
握
・
管
理

ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
が
認
め
ら

れ
る
基
幹
教
員
に
関
し
て
は
、
複
数
大

学
で
の
教
育
活
動
の
負
担
に
関
し
て
、

ど
う
管
理
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　学
生
の
学
修
成
果
を
上
げ
る
に
は
、

「
今
、
な
さ
れ
て
い
る
教
育
の
学
修
成

果
と
は
何
か
」
を
、
教
員
・
学
生
双
方

が
意
識
し
て
お
く
こ
と
が
肝
心
で
す
。

教
員
は
、
D
P
に
ひ
も
づ
く
学
修
成
果

と
自
身
が
提
供
す
る
教
育
を
連
動
さ
せ

る
べ
き
で
、
学
生
も
ま
た
、
こ
の
教
育

を
受
け
て
何
を
身
に
付
け
る
の
か
を
意

識
し
て
お
く
こ
と
が
、
成
長
に
は
欠
か

せ
な
い
で
し
ょ
う
。

　学
修
者
本
位
と
い
う
観
点
で
は
、
学

生
が
質
保
証
に
関
与
す
る
し
く
み
を
設

け
て
い
る
国
も
あ
り
ま
す
。
今
後
、
内

部
質
保
証
の
中
で
学
生
が
ど
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
せ
る
の
か
も
検
討
し
て
い

き
ま
す
。
F
D
に
参
加
す
る
な
ど
、
教

育
の
質
の
向
上
に
学
生
が
関
わ
る
の
は

よ
い
こ
と
で
す
が
、
加
え
て
、
教
育
・

学
修
に
還
流
で
き
る
し
く
み
、
つ
ま
り

学
生
の
成
長
に
つ
な
が
る
参
画
の
あ
り

方
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。
第
４
期
ス

タ
ー
ト
時
に
は
間
に
合
わ
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
学
生
の
関
わ
り
方
を
示

し
て
い
き
た
い
考
え
で
す
。

大学基準協会 常務理事／事務局長

工藤 潤
くどうじゅん●1988年大学基準
協会入職。大学評価・研究部長を
経て、2012年事務局長。2023年
7月から現職。

認証評価機関に聞く！
第４期の強化ポイント大学基準協会

学
生
が
関
与
し
、成
長
す
る

し
く
み
づ
く
り
を

【図表1】第４期認証評価（2025～2031年度）の改定方針

学修成果を基軸に据えた内部質保証
の重視とその実質性を問う評価

❹学生の意見を取り入れた評価

～（略）内部質保証の主要な要素は、教育の企画・設計から運用、検証、改善・向上に至る教育及び学習の適切性を確保するための一連の活動で
ある。そのなかでは、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方針をまず設定するとともに、教育・学習の内容方法等の設計
や運用において全学的に必要な措置をとっていくことが求められる。また、理念・目的、３つの方針等に照らした教育活動の有効性の検証と、その検
証結果を踏まえた改善・向上を恒常的・継続的に行うことが必要である。こうした営みを通じて、大学は、学生の学習成果の達成を目指した教育が期
待される水準を維持できるようにし、さらにその適切性を説明し証明していかなければならない。そのため、全学内部質保証推進組織は、学部、研究科
その他の組織において内部質保証に係る取り組みが十全に行われるとともに、大学の理念・目的が実現できるよう、必要な措置を講じる必要がある。

～（略）教育研究活動に係る情報を公表する一環において、大学は、学生の学習実態、学習上の成果に関する情報の公表を行い、社会からの理解
を得るよう努めなければならない。

大学は、その理念・目的を実現するため、学生に達成を期待する学習成果を設定するとともに、学生が社会において能力を発揮していけるよう、教
育を組織的かつ効果的に構築・展開する必要がある。そのため、まず、授与する学位ごとに、修得すべき知識、技能、態度など当該学位にふさわし
い学習成果を示した学位授与方針を定め、公表しなければならない。

～（略）大学は、教育課程の編成・実施方針に基づき、学習成果の達成につながるような様々な措置を講じなければならない。この一環として大学
は、適切なシラバスを作成するほか、授業形態や内容、方法に工夫を凝らすとともに、学生が意欲的かつ主体的、効果的に学習を進め、期待される
成果を修めることができるように、学習状況の把握や指導、支援等を十分に行う必要がある。

【図表2】「大学基準の解説」の主な変更点（抜粋）

【基準２】内部質保証について

【基準４】 教育・学習について（現：教育課程・学習効果について）

大学の取り組みの有効性・
達成度を重視する評価

オンライン教育の動向を
踏まえた評価

❺特色ある取り組みの評価 ❻効果的・効率的な評価の実施

❶ ❷ ❸
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内部質保証の視点に
学生・学外関係者の声を

取材・文／本間学　撮影／亀井宏昭

　「学
修
者
本
位
の
教
育
」
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
見
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
評
価
機
関
と
し
て
は
「
学
修
者
本

位
の
教
育
」
の
定
義
を
定
め
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
大
学
自
身
が
考
え
る
べ

き
も
の
で
あ
り
、
評
価
機
関
は
「
計
画

ど
お
り
に
実
行
し
て
い
る
か
」
を
確
認

す
る
役
目
だ
か
ら
で
す
。
近
年
、
問
題

だ
と
感
じ
る
の
は
、
文
科
省
の
施
策
に

と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
、
自
学
が
め
ざ
す
べ

き「
学
修
者
本
位
の
教
育
」の
姿
を
し
っ

か
り
定
め
て
い
な
い
大
学
が
見
ら
れ
る

こ
と
で
す
。
学
内
で
、
自
学
の
特
色
を

打
ち
出
し
た
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
も
っ
と
踏
み
込
ん
で
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　折
し
も
大
学
設
置
基
準
が
改
正
さ

れ
、
大
学
の
裁
量
で
決
め
ら
れ
る
範
囲

が
広
が
り
ま
し
た
。
各
大
学
が
自
学
の

特
色
を
ふ
ま
え
て
思
い
切
っ
た
形
で
教

育
を
捉
え
直
し
、
そ
れ
を
文
科
省
に
認

め
て
も
ら
う
よ
う
な
動
き
が
盛
ん
に
な

る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　大
学
が
主
体
的
に
自
学
に
お
け
る

「
学
修
者
本
位
の
教
育
」
を
考
え
る
た

め
に
は
、
や
は
り
、
教
育
の
受
け
手
で

あ
る
学
生
の
声
を
聞
き
、
そ
れ
を
受
け

止
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
当
機
構
も

大
学
か
ら
研
修
等
に
招
か
れ
、
内
部
質

保
証
や
学
修
成
果
に
つ
い
て
説
明
す
る

〝
学
修
者
本
位
〞の
あ
り
方
は

大
学
自
身
が
考
え
る
べ
き
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機
会
が
た
び
た
び
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

際
に
伝
え
て
い
る
の
は
、「
内
部
質
保

証
で
あ
れ
、
学
修
成
果
で
あ
れ
、
誰
に

対
し
て
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
く
て
は

い
け
な
い
の
か
を
考
え
る
」
と
い
う
こ

と
。説
明
責
任
を
果
た
す
べ
き
対
象
は
、

認
証
評
価
機
関
で
は
な
く
、
教
育
の
受

け
手
で
あ
る
学
生
で
す
。
皆
さ
ん
は
学

生
に
対
し
て
、
自
学
の
内
部
質
保
証
の

質
や
学
修
成
果
を
理
解
し
や
す
い
形
で

説
明
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

　ま
た
、
学
生
の
目
線
に
立
て
ば
、
特

に
、  

D
P
の
理
解
度
を
高
め
る
工
夫
が

必
要
で
す
。
そ
も
そ
も
、入
学
時
に「
こ

れ
か
ら
自
分
は
何
を
学
び
、
４
年
後
に

ど
う
い
う
人
間
に
な
っ
て
い
く
べ
き
な

の
か
」
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
け
れ
ば
、

適
切
な
科
目
履
修
す
ら
難
し
い
で
し
ょ

う
。
初
年
次
に
建
学
の
精
神
や
D
P
、

学
修
成
果
に
つ
い
て
、
半
期
程
度
か
け

て
学
ぶ
授
業
を
設
け
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　D
P
と
、
そ
れ
に
ひ
も
づ
く
学
修
成

果
を
認
識
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
、
学

生
だ
け
で
な
く
教
員
に
も
言
え
ま
す
。

教
員
が
「
こ
の
授
業
で
は
、
D
P
に
掲

げ
る
○
○
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
」
と

意
識
し
て
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
重

要
な
の
で
す
。
し
か
し
、Ｄ
Ｐ
の
多
く

が
抽
象
的
な
文
言
で
示
さ
れ
、加
え
て
、

大
学
の
規
模
や
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
似

た
よ
う
な
ス
キ
ル
や
能
力
が
設
定
さ
れ

て
い
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
全

て
の
大
学
が
、
幅
広
い
能
力
を
高
い
レ

ベ
ル
で
身
に
付
け
て
い
る
〝
オ
ー
ル
マ

イ
テ
ィ
学
生
〞
を
育
て
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
D
P
を
も
っ
と
細
分

化
し
て
、
自
学
の
特
色
が
出
て
い
る
部

分
や
、
教
育
成
果
と
し
て
確
実
に
測
れ

る
部
分
を
絞
り
込
み
、
再
構
築
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　D
P
が
抽
象
的
な
場
合
、
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
に
も
問
題
が
生
じ
ま
す
。例
え
ば
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
直
す
際
、
本
来
で

あ
れ
ば
D
P
か
ら
C
P
を
導
き
出
し
、

科
目
を
精
選
す
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
、

教
員
数
削
減
が
難
し
い
こ
と
も
あ
り
、

「
こ
の
先
生
の
担
当
科
目
を
ど
う
配
置

す
る
か
」
な
ど
、〝
教
員
本
位
〞
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
再
編
に
な
り
が
ち
で
す
。

３
ポ
リ
シ
ー
と
学
修
成
果
を
根
本
的
に

整
理
し
な
い
ま
ま
だ
と
、
ポ
リ
シ
ー
と

実
態
が
乖
離
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　ま
た
、
履
修
モ
デ
ル
を
示
す
大
学
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
必
要
が

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
科
目
が
D
P
に

ひ
も
づ
い
て
精
査
さ
れ
て
い
な
い
た
め

に
学
生
か
ら
見
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
わ

か
り
づ
ら
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
別
の
観
点
で
は
、「
履

修
モ
デ
ル
に
書
い
て
あ
る
と
お
り
に
科

目
を
選
択
す
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
卒
業

で
き
る
」
と
、
学
生
が
深
く
考
え
ず
に

履
修
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
学
生
自

身
が
主
体
的
に
「
何
を
身
に
付
け
る
た

め
に
、
ど
の
科
目
を
学
ぶ
の
か
」
を
意

識
し
な
く
な
る
懸
念
が
あ
り
ま
す
。

　こ
の
よ
う
な
問
題
を
避
け
る
た
め
、

職
員
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
関
わ
る

の
も
一
つ
の
方
法
で
す
。
学
部
・
学
科

の
教
育
内
容
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
職

員
と
、
学
部
長
・
学
科
長
が
協
力
し
て

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
直
し
、
そ
こ
に
教

員
を
配
置
し
て
い
く
と
、
学
生
の
成
長

を
起
点
と
し
た
改
革
に
な
り
や
す
い
で

し
ょ
う
。

　2
0
2
5
年
度
か
ら
認
証
評
価
の
第

４
期
が
始
ま
り
ま
す
。
新
し
い
評
価
シ

ス
テ
ム
が
め
ざ
す
方
向
性
は
７
つ
【
上

図
】。
重
視
す
る
の
は
内
部
質
保
証
の

実
質
化
で
す
。
学
生
を
は
じ
め
、
高
校

や
企
業
、
地
方
公
共
団
体
等
、
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
の
意
見
を
内
部
質
保
証
に

取
り
入
れ
る
工
夫
を
求
め
る
予
定
で

す
。
加
え
て
、
大
学
の
特
色
の
進
展
に

資
す
る
評
価
を
よ
り
強
化
し
て
い
き
ま

す
。
例
え
ば
、
自
己
点
検
評
価
書
を
見

直
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
法
令
遵
守
の
観
点
が
強
か
っ

た
の
で
す
が
、
第
４
期
か
ら
は
「
成
果

が
出
て
い
る
取
組
み
」
を
大
学
に
記
述

抽
象
的
な
D
P
で
は

学
修
成
果
を
測
れ
な
い

大
学
運
営
の
面
で
も

学
生
が
活
躍
で
き
る
場
を

し
て
も
ら
い
、
自
学
の
強
み
を
意
識
で

き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　ま
た
、
認
証
評
価
の
結
果
を
大
学
自

身
が
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
周
知
す
る

よ
う
促
し
て
い
き
ま
す
。
現
状
は
、
自

学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
「
評
価
を
受
け

た
結
果
、
適
合
で
し
た
」
と
報
告
す
る

だ
け
の
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
今

後
は
、
大
学
説
明
会
等
で
受
験
生
や
そ

の
保
護
者
に
評
価
さ
れ
た
内
容
を
説
明

し
た
り
、広
報
誌
に
掲
載
し
た
り
し
て
、

優
れ
た
点
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
は
ど
う
で

し
ょ
う
。
自
学
の
取
り
組
み
の
認
知
を

高
め
る
こ
と
に
、
積
極
的
に
評
価
結
果

を
活
用
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　設
置
基
準
の
改
正
は
、
自
学
の
教
育

の
あ
り
方
を
見
直
し
、
改
革
を
推
進
す

る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
ぜ
ひ
、
学
生
の
声

に
耳
を
傾
け
、
学
修
者
本
位
の
教
育
へ

の
転
換
を
図
っ
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
自

学
の
学
生
を
知
る
と
い
う
意
味
で
は
、

例
え
ば
、
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
学
生
が
働

け
る
場
を
設
け
て
、
大
学
の
運
営
に
関

わ
っ
て
も
ら
う
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

大
学
と
の
接
点
が
増
え
れ
ば
、「
も
っ

と
こ
う
し
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
意
見
が
学
生
か
ら
出
て
き
や
す

く
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
学
生
の
帰
属

意
識
が
高
ま
り
、
教
職
員
と
の
信
頼
関

係
も
深
ま
る
で
し
ょ
う
。
自
学
に
合
っ

た
形
で
、
学
生
参
画
の
し
く
み
を
取
り

入
れ
る
大
学
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
ま
す
。

日本高等教育評価機構 常務理事 事務局長

伊藤 敏弘
いとうとしひろ●日本私立大学協会、同協会附
置私学高等教育研究所主任などを経て、2005年
日本高等教育評価機構入職。評価事業部長、評
価研究部長を務め、2020年から現職。

日本高等教育評価機構
第4期評価システムでめざすこと

１ 内部質保証の実質化を促進する

２ 文部科学省の提言等との整合性を取る

３ 大学の特色の進展に資する評価を更に強化する

４ 大学が社会の支持を得るための支援を強化する
　 ※「社会に開かれた質保証の実現」

５ 評価方法を効率化する

６ 大学、評価員双方の負担を軽減する

７ 評価校へのフォローアップのシステム化

①研修会の開催、解説資料の公開などの啓発活動
②評価基準で内部質保証を明確化
③てびきの工夫
④自己点検評価書の様式の変更

審議まとめ、設置基準の改正、私学法の改正など

自己点検評価書に「成果が出ている取組み」（優れた点）
などを記述する

①大学がステークホルダーに評価結果などを周知するよう促す
②高校、地方公共団体、民間企業などの意見聴取をすることを加える
③評価報告書の様式を工夫する
④評価結果の公表方法の検討

スケジュールの見直し（実地調査の期間など）

①提出資料のデータ化（データ編、資料編）
②提出資料の精選
③公開情報はURLの提示に代替

フォローアップシステムの更なる強化 

特集  学修者本位の大学のつくり方

認証評価機関に聞く！
第４期の強化ポイント
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内部質保証の視点に
学生・学外関係者の声を

取材・文／本間学　撮影／亀井宏昭

　「学
修
者
本
位
の
教
育
」
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
見
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
評
価
機
関
と
し
て
は
「
学
修
者
本

位
の
教
育
」
の
定
義
を
定
め
て
い
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
大
学
自
身
が
考
え
る
べ

き
も
の
で
あ
り
、
評
価
機
関
は
「
計
画

ど
お
り
に
実
行
し
て
い
る
か
」
を
確
認

す
る
役
目
だ
か
ら
で
す
。
近
年
、
問
題

だ
と
感
じ
る
の
は
、
文
科
省
の
施
策
に

と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
、
自
学
が
め
ざ
す
べ

き「
学
修
者
本
位
の
教
育
」の
姿
を
し
っ

か
り
定
め
て
い
な
い
大
学
が
見
ら
れ
る

こ
と
で
す
。
学
内
で
、
自
学
の
特
色
を

打
ち
出
し
た
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
も
っ
と
踏
み
込
ん
で
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　折
し
も
大
学
設
置
基
準
が
改
正
さ

れ
、
大
学
の
裁
量
で
決
め
ら
れ
る
範
囲

が
広
が
り
ま
し
た
。
各
大
学
が
自
学
の

特
色
を
ふ
ま
え
て
思
い
切
っ
た
形
で
教

育
を
捉
え
直
し
、
そ
れ
を
文
科
省
に
認

め
て
も
ら
う
よ
う
な
動
き
が
盛
ん
に
な

る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　大
学
が
主
体
的
に
自
学
に
お
け
る

「
学
修
者
本
位
の
教
育
」
を
考
え
る
た

め
に
は
、
や
は
り
、
教
育
の
受
け
手
で

あ
る
学
生
の
声
を
聞
き
、
そ
れ
を
受
け

止
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
当
機
構
も

大
学
か
ら
研
修
等
に
招
か
れ
、
内
部
質

保
証
や
学
修
成
果
に
つ
い
て
説
明
す
る

〝
学
修
者
本
位
〞の
あ
り
方
は

大
学
自
身
が
考
え
る
べ
き
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機
会
が
た
び
た
び
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

際
に
伝
え
て
い
る
の
は
、「
内
部
質
保

証
で
あ
れ
、
学
修
成
果
で
あ
れ
、
誰
に

対
し
て
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
く
て
は

い
け
な
い
の
か
を
考
え
る
」
と
い
う
こ

と
。説
明
責
任
を
果
た
す
べ
き
対
象
は
、

認
証
評
価
機
関
で
は
な
く
、
教
育
の
受

け
手
で
あ
る
学
生
で
す
。
皆
さ
ん
は
学

生
に
対
し
て
、
自
学
の
内
部
質
保
証
の

質
や
学
修
成
果
を
理
解
し
や
す
い
形
で

説
明
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

　ま
た
、
学
生
の
目
線
に
立
て
ば
、
特

に
、  

D
P
の
理
解
度
を
高
め
る
工
夫
が

必
要
で
す
。
そ
も
そ
も
、入
学
時
に「
こ

れ
か
ら
自
分
は
何
を
学
び
、
４
年
後
に

ど
う
い
う
人
間
に
な
っ
て
い
く
べ
き
な

の
か
」
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
け
れ
ば
、

適
切
な
科
目
履
修
す
ら
難
し
い
で
し
ょ

う
。
初
年
次
に
建
学
の
精
神
や
D
P
、

学
修
成
果
に
つ
い
て
、
半
期
程
度
か
け

て
学
ぶ
授
業
を
設
け
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　D
P
と
、
そ
れ
に
ひ
も
づ
く
学
修
成

果
を
認
識
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
、
学

生
だ
け
で
な
く
教
員
に
も
言
え
ま
す
。

教
員
が
「
こ
の
授
業
で
は
、
D
P
に
掲

げ
る
○
○
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
」
と

意
識
し
て
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
重

要
な
の
で
す
。
し
か
し
、Ｄ
Ｐ
の
多
く

が
抽
象
的
な
文
言
で
示
さ
れ
、加
え
て
、

大
学
の
規
模
や
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
似

た
よ
う
な
ス
キ
ル
や
能
力
が
設
定
さ
れ

て
い
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
全

て
の
大
学
が
、
幅
広
い
能
力
を
高
い
レ

ベ
ル
で
身
に
付
け
て
い
る
〝
オ
ー
ル
マ

イ
テ
ィ
学
生
〞
を
育
て
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
D
P
を
も
っ
と
細
分

化
し
て
、
自
学
の
特
色
が
出
て
い
る
部

分
や
、
教
育
成
果
と
し
て
確
実
に
測
れ

る
部
分
を
絞
り
込
み
、
再
構
築
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　D
P
が
抽
象
的
な
場
合
、
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
に
も
問
題
が
生
じ
ま
す
。例
え
ば
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
直
す
際
、
本
来
で

あ
れ
ば
D
P
か
ら
C
P
を
導
き
出
し
、

科
目
を
精
選
す
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
、

教
員
数
削
減
が
難
し
い
こ
と
も
あ
り
、

「
こ
の
先
生
の
担
当
科
目
を
ど
う
配
置

す
る
か
」
な
ど
、〝
教
員
本
位
〞
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
再
編
に
な
り
が
ち
で
す
。

３
ポ
リ
シ
ー
と
学
修
成
果
を
根
本
的
に

整
理
し
な
い
ま
ま
だ
と
、
ポ
リ
シ
ー
と

実
態
が
乖
離
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　ま
た
、
履
修
モ
デ
ル
を
示
す
大
学
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
必
要
が

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
科
目
が
D
P
に

ひ
も
づ
い
て
精
査
さ
れ
て
い
な
い
た
め

に
学
生
か
ら
見
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
わ

か
り
づ
ら
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
別
の
観
点
で
は
、「
履

修
モ
デ
ル
に
書
い
て
あ
る
と
お
り
に
科

目
を
選
択
す
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
卒
業

で
き
る
」
と
、
学
生
が
深
く
考
え
ず
に

履
修
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
学
生
自

身
が
主
体
的
に
「
何
を
身
に
付
け
る
た

め
に
、
ど
の
科
目
を
学
ぶ
の
か
」
を
意

識
し
な
く
な
る
懸
念
が
あ
り
ま
す
。

　こ
の
よ
う
な
問
題
を
避
け
る
た
め
、

職
員
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
関
わ
る

の
も
一
つ
の
方
法
で
す
。
学
部
・
学
科

の
教
育
内
容
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
職

員
と
、
学
部
長
・
学
科
長
が
協
力
し
て

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
直
し
、
そ
こ
に
教

員
を
配
置
し
て
い
く
と
、
学
生
の
成
長

を
起
点
と
し
た
改
革
に
な
り
や
す
い
で

し
ょ
う
。

　2
0
2
5
年
度
か
ら
認
証
評
価
の
第

４
期
が
始
ま
り
ま
す
。
新
し
い
評
価
シ

ス
テ
ム
が
め
ざ
す
方
向
性
は
７
つ
【
上

図
】。
重
視
す
る
の
は
内
部
質
保
証
の

実
質
化
で
す
。
学
生
を
は
じ
め
、
高
校

や
企
業
、
地
方
公
共
団
体
等
、
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
の
意
見
を
内
部
質
保
証
に

取
り
入
れ
る
工
夫
を
求
め
る
予
定
で

す
。
加
え
て
、
大
学
の
特
色
の
進
展
に

資
す
る
評
価
を
よ
り
強
化
し
て
い
き
ま

す
。
例
え
ば
、
自
己
点
検
評
価
書
を
見

直
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
法
令
遵
守
の
観
点
が
強
か
っ

た
の
で
す
が
、
第
４
期
か
ら
は
「
成
果

が
出
て
い
る
取
組
み
」
を
大
学
に
記
述

抽
象
的
な
D
P
で
は

学
修
成
果
を
測
れ
な
い

大
学
運
営
の
面
で
も

学
生
が
活
躍
で
き
る
場
を

し
て
も
ら
い
、
自
学
の
強
み
を
意
識
で

き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　ま
た
、
認
証
評
価
の
結
果
を
大
学
自

身
が
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
周
知
す
る

よ
う
促
し
て
い
き
ま
す
。
現
状
は
、
自

学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
「
評
価
を
受
け

た
結
果
、
適
合
で
し
た
」
と
報
告
す
る

だ
け
の
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
今

後
は
、
大
学
説
明
会
等
で
受
験
生
や
そ

の
保
護
者
に
評
価
さ
れ
た
内
容
を
説
明

し
た
り
、広
報
誌
に
掲
載
し
た
り
し
て
、

優
れ
た
点
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
は
ど
う
で

し
ょ
う
。
自
学
の
取
り
組
み
の
認
知
を

高
め
る
こ
と
に
、
積
極
的
に
評
価
結
果

を
活
用
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　設
置
基
準
の
改
正
は
、
自
学
の
教
育

の
あ
り
方
を
見
直
し
、
改
革
を
推
進
す

る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
ぜ
ひ
、
学
生
の
声

に
耳
を
傾
け
、
学
修
者
本
位
の
教
育
へ

の
転
換
を
図
っ
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
自

学
の
学
生
を
知
る
と
い
う
意
味
で
は
、

例
え
ば
、
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
学
生
が
働

け
る
場
を
設
け
て
、
大
学
の
運
営
に
関

わ
っ
て
も
ら
う
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

大
学
と
の
接
点
が
増
え
れ
ば
、「
も
っ

と
こ
う
し
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
意
見
が
学
生
か
ら
出
て
き
や
す

く
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
学
生
の
帰
属

意
識
が
高
ま
り
、
教
職
員
と
の
信
頼
関

係
も
深
ま
る
で
し
ょ
う
。
自
学
に
合
っ

た
形
で
、
学
生
参
画
の
し
く
み
を
取
り

入
れ
る
大
学
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
ま
す
。

日本高等教育評価機構 常務理事 事務局長

伊藤 敏弘
いとうとしひろ●日本私立大学協会、同協会附
置私学高等教育研究所主任などを経て、2005年
日本高等教育評価機構入職。評価事業部長、評
価研究部長を務め、2020年から現職。

日本高等教育評価機構
第4期評価システムでめざすこと

１ 内部質保証の実質化を促進する

２ 文部科学省の提言等との整合性を取る

３ 大学の特色の進展に資する評価を更に強化する

４ 大学が社会の支持を得るための支援を強化する
　 ※「社会に開かれた質保証の実現」

５ 評価方法を効率化する

６ 大学、評価員双方の負担を軽減する

７ 評価校へのフォローアップのシステム化

①研修会の開催、解説資料の公開などの啓発活動
②評価基準で内部質保証を明確化
③てびきの工夫
④自己点検評価書の様式の変更

審議まとめ、設置基準の改正、私学法の改正など

自己点検評価書に「成果が出ている取組み」（優れた点）
などを記述する

①大学がステークホルダーに評価結果などを周知するよう促す
②高校、地方公共団体、民間企業などの意見聴取をすることを加える
③評価報告書の様式を工夫する
④評価結果の公表方法の検討

スケジュールの見直し（実地調査の期間など）

①提出資料のデータ化（データ編、資料編）
②提出資料の精選
③公開情報はURLの提示に代替

フォローアップシステムの更なる強化 

特集  学修者本位の大学のつくり方

認証評価機関に聞く！
第４期の強化ポイント
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特集  学修者本位の大学のつくり方

　
　声
を
聞
く
だ
け
で
な
く
、
改
善
に

生
か
す
工
夫
が
大
切
。

　認
証
評
価
で
は
、
第
４
期
か
ら
内
部

質
保
証
に
学
生
の
参
画
が
求
め
ら
れ
る

流
れ
に
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
先
行
事

例
と
し
て
、
今
号
で
取
材
し
た
大
学
の

内
部
質
保
証
の
シ
ス
テ
ム
と
学
生
の
関

与
に
つ
い
て
【
図
表
４
】
に
ま
と
め
た
。

　熊
本
保
健
科
学
大
学
は
、
内
部
質
保

証
の
組
織
で
あ
る
「
大
学
評
価
会
議
」

の
メ
ン
バ
ー
に
学
生
代
表
が
入
り
、
大

学
の
点
検
・
評
価
に
意
見
を
述
べ
る
機

会
が
あ
る
。
任
務
を
担
う
学
生
は
、
学

生
代
表
と
し
て
、
自
分
の
意
見
だ
け
で

な
く
、
学
生
調
査
や
目
安
箱
で
出
た
声

も
含
め
て
大
学
に
要
望
を
伝
え
る
。

　教
育
シ
ス
テ
ム
改
善
の
中
心
に
学
生

を
置
く
の
は
広
島
市
立
大
学
だ
。
卒
業

予
定
者
が
在
学
中
に
履
修
し
た
科
目
を

評
価
す
る
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
」
を
実
施
し
、
内
容
が
重

複
す
る
選
択
科
目
の
見
直
し
を
検
討
す

る
な
ど
、
改
革
に
つ
な
げ
て
い
る
。
茨

城
大
学
で
は
全
学
・
学
部
・
学
科
・
教

員
の
４
階
層
で
質
保
証
に
取
り
組
ん
で

い
る
が
、
議
論
の
ベ
ー
ス
に
な
る
の
が

自
己
評
価
に
よ
る
D
P
達
成
度
、
つ
ま

り
、
学
生
の
成
長
実
感
だ
。
入
学
か
ら

卒
業
ま
で
各
年
次
で
D
P
達
成
度
を
調

査
し
、
そ
れ
に
成
績
評
価
等
の
デ
ー
タ

も
加
え
て
、
各
階
層
で
教
育
の
有
効
性

を
議
論
す
る
。
上
智
大
学
で
も
同
様
に

2
0
2
2
年
度
か
ら
D
P
達
成
度
を
測

定
す
る
学
生
調
査
を
実
施
。
全
学
生
の

D
P
達
成
を
目
標
に
、
学
部
・
学
科
に

結
果
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
改
善
の
検
討
材
料
と
し
て
活

用
を
始
め
て
い
る
。

　学
生
の
活
動
や
意
見
を
授
業
改
善
に

生
か
す
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
東
京
工
芸
大

学
は
、
学
生
F
D
委
員
と
の
意
見
交
換

会
を
年
１
度
開
催
。
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト

を
ベ
ー
ス
に
学
生
か
ら
よ
り
詳
細
な
意

見
を
聞
く
機
会
を
設
け
て
い
る
。
学
生

F
D
委
員
の
意
見
が
き
っ
か
け
で
、
遠

隔
授
業
の
運
営
が
改
善
さ
れ
た
。
成
城

大
学
で
は
学
生
同
士
の
学
び
合
い
、
助

け
合
い
を
促
進
す
る
「
ピ
ア
チ
ュ
ー

タ
ー
制
度
」
を
設
け
、
学
生
が
授
業
サ

ポ
ー
ト
や
時
間
割
作
成
の
相
談
等
に
あ

た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
動
の
中
で

得
た
学
生
の
声
を
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や

授
業
改
善
の
参
考
に
し
て
い
る
。

　学
修
者
本
意
の
内
部
質
保
証
に
お
い

て
は
、
し
く
み
を
「
設
け
る
」
だ
け
で

な
く
、「
機
能
さ
せ
る
」こ
と
が
重
要
だ
。

学
生
の
声
を
聞
く
だ
け
で
な
く
、
改
善

の
サ
イ
ク
ル
に
ど
う
位
置
付
け
、
ど
う

活
用
す
る
の
か
を
検
討
す
る
べ
き
だ
ろ

う
。
大
学
側
に
は
、
学
生
を
大
学
づ
く

り
の
当
事
者
と
し
て
位
置
付
け
、
学
生

目
線
で
の
よ
り
よ
い
教
育
を
追
求
し
て

い
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

25 No.310 24No.310

※大学概要は学部のみ記載しています。

【図表4】学修者本位の内部質保証取り組み例 

熊本保健科学大学広島市立大学成城大学茨城大学 上智大学 東京工芸大学

▶大学評価会議の構成員として学生代表が参画。
▶学生代表は自らの意見だけでなく、全学生に毎年度実
施している「学修行動調査」に記載された意見や、学生
の意見を広く集約するために設置された「目安箱」に寄せ
られた意見を基に、大学に対する意見・要望を伝える。大
学側は必要に応じて随時改善を行う。
▶大学の執行部と学生代表（５人程度）が話し合う「意
見交換会」を実施。

▶卒業予定者が在学中に履修した科目等について評
価し、改善提案をするカリキュラム・コンサルティングを
実施。
▶そのほか、学生調査の回答を通じて、学生が質保証
システムに関与している。

▶年１度、学生FD委員との意見交換会を開催。工学
部、芸術学部から各10人、GPAの上位者、中位者（２、４
年生）を指名。全学生を対象に実施した授業アンケート
の結果を基に、より詳細な意見を聞く。
▶年１度、学生連絡評議会を開催。大学側は、学長、学部
長、学生部長、事務部長らが出席。学生側の出席者は、
学友会（全学生が加入する団体）が選出。大学生活の困
りごと、改善してもらいたいことなどを、大学に意見する。

▶現状、内部質保証体制に学生が公式に関与する
しくみにはなっていないが、教育イノベーション委員
会・センターで、学生同士の学び合い、助け合いをす
る「ピアチューター制度」を推進している。同サポー
ターを通じて改善案が提案されることもあり、今後、
「学生レベル」でのPDCAのしくみや、全学部生によ
り構成される「全学総会」からの要望に関して、内部
質保証委員会で取り上げることを検討中。

▶マクロな視点では、現在の内部質保証体制に、
すでに学生の参画を組み込んでいる。
▶教育改善は、学生の自己評価（DP達成度）を
ベースに推進。
▶カリキュラムと学生生活支援を一体的に捉えた「統
合ポリシー」の下、「学長と学生の懇談会」を定期的に
開催。

▶各学部で行っていた学生による授業アンケート
を、2022年度に全学で統一。結果は教員個人に
加えて各学部長、FD委員会、学部学科にフィード
バック。
▶評価の高い授業の担当者を表彰。改善が必要
な授業が見つかった場合は適宜、FDの場で各学
部に指摘する。

▶授業アンケートのデータを基に、各学部・学科・
教員が教育改善を実施。総体的に「授業の理解
度」「満足度」が向上。
▶学生の自己評価で、DP達成度が向上。

熊本県熊本市／学生数：1,502人／学部：保健科
学

広島県広島市／学生数：2,092人／学部：国際、
情報科学、芸術

神奈川県厚木市、東京都中野区／学生数：4，673
人／学部：工、芸術

東京都千代田区、新宿区／学生数：13,333人／学部：神、文、
総合人間科学、法、経済、外国語、国際教養、総合グローバル、理工

茨城県水戸市、日立市、稲敷郡阿見町／学生数：
8,022人／学部：人文社会科学、教育、理、工、農

教育改革推進会議：学修成果の評価方針（アセスメン
トプラン）に基づく教育の内部質保証を実施
IR推進委員会：教育・研究・学生支援・経営等に関する
データを管理・分析し、内部質保証、計画立案、意思決
定等を支援する。ランチミーティング形式の学生インタ
ビューも実施
大学評価会議：学外有識者および学生代表を構成員
に含む組織。３ポリシーをふまえた適切性にかかる客観
的かつ公平な自己点検・評価を実現するために、大学
運営に関する事項について意見を述べる

IR・情報システム室：事務局に置かれている部署の1
つ。IRの推進、情報システムの設計・開発ならびに運
用・保守、情報セキュリティ管理等の業務を担当
自己点検・評価委員会：学長を委員長とする組織。毎年
度、自己点検・評価報告書に基づく内部質保証を実施

理事長室会議：法人および大学の戦略、将来構想を
担う
内部質保証委員会：全学的な方針や方向性の決定。
データやエビデンスに基づいた全学的評価や改善計画
の検討　等
専門委員会：学生調査の設問項目の見直し。カリキュ
ラムアセスメント等の実施方法等の検討。そのほか取り
組みの具体的事項の検討
大学評価・IRセンター会議：内部質保証・IRの推進なら
びに作業の実施

内部質保証委員会：内部質保証の推進に責任を負う
全学的な組織
教学マネジメント部会：三つの方針を通じた「学修目標
の具体化」「授業科目・教育課程の編成・実施」「学修
成果・教育成果の把握・可視化」「教学マネジメントを支
える基盤の整備」「情報の公表」について審議する
自己点検・評価委員会：PDCAサイクルのうち、Cの
チェックの役割を担い、隔年で「自己点検・評価報告
書」を発行する
課題改善部会：内部質保証に係る課題の抽出、改善
活動の進捗状況の確認と支援、改善活動の評価等を
行う

内部質保証委員会：内部質保証の推進に責任を
負う全学的な機関
全学自己点検・評価委員会：自己点検・評価の具
体的な業務を担う全学的な機関
部局長会議：全学的な政策について審議し、その
政策に関する基本方針を策定する
教育イノベーション委員会・センター：教育改革の
推進を支援し、教育の質保証を図る（学生アン
ケートやアセスメントなどのIR活動、ピアチューター
制度の運営なども行う）

P 大学企画会議：学長を議長とし、本学の内部質保証
マネジメントを行う会議体として、本学の管理運営業務及び
教育研究活動に関し、方針及びその施策を立案し、学長及
び副学長の校務執行にかかる事項について審議決定を行う
D 学部長会議・大学院委員会：各学部・研究科等が
大学企画会議で決定された方針を理解し、リーダーシップを
発揮して取組施策を実施する
C 自己点検・評価委員会：学内各部局の取組状況を
収集、把握するとともに、各部局の実行計画に対する取組結
果の評価を行い、自己点検・評価活動の実務的な推進を担う
A 質保証運営会議：自己点検・評価委員会による教育
プログラムの点検・評価に基づき、その改善等についての方
針、施策について審議決定又は協議し、学長又は大学企画
会議に具申すること及び学部長・研究科委員長・事務部局
の長に改善を要請することを担う

教育改革推進委員会
【学修成果の可視化】FD/SD支援システム
【４階層質保証】教育改善施策立案
※４階層：全学・学部・学科・教員
学部、学科・コース等
【学修成果の可視化】卒論ルーブリック、DP達成
度・学生調査データの可視化
【４階層質保証】教育プログラム・レビュー、学部Ｆ
Ｄで全体共有
教員
【学修成果の可視化】IRデータによる授業点検
【４階層質保証】授業点検

全学教育機構（学生支援部門）：「学長と学生の懇
談会」のコーディネート
広報室：成長実感の醸成、茨城大学コミットメント

▶コロナ禍によって学生同士の学びの環境が失われる
中、「国家試験対策のための学生同士の学びの場を確
保できないか」という要望が「意見交換会」で出された。
学内で検討し、感染状況をふまえながら、国家試験を控
える4年生に限りコロナ陰性が確認されれば登学し、感
染対策に留意しながら勉強できる環境を整えた。

▶カリキュラムアセスメント等の取り組みを通じて、情報
科学部の英語科目のカリキュラムを見直し、進級要件
の変更を行った。改善検討をしている例としては、複数
の選択科目における講義内容の重複の解消、重複す
る内容の講義の必修化、学修意欲を高めるための習熟
度別クラスの講義内容の差別化など。

▶学生FD委員からの要望に応え、授業アンケートの実
施方法を変更。遠隔授業の運営についても学生の意
見を取り入れるなど、教育研究活動に反映している。改
善が必要な授業があれば、教務部長が担当教員に改
善を促す。
▶学生連絡評議会での要望に応え、通学に使われてい
る路線バスの運賃を大学が補助する制度が実現した。

▶ピアサポーターによる新入生向けの「時間割相
談会」の実施。ピアサポーターや新入生の声を新
カリキュラムの参考にしている。
▶ピアサポーターの支援による授業サポートの活
性化。
▶キャリア科目の授業運営にキャリアサポーター
の意見を取り入れ、改善を図る。

▶2022年度から、学生調査（入学時、在学中、卒
業時、卒業後）によるDP達成度（自己評価）を測
定開始。カリキュラム改善の検討資料として、結果
を各学部学科にフィードバック。全学として、質保
証運営会議にかけることを検討中。

学長 大学運営会議

各学部・研究科 各部門

部局
（学部・
研究科）内部質保証委員会

自己点検・
評価委員会

課題改善
部会

教学マネジメント
部会

運営・支援

指示・指導・支援報告

点検・評価の結果報告

改善計画の策定・実行・報告

教育改革推進会議（議長・学長）

内部質保証委員会

専門委員会

出席

出席

設置 報告

運営

改善・
検討

学位
プログラム
レベル

学生レベル
・学生自身
（SG担任＊）

授業科目
レベル

理事長室会議

大学評価・
IRセンター会議

大学評価・IRセンター
教育基盤センター

・カリキュラムアセスメント（自己評価）
・カリキュラムアセスメント・チェック（他者評価）
・カリキュラム・コンサルティング（学生評価）

改善・
検討

内部質保証委員会

副学長（教育統括）

教育改革推進委員会

  

授業担当教員

コース・メジャー・選修各主任等

学科長・専攻長等

学部長等

③改善を指示

②改善を
　指示

①自己点検
　評価を報告
④改善結果を
　報告

改善活動

各階層で情報共有と
改善活動 企画・指示

検証・
改善提案

点検・
評価

実行
P

A C

D

●大学企画会議
・学長
・全副学長
・全教学系部署局長
・その他
・事務局

●質保証
　運営会議
・学務担当副学長
・教学系センター長・事務長
・その他委員
・事務局

・学生総務担当副学長
・学部研究科・センター長
・その他委員
・事務局

・学部長会議
・大学院委員会
・学部・学科
・事務組織（GC長会議）

大学

体制図

主な推進
組織の
役割

学生の
関与

改善例

学
科・
専
攻・
研究

科等 委員会・事
務
部
門

教 員
（SG担任＊・科目担当教員）

・学科・専攻
・大学院研究科 学生

・FD委員会
・科目責任者

大学レベル
・学長
・事務部門
・IR推進委員会
・就職委員会

理事長

●自己点検・
　評価委員会

＊SG（スモールグループ）担任制：学生5～8人を1、2人の教員が担当し、学生生活の全般について相談・指導にあたる

大学評価
会議

提言・指示 指示

学長

各学部

教育イノベーション
委員会

教育イノベーション
センター

部局長会議 内部質保証委員会

全学自己点検・評価委員会提言
（指示・
支援）

点検・評価の指示

報告 報告 報告 依頼

報告

点検・評価
の指示

報告

報告

・外部評価委員会
・他大学との相互評価

各学部における自己点検・評価委員会

事務組織 自己点検・評価委員会

各部局

IR推進室

各委員会

東京都世田谷区／学生数：5,654人／学部：経済、
文芸、法、社会イノベーション

Q.

認
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学
生
関
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特集  学修者本位の大学のつくり方

　
　声
を
聞
く
だ
け
で
な
く
、
改
善
に

生
か
す
工
夫
が
大
切
。

　認
証
評
価
で
は
、
第
４
期
か
ら
内
部

質
保
証
に
学
生
の
参
画
が
求
め
ら
れ
る

流
れ
に
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
先
行
事

例
と
し
て
、
今
号
で
取
材
し
た
大
学
の

内
部
質
保
証
の
シ
ス
テ
ム
と
学
生
の
関

与
に
つ
い
て
【
図
表
４
】
に
ま
と
め
た
。

　熊
本
保
健
科
学
大
学
は
、
内
部
質
保

証
の
組
織
で
あ
る
「
大
学
評
価
会
議
」

の
メ
ン
バ
ー
に
学
生
代
表
が
入
り
、
大

学
の
点
検
・
評
価
に
意
見
を
述
べ
る
機

会
が
あ
る
。
任
務
を
担
う
学
生
は
、
学

生
代
表
と
し
て
、
自
分
の
意
見
だ
け
で

な
く
、
学
生
調
査
や
目
安
箱
で
出
た
声

も
含
め
て
大
学
に
要
望
を
伝
え
る
。

　教
育
シ
ス
テ
ム
改
善
の
中
心
に
学
生

を
置
く
の
は
広
島
市
立
大
学
だ
。
卒
業

予
定
者
が
在
学
中
に
履
修
し
た
科
目
を

評
価
す
る
「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
」
を
実
施
し
、
内
容
が
重

複
す
る
選
択
科
目
の
見
直
し
を
検
討
す

る
な
ど
、
改
革
に
つ
な
げ
て
い
る
。
茨

城
大
学
で
は
全
学
・
学
部
・
学
科
・
教

員
の
４
階
層
で
質
保
証
に
取
り
組
ん
で

い
る
が
、
議
論
の
ベ
ー
ス
に
な
る
の
が

自
己
評
価
に
よ
る
D
P
達
成
度
、
つ
ま

り
、
学
生
の
成
長
実
感
だ
。
入
学
か
ら

卒
業
ま
で
各
年
次
で
D
P
達
成
度
を
調

査
し
、
そ
れ
に
成
績
評
価
等
の
デ
ー
タ

も
加
え
て
、
各
階
層
で
教
育
の
有
効
性

を
議
論
す
る
。
上
智
大
学
で
も
同
様
に

2
0
2
2
年
度
か
ら
D
P
達
成
度
を
測

定
す
る
学
生
調
査
を
実
施
。
全
学
生
の

D
P
達
成
を
目
標
に
、
学
部
・
学
科
に

結
果
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
改
善
の
検
討
材
料
と
し
て
活

用
を
始
め
て
い
る
。

　学
生
の
活
動
や
意
見
を
授
業
改
善
に

生
か
す
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
東
京
工
芸
大

学
は
、
学
生
F
D
委
員
と
の
意
見
交
換

会
を
年
１
度
開
催
。
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト

を
ベ
ー
ス
に
学
生
か
ら
よ
り
詳
細
な
意

見
を
聞
く
機
会
を
設
け
て
い
る
。
学
生

F
D
委
員
の
意
見
が
き
っ
か
け
で
、
遠

隔
授
業
の
運
営
が
改
善
さ
れ
た
。
成
城

大
学
で
は
学
生
同
士
の
学
び
合
い
、
助

け
合
い
を
促
進
す
る
「
ピ
ア
チ
ュ
ー

タ
ー
制
度
」
を
設
け
、
学
生
が
授
業
サ

ポ
ー
ト
や
時
間
割
作
成
の
相
談
等
に
あ

た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
動
の
中
で

得
た
学
生
の
声
を
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や

授
業
改
善
の
参
考
に
し
て
い
る
。

　学
修
者
本
意
の
内
部
質
保
証
に
お
い

て
は
、
し
く
み
を
「
設
け
る
」
だ
け
で

な
く
、「
機
能
さ
せ
る
」こ
と
が
重
要
だ
。

学
生
の
声
を
聞
く
だ
け
で
な
く
、
改
善

の
サ
イ
ク
ル
に
ど
う
位
置
付
け
、
ど
う

活
用
す
る
の
か
を
検
討
す
る
べ
き
だ
ろ

う
。
大
学
側
に
は
、
学
生
を
大
学
づ
く

り
の
当
事
者
と
し
て
位
置
付
け
、
学
生

目
線
で
の
よ
り
よ
い
教
育
を
追
求
し
て

い
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
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※大学概要は学部のみ記載しています。

【図表4】学修者本位の内部質保証取り組み例 

熊本保健科学大学広島市立大学成城大学茨城大学 上智大学 東京工芸大学

▶大学評価会議の構成員として学生代表が参画。
▶学生代表は自らの意見だけでなく、全学生に毎年度実
施している「学修行動調査」に記載された意見や、学生
の意見を広く集約するために設置された「目安箱」に寄せ
られた意見を基に、大学に対する意見・要望を伝える。大
学側は必要に応じて随時改善を行う。
▶大学の執行部と学生代表（５人程度）が話し合う「意
見交換会」を実施。

▶卒業予定者が在学中に履修した科目等について評
価し、改善提案をするカリキュラム・コンサルティングを
実施。
▶そのほか、学生調査の回答を通じて、学生が質保証
システムに関与している。

▶年１度、学生FD委員との意見交換会を開催。工学
部、芸術学部から各10人、GPAの上位者、中位者（２、４
年生）を指名。全学生を対象に実施した授業アンケート
の結果を基に、より詳細な意見を聞く。
▶年１度、学生連絡評議会を開催。大学側は、学長、学部
長、学生部長、事務部長らが出席。学生側の出席者は、
学友会（全学生が加入する団体）が選出。大学生活の困
りごと、改善してもらいたいことなどを、大学に意見する。

▶現状、内部質保証体制に学生が公式に関与する
しくみにはなっていないが、教育イノベーション委員
会・センターで、学生同士の学び合い、助け合いをす
る「ピアチューター制度」を推進している。同サポー
ターを通じて改善案が提案されることもあり、今後、
「学生レベル」でのPDCAのしくみや、全学部生によ
り構成される「全学総会」からの要望に関して、内部
質保証委員会で取り上げることを検討中。

▶マクロな視点では、現在の内部質保証体制に、
すでに学生の参画を組み込んでいる。
▶教育改善は、学生の自己評価（DP達成度）を
ベースに推進。
▶カリキュラムと学生生活支援を一体的に捉えた「統
合ポリシー」の下、「学長と学生の懇談会」を定期的に
開催。

▶各学部で行っていた学生による授業アンケート
を、2022年度に全学で統一。結果は教員個人に
加えて各学部長、FD委員会、学部学科にフィード
バック。
▶評価の高い授業の担当者を表彰。改善が必要
な授業が見つかった場合は適宜、FDの場で各学
部に指摘する。

▶授業アンケートのデータを基に、各学部・学科・
教員が教育改善を実施。総体的に「授業の理解
度」「満足度」が向上。
▶学生の自己評価で、DP達成度が向上。

熊本県熊本市／学生数：1,502人／学部：保健科
学

広島県広島市／学生数：2,092人／学部：国際、
情報科学、芸術

神奈川県厚木市、東京都中野区／学生数：4，673
人／学部：工、芸術

東京都千代田区、新宿区／学生数：13,333人／学部：神、文、
総合人間科学、法、経済、外国語、国際教養、総合グローバル、理工

茨城県水戸市、日立市、稲敷郡阿見町／学生数：
8,022人／学部：人文社会科学、教育、理、工、農

教育改革推進会議：学修成果の評価方針（アセスメン
トプラン）に基づく教育の内部質保証を実施
IR推進委員会：教育・研究・学生支援・経営等に関する
データを管理・分析し、内部質保証、計画立案、意思決
定等を支援する。ランチミーティング形式の学生インタ
ビューも実施
大学評価会議：学外有識者および学生代表を構成員
に含む組織。３ポリシーをふまえた適切性にかかる客観
的かつ公平な自己点検・評価を実現するために、大学
運営に関する事項について意見を述べる

IR・情報システム室：事務局に置かれている部署の1
つ。IRの推進、情報システムの設計・開発ならびに運
用・保守、情報セキュリティ管理等の業務を担当
自己点検・評価委員会：学長を委員長とする組織。毎年
度、自己点検・評価報告書に基づく内部質保証を実施

理事長室会議：法人および大学の戦略、将来構想を
担う
内部質保証委員会：全学的な方針や方向性の決定。
データやエビデンスに基づいた全学的評価や改善計画
の検討　等
専門委員会：学生調査の設問項目の見直し。カリキュ
ラムアセスメント等の実施方法等の検討。そのほか取り
組みの具体的事項の検討
大学評価・IRセンター会議：内部質保証・IRの推進なら
びに作業の実施

内部質保証委員会：内部質保証の推進に責任を負う
全学的な組織
教学マネジメント部会：三つの方針を通じた「学修目標
の具体化」「授業科目・教育課程の編成・実施」「学修
成果・教育成果の把握・可視化」「教学マネジメントを支
える基盤の整備」「情報の公表」について審議する
自己点検・評価委員会：PDCAサイクルのうち、Cの
チェックの役割を担い、隔年で「自己点検・評価報告
書」を発行する
課題改善部会：内部質保証に係る課題の抽出、改善
活動の進捗状況の確認と支援、改善活動の評価等を
行う

内部質保証委員会：内部質保証の推進に責任を
負う全学的な機関
全学自己点検・評価委員会：自己点検・評価の具
体的な業務を担う全学的な機関
部局長会議：全学的な政策について審議し、その
政策に関する基本方針を策定する
教育イノベーション委員会・センター：教育改革の
推進を支援し、教育の質保証を図る（学生アン
ケートやアセスメントなどのIR活動、ピアチューター
制度の運営なども行う）

P 大学企画会議：学長を議長とし、本学の内部質保証
マネジメントを行う会議体として、本学の管理運営業務及び
教育研究活動に関し、方針及びその施策を立案し、学長及
び副学長の校務執行にかかる事項について審議決定を行う
D 学部長会議・大学院委員会：各学部・研究科等が
大学企画会議で決定された方針を理解し、リーダーシップを
発揮して取組施策を実施する
C 自己点検・評価委員会：学内各部局の取組状況を
収集、把握するとともに、各部局の実行計画に対する取組結
果の評価を行い、自己点検・評価活動の実務的な推進を担う
A 質保証運営会議：自己点検・評価委員会による教育
プログラムの点検・評価に基づき、その改善等についての方
針、施策について審議決定又は協議し、学長又は大学企画
会議に具申すること及び学部長・研究科委員長・事務部局
の長に改善を要請することを担う

教育改革推進委員会
【学修成果の可視化】FD/SD支援システム
【４階層質保証】教育改善施策立案
※４階層：全学・学部・学科・教員
学部、学科・コース等
【学修成果の可視化】卒論ルーブリック、DP達成
度・学生調査データの可視化
【４階層質保証】教育プログラム・レビュー、学部Ｆ
Ｄで全体共有
教員
【学修成果の可視化】IRデータによる授業点検
【４階層質保証】授業点検

全学教育機構（学生支援部門）：「学長と学生の懇
談会」のコーディネート
広報室：成長実感の醸成、茨城大学コミットメント

▶コロナ禍によって学生同士の学びの環境が失われる
中、「国家試験対策のための学生同士の学びの場を確
保できないか」という要望が「意見交換会」で出された。
学内で検討し、感染状況をふまえながら、国家試験を控
える4年生に限りコロナ陰性が確認されれば登学し、感
染対策に留意しながら勉強できる環境を整えた。

▶カリキュラムアセスメント等の取り組みを通じて、情報
科学部の英語科目のカリキュラムを見直し、進級要件
の変更を行った。改善検討をしている例としては、複数
の選択科目における講義内容の重複の解消、重複す
る内容の講義の必修化、学修意欲を高めるための習熟
度別クラスの講義内容の差別化など。

▶学生FD委員からの要望に応え、授業アンケートの実
施方法を変更。遠隔授業の運営についても学生の意
見を取り入れるなど、教育研究活動に反映している。改
善が必要な授業があれば、教務部長が担当教員に改
善を促す。
▶学生連絡評議会での要望に応え、通学に使われてい
る路線バスの運賃を大学が補助する制度が実現した。

▶ピアサポーターによる新入生向けの「時間割相
談会」の実施。ピアサポーターや新入生の声を新
カリキュラムの参考にしている。
▶ピアサポーターの支援による授業サポートの活
性化。
▶キャリア科目の授業運営にキャリアサポーター
の意見を取り入れ、改善を図る。

▶2022年度から、学生調査（入学時、在学中、卒
業時、卒業後）によるDP達成度（自己評価）を測
定開始。カリキュラム改善の検討資料として、結果
を各学部学科にフィードバック。全学として、質保
証運営会議にかけることを検討中。

学長 大学運営会議

各学部・研究科 各部門

部局
（学部・
研究科）内部質保証委員会

自己点検・
評価委員会

課題改善
部会

教学マネジメント
部会

運営・支援

指示・指導・支援報告

点検・評価の結果報告

改善計画の策定・実行・報告

教育改革推進会議（議長・学長）

内部質保証委員会

専門委員会

出席

出席

設置 報告

運営

改善・
検討

学位
プログラム
レベル

学生レベル
・学生自身
（SG担任＊）

授業科目
レベル

理事長室会議

大学評価・
IRセンター会議

大学評価・IRセンター
教育基盤センター

・カリキュラムアセスメント（自己評価）
・カリキュラムアセスメント・チェック（他者評価）
・カリキュラム・コンサルティング（学生評価）

改善・
検討

内部質保証委員会

副学長（教育統括）

教育改革推進委員会

  

授業担当教員

コース・メジャー・選修各主任等

学科長・専攻長等

学部長等

③改善を指示

②改善を
　指示

①自己点検
　評価を報告
④改善結果を
　報告

改善活動

各階層で情報共有と
改善活動 企画・指示

検証・
改善提案

点検・
評価

実行
P

A C

D

●大学企画会議
・学長
・全副学長
・全教学系部署局長
・その他
・事務局

●質保証
　運営会議
・学務担当副学長
・教学系センター長・事務長
・その他委員
・事務局

・学生総務担当副学長
・学部研究科・センター長
・その他委員
・事務局

・学部長会議
・大学院委員会
・学部・学科
・事務組織（GC長会議）

大学

体制図

主な推進
組織の
役割

学生の
関与

改善例

学
科・
専
攻・
研究

科等 委員会・事
務
部
門

教 員
（SG担任＊・科目担当教員）

・学科・専攻
・大学院研究科 学生

・FD委員会
・科目責任者

大学レベル
・学長
・事務部門
・IR推進委員会
・就職委員会

理事長

●自己点検・
　評価委員会

＊SG（スモールグループ）担任制：学生5～8人を1、2人の教員が担当し、学生生活の全般について相談・指導にあたる

大学評価
会議

提言・指示 指示

学長

各学部

教育イノベーション
委員会

教育イノベーション
センター

部局長会議 内部質保証委員会

全学自己点検・評価委員会提言
（指示・
支援）

点検・評価の指示

報告 報告 報告 依頼

報告

点検・評価
の指示

報告

報告

・外部評価委員会
・他大学との相互評価

各学部における自己点検・評価委員会

事務組織 自己点検・評価委員会

各部局

IR推進室

各委員会

東京都世田谷区／学生数：5,654人／学部：経済、
文芸、法、社会イノベーション

Q.

認
証
評
価
で
重
視
さ
れ
る

質
保
証
へ
の
学
生
関
与
例
は
？

A
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＊1 「Meet On Creative Academy」

教
育
に
対
す
る
提
案
を
ま
と
め
て
、
教

学
I
R
・
F
D
合
同
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
プ

レ
ゼ
ン
。
教
職
員
や
執
行
部
か
ら
高
く

評
価
さ
れ
ま
し
た
。
教
職
科
目
受
講
者

が
組
ん
だ
ユ
ニ
ッ
ト
「
Ｍ
Ｏ
Ｃ
Ａ
」は
、

授
業
観
察
や
学
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行

い
、「
学
生
が
考
え
る
学
生
に
と
っ
て

『
よ
り
よ
い
授
業
』
に
必
要
な
5
つ
の

要
素
」
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
を
ま
と
め
ま

し
た
【
左
図
】。
こ
れ
は
学
内
の
会
議

や
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
で
も
取
り
上
げ
ら

れ
、反
響
を
呼
び
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、

地
域
の
サ
ー
ビ
ス
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
取
り

組
む
ユ
ニ
ッ
ト
も
活
動
中
で
す
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
活
動
は
、
学
生

の
自
主
性
も
生
か
し
つ
つ
、
緩
や
か
な

公
式
化
に
向
け
て
科
目
化
を
し
、
次
の

ス
テ
ー
ジ
へ
と
動
き
始
め
た
と
こ
ろ
で

す
。
I
R
の
活
動
に
も
学
生
の
声
を
入

れ
、
卒
業
し
た
M
O
C
A
の
メ
ン
バ
ー

を
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
ス
タ
ッ
フ
に
迎
え

ま
し
た
。
ま
た
、
大
学
や
学
生
へ
の
思

い
が
強
い
職
員
と
も
、
学
生
参
画
に
向

け
て
連
携
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
学
生
は
質
保
証
プ
ロ
セ
ス

に
お
い
て
、〝
お
客
様
〞
的
な
扱
い
で

あ
り
、
せ
い
ぜ
い
ア
ン
ケ
ー
ト
の
対
象

と
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
一
部
の
大
学
に
お
い
て
は
、
学
生

と
、
学
生
好
き
な
教
職
員
が
自
律
的
に

学
生
F
D
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し

た
が
、
継
続
性
に
乏
し
く
、
大
学
全
体

の
施
策
に
は
な
り
に
く
い
た
め
、
今
や

下
火
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
国
際
的
な
質
保
証
の
潮
流

は
学
生
参
画
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
日

本
の
認
証
評
価
に
お
い
て
も
、
第
４
サ

イ
ク
ル
で「
学
生
の
質
保
証
へ
の
参
画
」

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

す
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
恐
ら
く
今

後
、
内
部
質
保
証
委
員
会
の
下
に
「
学

生
委
員
会
」
を
設
置
し
、「
形
」
と
し
て
、

学
生
を
「
参
加
さ
せ
る
」
大
学
が
増
え

私
が
本
学
に
着
任
し
た
2
0
2
0
年

10
月
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
キ
ャ
ン
パ
ス

へ
の
入
構
が
禁
止
さ
れ
、
授
業
は
も
っ

ぱ
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
。
部
活
も
、
課
外
活

動
も
、
ア
ル
バ
イ
ト
も
で
き
な
い
。
学

生
は
、
自
分
の
成
長
に
つ
な
が
る
活
動

に
飢
え
て
い
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
中
、

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
学
生
生
活
に
つ
い

て
学
生
自
身
が
デ
ザ
イ
ン
す
る
P
B
L

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
学
生
か
ら
「
こ

の
授
業
で
ま
と
め
た
大
学
教
育
に
対
す

る
自
分
た
ち
の
考
え
を
大
学
に
伝
え
た

い
」
と
い
う
意
見
が
出
ま
し
た
。
同
時

期
に
教
職
科
目
の
受
講
者
か
ら
も
、
同

様
の
声
が
上
が
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

学
生
の
創
発
的
な
動
き
に
新
し
い
可
能

性
を
感
じ
た
私
は
、
活
動
を
後
押
し
す

べ
く
、
教
育
開
発
支
援
セ
ン
タ
ー
の

I
R
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
、

「
関
大
生
の
学
び
と
成
長
加
速
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
は
３
つ
の
学

生
ユ
ニ
ッ
ト
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

P
B
L
授
業
か
ら
発
展
し
た
ユ
ニ
ッ
ト

「
関
大
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
」
は
、
大
学

コ
ロ
ナ
禍
で
立
ち
上
が
っ
た

学
生
の
教
育
参
画

大
学
の
た
め
の〝
参
加
〞と

学
生
の
た
め
の〝
参
画
〞の
狭
間

教
育
改
善
に
向
け
て
学
生
が
自
律
的
に
活
動
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
つ
く

学
修
者
本
位
の
教
育
の
実
現
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
関
西
大
学
・
山
田
剛
史
教

教
員
自
身
の「
学
修
者
本
位
の
教
育
」へ
の
臨
み
方
に
つ
い
て
提
案
す
る
。

＊1

教
員
主
導
の

  「
学
修
者
本
位
」か
ら

学
生
目
線
の

  「
学
修
者
本
位
」へ

―
関
大
生
の
学
び
と
成
長
加
速

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
の
試
み
か
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＊MOCAメンバー：奥村百香、井上優、岡本碧梨、中谷汐里（いずれも2019年度入学者）。授業中の教員や学生の反応の観察、学生10名へのインタビューとメンバー間の議論を経てまとめ。

て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
大

学
管
理
の
「
公
式
的
」
な
委
員
会
を
設

置
す
る
だ
け
で
、
果
た
し
て
学
生
は
腹

に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
話
す
で
し
ょ
う

か
？

た
と
え
本
音
の
意
見
を
述
べ
た

と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
教
員
が
自
分
た

ち
の
都
合
の
い
い
こ
と
し
か
受
け
入
れ

な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
、
教
員
主
導
の

「
学
修
者
本
位
」
で
、
従
来
の
「
教
員

本
位
の
大
学
」
の
ま
ま
で
す
。
そ
の
う

ち
、
学
生
は
失
望
し
、
意
見
す
る
こ
と

を
や
め
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

む
ろ
ん
、
学
生
の
意
見
が
全
て
正
し

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

対
話
を
重
ね
る
中
で
、
学
生
も
学
内
の

さ
ま
ざ
ま
な
規
約
や
制
約
を
理
解
し
、

教
職
員
の
努
力
を
理
解
し
て
い
き
ま

す
。
加
え
て
、
自
分
の
発
言
の
重
み
を

感
じ
、
責
任
感
を
持
つ
よ
う
に
な
る
で

し
ょ
う
。

学
生
参
画
型
の
大
学
づ
く
り
や
質
保

証
で
は
、
学
生
の
自
律
性
と
学
生
目
線

で
の
、
緩
や
か
な
大
学
の
公
式
活
動
化

の
バ
ラ
ン
ス
が
課
題
で
す
。
そ
の
前
提

と
な
る
の
は
、
学
生
に
「
自
分
た
ち
も

声
を
上
げ
て
い
い
ん
だ
」「
自
分
た
ち

の
声
が
大
学
を
変
え
る
可
能
性
が
あ
る

ん
だ
」
と
実
感
し
て
も
ら
う
こ
と
。
大

学
側
と
学
生
が
信
頼
関
係
を
築
き
、

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
認
め
合
う
こ
と
が

大
切
で
す
。
学
生
に
迎
合
す
る
の
で
は

な
く
、
学
生
目
線
で
大
学
の
あ
り
方
を

考
え
て
み
る
。
こ
れ
が
、本
質
的
な〝
学

修
者
本
位
〞
の
根
幹
だ
と
考
え
ま
す
。

今
、
社
会
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が

山
積
し
て
お
り
、
大
学
に
は
そ
の
課
題

解
決
に
資
す
る
人
材
育
成
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
教
員
に
求
め
ら

れ
る
の
は
、
学
生
に
い
か
に
「
自
分
が

社
会
の
課
題
解
決
に
関
与
で
き
る
と
い

う
実
感
」、
つ
ま
り
、
当
事
者
意
識
を

醸
成
さ
せ
る
か
。
大
学
も
一
つ
の
社
会

で
す
。
実
社
会
に
出
る
前
に
、
ま
ず
、

自
分
が
大
学
の
教
育
改
善
に
関
わ
る
経

験
と
実
感
が
あ
れ
ば
、
卒
業
後
、
社
会

へ
の
参
画
意
識
が
よ
り
高
ま
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
与
え
ら
れ
る
一
方

の
経
験
ば
か
り
で
は
、
当
事
者
意
識
は

芽
生
え
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
学
生

「
参
加
」で
は
な
く
、「
参
画
」な
の
で
す
。

残
念
な
が
ら
日
本
で
は
、
大
学
に
対

す
る
社
会
か
ら
の
期
待
値
が
高
く
あ
り

ま
せ
ん
。
税
金
の
投
入
も
寄
付
金
も
少

な
く
、
卒
業
生
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
率

も
低
い
。
つ
ま
り
、
信
頼
さ
れ
て
い
な

い
の
で
す
。
私
は
、
大
学
教
育
へ
の
学

生
参
画
こ
そ
、
そ
の
信
頼
回
復
に
つ
な

が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
目
の
前
の
在

学
生
が
大
学
で
成
長
実
感
を
得
た
り
、

教
育
改
善
に
参
画
し
、
自
己
効
力
感
を

高
め
ら
れ
る
日
常
、
環
境
を
つ
く
る
こ

と
。
そ
れ
が
、
彼
ら
に
卒
業
後
、
母
校

の
価
値
を
社
会
に
広
め
、
寄
付
や
教
育

費
の
投
資
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
も

つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

学
修
者
本
位
の
教
育
に
取
り
組
む
う

え
で
、
も
う
一
つ
重
要
な
の
が
、
わ
れ

わ
れ
大
学
教
員
は
、
勉
強
が
好
き
で
、

〝
学
校
と
い
う
環
境
に
過
剰
に
適
応
し

て
教
員
に
な
っ
た
〞と
い
う
自
覚
で
す
。

そ
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、

手
法
の
み
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
、
相
変
わ
ら

ず
教
授
者
中
心
の
授
業
に
な
っ
て
い
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
自
分
が
」

お
も
し
ろ
い
こ
と
だ
け
を
教
え
よ
う
と

し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
？

自
分
の
興

味
と
学
生
の
興
味
は
違
う
。「
学
生
は
」

何
だ
っ
た
ら
関
心
を
持
つ
の
か
。

学
生
中
心
の
大
学
を
提
案
し
た
「
廣

中
レ
ポ
ー
ト
」
か
ら
20
余
年
。
私
は
、

時
折
、
大
講
義
室
の
後
ろ
か
ら
講
義
の

風
景
を
眺
め
、
学
生
か
ら
見
た
大
学
教

育
を
想
像
し
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
の
教

員
が
教
壇
か
ら
下
り
て
、
自
分
の
授
業

を
学
修
者
の
思
い
に
く
ぐ
ら
せ
た
と
き

に
感
じ
る
「
違
和
感
」
を
引
き
取
る
覚

悟
こ
そ
が
、
学
修
者
本
位
の
教
育
実
現

へ
の
第
一
歩
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
講
義
室
の
後
ろ
か
ら

学
修
者
の
思
い
を
想
像
す
る

「学生が考える学生にとって『よりよい授業』に必要な5つの要素」
～「関大生の学びと成長加速プラットフォーム」ユニットMOCA（Meet On Creative Academy）からの提案

インプットの時間だけでなく、学
生が頭や心、身体を使いながら
アウトプットをする時間を授業の
どこかでつくってほしいです。講
義内容の詰め込みや先生の
しゃべりだけでは、学生の思考
は止まります。学生が自分一人
で思考をする時間や、他の人と
交流しながら思考を深める時間
が必要です。

他の学生との学び合いによっ
て、学生は新たな視点や気付き
を得ることができ、自分の中で学
びを深めることにつながります。
他人のことを知り、受け入れよう
とすることは人間関係を築く上で
の素地となります。この素地の
育成のためにも、授業は、いろい
ろな人と交流し、視野を広げるこ
とができる絶好の機会です。

一方向的に授業を進めるので
はなく、学生の意見や考え、思
いなどを聴き、リアクションを見な
がら授業を進めてほしいです。
先生が学生に問いかけたり、学
生に考える余地を与えたりする
ことによって、学生は授業への
参加感が増し、思考が刺激され
ます。授業に、学生をどんどん巻
き込んでください。

先生と学生、学生同士の良い
関係性・良い雰囲気づくりは、
より良い授業の土台です。誰も
が気兼ねなく、安心して自分の
考えを言うことができ、異なる意
見や想いを受け入れる雰囲気
をクラス内につくること、つまり
心理的安全性を保証すること
が必要です。

安心して学びに向かうための
良い関係性・雰囲気づくり

双方向性を
取り入れる 学生同士の

コミュニケーション 学生が自ら考えを
深める時間

授業展開を
工夫する

「より良い授業」のためには、授
業で取り扱う内容と展開が吟
味されていることが重要です。
授業の流れが順序立ててあり、
論理的・具体的・実践的な授業
内容であれば、学生の理解が
進み、知的好奇心が刺激されま
す。思考の質も高まります。授
業内容と展開の吟味の際に
も、学生の反応や理解度を考
慮していただきたいです。

心理的安全性を
保証する

先生と学生の
コミュニケーション

多様性を
取り入れる 思考をする場面

を組み込む 学生の反応を考慮した上で
の授業内容と展開の吟味

1
2 4

3 5

▲MOCAが作成したレポート

＊2
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取材・文／本間学　撮影／岸隆子

本
学
は
教
育
重
視
の
大
学
で
す
。
早

く
か
ら
各
教
員
が
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
し
、
授
業
点
検
・
改
善
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
個
人
レ

ベ
ル
の
努
力
で
あ
り
、
全
学
的
な
質
保

証
と
は
言
え
ま
せ
ん
。〝
学
修
者
本
位
〞

を
実
現
す
る
に
は
、「
学
生
が
D
P
に

示
さ
れ
た
力
を
理
解
し
、
そ
の
達
成
度

を
把
握
で
き
る
し
く
み
」
を
大
学
全
体

で
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

そ
こ
で
、質
保
証
を
「
個
」
か
ら
「
チ
ー

ム
」の
取
り
組
み
へ
と
シ
フ
ト
。
教
員
・

学
科
・
学
部
・
大
学
全
体
の
４
階
層
で
、

教
育
の
点
検
・
改
善
を
図
る
体
制
を
構

築
し
ま
し
た
。

階
層
を
明
確
に
す
る
と
、
現
場
で
対

処
し
き
れ
な
い
問
題
の
解
決
が
図
れ
ま

す
。
例
え
ば
、
学
生
の
成
績
が
振
る
わ

な
い
科
目
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。
そ
の

授
業
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な

知
識
を
得
る
科
目
が
設
け
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
、
そ
れ
は
教
員
で
は
な
く
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
問
題
で
す
。
教
員
か
ら
上

位
の
階
層
に
報
告
す
る
の
で
、
教
育
全

体
が
改
善
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

学
科
レ
ベ
ル
で
は
、年
に
2
回
程
度
、

成
績
評
価
や
ア
ン
ケ
ー
ト
、
学
生
調
査

の
結
果
を
見
な
が
ら
議
論
す
る
会
議
を

設
け
て
い
ま
す
。
教
員
は
シ
ラ
バ
ス
を

見
せ
合
っ
た
り
、
学
生
の
デ
ー
タ
を
見

な
が
ら
改
善
案
を
検
討
し
た
り
し
て
い

ま
す
。
大
学
側
は
デ
ー
タ
の
使
い
方
を

強
制
す
る
こ
と
は
な
く
、「
何
か
お
か
し

な
こ
と
に
気
づ
い
た
ら
、
デ
ー
タ
も
活

用
し
て
議
論
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ

た
ス
タ
ン
ス
。
現
場
で
の
合
意
を
重
視

し
た
改
善
行
動
を
促
し
て
い
ま
す
。

学
生
本
人
の
〝
成
長
実
感
〞
が
〝
学

修
者
本
位
〞
の
教
育
の
鍵
だ
と
考
え
ま

す
。
そ
の
た
め
、「
茨
城
大
学
型
基
盤

学
力
」
と
呼
ぶ
５
つ
の
Ｄ
Ｐ
を
に
つ
い

て
、
入
学
式
後
に
行
う
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
・
セ
レ
モ
ニ
ー
で
も
D
P
紹
介
の
演

出
に
力
を
入
れ
、
意
識
を
高
め
ま
す
。

そ
し
て
、
入
学
時
、
在
学
時
、
卒
業
時

に
D
P
の
達
成
度
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

し
、
学
年
が
進
む
ご
と
の
学
生
の
成
長

実
感
を
把
握
し
て
い
ま
す
。

新
入
生
調
査
で
は
志
望
理
由
や
実
際

の
大
学
の
印
象
に
加
え
、
5
つ
の
D
P

の
理
解
度
を
確
認
し
ま
す
。
２
〜
４
年

次
の
在
学
生
調
査
で
は
、
D
P
を
細
分

化
し
た
項
目
ご
と
に
、
そ
の
達
成
度
を

４
段
階
で
自
己
評
価
さ
せ
ま
す
。
卒
業

時
に
は
最
終
的
な
D
P
達
成
度
を
、
さ

ら
に
卒
業
３
年
後
に
は
「
D
P
に
基
づ

く
力
が
社
会
で
役
立
っ
て
い
る
か
」
を

問
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
学
生
本
人
の
主

観
的
な
評
価
に
、
成
績
評
価
等
の
客
観

デ
ー
タ
や
、
地
元
企
業
へ
の
卒
業
生
評

価
ア
ン
ケ
ー
ト
を
加
え
て
、
D
P
に
掲

げ
た
力
の
習
得
・
活
用
度
を
分
析
し
、

教
育
改
善
に
生
か
し
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
学
生
の
卒
業
時
の
D
P

達
成
度
の
平
均
値
が
年
々
上
昇
す
る
な

ど
、
組
織
的
な
質
保
証
の
取
り
組
み
は

成
果
を
上
げ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

次
な
る
課
題
は
、
学
生
本
人
が
D
P

の
達
成
度
や
学
修
成
果
を
閲
覧
す
る
シ

ス
テ
ム
の
構
築
で
す
。
本
来
、
学
び
の

履
歴
情
報
は
、
学
生
本
人
の
も
の
。
学

生
自
身
が
折
々
の
学
修
成
果
を
理
解

し
、次
の
成
長
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
、

ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
の
開
発
や
L
M
S
の
整

備
な
ど
を
早
急
に
進
め
て
い
き
ま
す
。

学
生
が
成
長
実
感
を
持
て
る
〝
学
修

者
本
位
〞
の
教
育
へ
の
取
り
組
み
は
、

持
続
性
が
重
要
で
す
。
こ
れ
ま
で
I
R

の
教
職
員
の
働
き
に
頼
る
面
が
あ
り
ま

し
た
が
、
今
後
は
、
よ
り
組
織
的
な
質

保
証
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
を
整
え
て

い
く
考
え
で
す
。

おおたひろゆき●1982年東北大学大学院農学研究
科博士後期課程修了。岡山大学歯学部助教授等を経
て、1997年茨城大学農学部助教授、2002年同学部教
授。農学部長・農学研究科長、副学長（大学戦略・IR）、
理事・副学長（教育統括）を歴任し、2020年より現職。

太田 寛行
学長

「
個
」の
質
保
証
か
ら

「
チ
ー
ム
」の
質
保
証
へ

D
P
達
成
度
を
確
認
し

教
育
改
善
に
つ
な
ぐ
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学修者本位の教育の実現に向け、「学生が成長実感を持ち、DPを達成」という目標に
挑戦する茨城大学。質保証の体制づくり、データの活用について学長に聞く。

茨城大学
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茨城大学では、2017年から「茨城大学のすべての教育が、DPにつながっ
ている」ことを「茨城大学コミットメント」として示し、コミットメント・パートナーであ
る学生、教職員、地域の人々にそれを約束している。学生目線で、同大学の教
育と質保証をわかりやすくまとめた小冊子を新入生に配付。入学式後にセレモ
ニーを開いて、5つの茨城大学型基盤学力（＝DP）を解説し、「４年間で具体
的にどのような力をつけるべきか」を意識させている。発案者である広報室の山
崎一希氏は、「進学理由が『国立だから』『共通テストの結果から』という学生
が少なからずいる。スタートの段階が肝心。セレモニーは４年後の理想の姿から
逆算して、『何を学ぶのか』を考えるイベントだ」と、趣旨を語る。
DPは、入学前セルフラーニングや１年次前期の「大学入門ゼミ」でも説明

するほか、浸透を図るために集中講義「みんなの“イバダイ学”」を開講。受験
前の認知強化にも力を入れ、高校訪問や学校説明会の際に紹介している。そ
れらが功を奏し、ＤＰを理解した状態で入学する学生が増加していると言う。

全学生が身に付ける力を約束する
「茨城大学コミットメント」の浸透

キャンパス／茨城県水戸市、日立市、稲敷郡阿見町　学生数／8,022人　創立／１９49年
教育方針／ディプロマ・ポリシーで定めた資質・能力を軸に、学修者の達成・活用の実感を高めることを重視した教学マネジメントを進める。2024
年4月にはコーオプ教育を取り入れた地域未来共創学環を新設するなど、学内外のステークホルダーとの共創教育体制の構築にも力を入れる。
学部／人文社会科学、教育、理、工、農　大学院／人文社会科学、教育学、理工学、農学
THE世界大学ランキング2024／1501＋位、同日本大学ランキング2023／101-110位、同インパクトランキング2023／301-400位

注目！

DP

（写真左）入学式後のセレモニーで５つのDPを紹介。（写真右）学生側
の視点で茨城大学の学びを解説したコミットメントブック。

自律性：学修 自律性：教育改善

1.世界の俯瞰的理解 2.専門分野の学力　
自然環境、国際社
会、人間と多様な文
化に対する幅広い知
識と俯瞰的な理解

専門職業人としての
知識・技能及び専門
分野における十分な
見識

茨城をはじめとする
地域の活性化に自ら
進んで取り組み、貢
献する積極性

社会の持続的な発展
に貢献できる職業人
としての意欲と倫理
観、主体性

グローバル化が進む地域や職域におい
て、多様な人々と協働して課題解決してい
くための思考力・判断力・表現力、及び実
践的英語能力を含むコミュニケーション力

3.課題解決能力・コミュニケーション力 4.社会人としての姿勢 5.地域活性化志向

DP達成度を軸にした質保証の推進

４階層モデルによる組織的・継続的な質保証

学生自身の
学修

P

C

DA 教員間での
FD

P

C

DA

個人データ 学科/学部/全学データ

※構築中

講義・演習・実習・卒論

DP導入
教育

学年

4
階
層

地域連携

教員就職先1 2 3 4

⑤⑥DP達成度（聴取）④３年後のDP活用度

③卒業時のDP達成度

②前年度末までのDP達成度

①達成期待度

全学
学部
学科
教員

【図表】DPに基づいた教育について「よく知っていた」
と答えた入学者が徐々に増加

よく知っていた ある程度知っていた あまり知らなかった ほとんど知らなかった

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（％）
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取材・文／児山雄介　撮影／木藤富士夫

学
生
は
そ
つ
な
く
課
題
を
こ
な
し
、

卒
業
後
に
世
界
中
で
活
躍
―
―
教
育
の

質
に
大
き
な
問
題
を
感
じ
て
い
な
か
っ

た
が
故
に
、
本
学
は
〝
教
育
者
本
位
〞

だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
試
験
の
成

績
で
学
修
成
果
が
わ
か
る
と
考
え
て
い

ま
し
た
。

し
か
し
、
２
０
１
０
年
代
半
ば
、「
学

修
者
本
位
の
教
育
へ
の
転
換
」
が
強
調

さ
れ
始
め
る
中
、Ｄ
Ｐ
の
達
成
度
を
確

か
め
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
し

た
。Ｄ
Ｐ
は
、
本
学
の
卒
業
生
の
質
を

社
会
に
対
し
て
約
束
す
る
も
の
。
学
生

は
本
当
に
力
が
付
い
た
実
感
を
得
て
い

る
の
か
。
そ
の
疑
問
を
起
点
に
学
修
者

視
点
で
教
育
の
質
を
保
証
し
よ
う
と
、

２
０
２
１
年
か
ら
Ｄ
Ｐ
達
成
に
向
け
た

し
く
み
の
設
計
を
始
め
ま
し
た
。

ま
ず
確
認
し
た
の
が
、Ｄ
Ｐ
と
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
整
合
性
で
す
。
各
科
目
が

育
成
す
る
Ｄ
Ｐ
の
要
素
を
一
覧
に
し
た

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ッ
プ
を
学
科
・
専
攻

ご
と
に
作
成
。横
軸
を
Ｄ
Ｐ
の
各
要
素
、

縦
軸
を
育
成
レ
ベ
ル
と
し
て
科
目
を
配

置
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ツ
リ
ー
も
整
備

し
ま
し
た
。
ど
の
科
目
で
い
か
な
る
力

を
育
て
る
の
か
、
各
学
科
・
専
攻
で
議

論
が
起
こ
り
、Ｄ
Ｐ
に
対
す
る
各
科
目

の
役
割
分
担
が
明
確
に
な
っ
て
、
偏
り

も
是
正
さ
れ
ま
し
た
。

２
０
２
２
年
度
か
ら
、
学
生
調
査
と

授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
で
学
修
成
果
を
測
定

し
て
い
ま
す
。Ｉ
Ｒ
推
進
室
が
主
管
す

る
学
生
調
査
は
Ｄ
Ｐ
達
成
度
を
学
生
が

自
己
評
価
す
る
も
の
。
身
に
付
い
た
力

を
学
生
が
語
れ
な
け
れ
ば
学
修
成
果
と

は
言
え
な
い
た
め
、
主
観
的
な
認
識
を

重
視
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
成
績
は

よ
く
て
も
、
学
生
本
人
に
力
が
付
い
た

実
感
が
伴
っ
て
い
な
い
Ｄ
Ｐ
の
要
素
も

見
つ
か
り
ま
し
た
。
現
在
、
学
生
が
成

長
実
感
を
持
て
る
よ
う
な
授
業
の
あ
る

べ
き
姿
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。

授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
は
Ｆ
Ｄ
委
員
会
が

全
学
的
に
実
施
。Ｄ
Ｐ
と
科
目
を
ひ
も

づ
け
た
か
ら
に
は
、
全
学
統
一
の
基
準

で
質
を
見
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
か

ら
で
す
。学
生
の
評
価
が
高
い
の
は
、私

た
ち
が
予
想
し
た
「
単
位
修
得
が
楽
な

授
業
科
目
」で
は
な
く
、「
単
位
修
得
は

難
し
く
て
も
知
的
な
刺
激
が
あ
る
授
業
」

で
し
た
。ま
た
、主
体
的
に
取
り
組
む
学

生
ほ
ど
、
到
達
目
標
の
達
成
度
が
高
い

こ
と
も
判
明
。
授
業
改
善
の
方
針
と
し

て
、「
知
的
刺
激
」「
主
体
性
」と
い
っ
た

学
生
目
線
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
見
え
て
き

ま
し
た
。
学
生
に
対
す
る
結
果
の
共
有

は
、ア
ン
ケ
ー
ト
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

    ＊1「W
e

「「

 m
ake Sophia

e

」
を
添
え
て
、

キ
ャ
ン
パ
ス
内
の
め
だ
つ
場
所
に
ポ
ス

タ
ー
を
貼
り
出
し
ま
し
た
。〝
自
分
た
ち

の
声
で
上
智
大
学
を
変
え
る
〞
と
い
う

意
欲
の
高
ま
り
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
２
つ
の
間
接
評
価
に
加
え
、

直
接
評
価
と
し
て
２
０
２
３
年
度
に
設

定
し
た
の
が
、Ｄ
Ｐ
、Ｇ
Ｐ
Ａ
、
修
得

単
位
数
な
ど
を
掛
け
合
わ
せ
た
指
標
群

「
教
育
課
程・学
修
成
果
10
指
標
」で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、学
生
の
実
感
に
加
え
て
、

教
務
デ
ー
タ
の
面
か
ら
も
学
修
成
果
を

把
握
。
卒
業
時
に
主
観
的
に
も
客
観
的

に
も
Ｄ
Ｐ
を
達
成
で
き
た
と
言
え
る
状

態
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、Ｇ
Ｐ
Ａ
を
分

析
す
る
と
各
Ｄ
Ｐ
の
育
成
度
の
違
い
が

わ
か
る
た
め
、
学
修
者
を
軸
と
し
た
教

学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
な
が
り
ま
す
。

学
生
に
は
、Ｄ
Ｐ
で
定
め
た
力
を
身

に
付
け
た
と
い
う
自
信
を
持
っ
て
巣

立
っ
て
ほ
し
い
。
大
学
側
は
、
そ
の
力

を
生
か
し
て
世
界
各
地
で
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
活
躍
す
る
卒
業
生
を
増
や
し
、
社

会
と
の
約
束
を
果
た
し
て
い
き
ま
す
。

いろはらたかし●早稲田大学大学院理工学研究科
博士後期課程修了。博士（工学）。早稲田大学理工
学部助手、上智大学理工学部准教授などを経て、
2010年理工学部情報理工学科教授。入学センター
長、学事センター長などを経て2021年４月より現職。

伊呂原 隆
学務担当副学長 理工学部情報理工学科 教授

Ｄ
Ｐ
と
科
目
の
整
合
性
を

確
認
し
関
係
を
明
確
化

授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
の

意
外
な
結
果
と
改
善
方
針
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＊１ 「Sophia」は上智大学の愛称

学生のＤＰ達成をゴールと位置付けて「学修者本位の教育」を追求する上智大学。
学生の実感を重視した測定方法に客観的な指標も加え、達成度を両面から検証する。

上智大学

をめざすをめざすをめざすをめざすすすすざざざめめをを％をを％を％を％％％％％％000000000000101010111度度度度度度度度度度度度成成成成成成成成成成成成達達達達達達達達達達達達Ｐ達達Ｐ達Ｐ達ＰＰＰＤＰＤＰＤＰＤＤＤＤＤＤののののののののの生生生生生生生生生生生生学学学学学学学学学学学学全全全全全全全全全全全全全全全全 を％％0001度度成成成達達達ＰＰＤＤのの生生学学学全全全
メントメントメントメ トトンンメメメメメジジジジジジジジジジジジネネネネネネネネマネネマネネママママ学マ学学マ学学学学学学学学学教学教学教学教学教教教教教教教教の教の教の教教のののののの位の位の位の位位位位位位位位位本位本位本位本位本本本本本本本本本本本本者者者者者者者者者者者者修修修修修修修修修修修修学修学修学修学修学学学学学学学学学学学学 メジジネネネマママ学学学教教教ののの位位位本本本者者修修修学学学
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上智大学では、教学マネジメントだけでなく、グローバルエンゲージメントとし
て掲げているSDGsの取り組みにも、学生が関与している。SDGsを主管する
サステナビリティ推進本部では、2021年秋から「学生職員」を雇用。この制
度に応募した100人以上の学生の中から選考を通過した12人が、専任職員
と共に週10時間以上の業務を行う。給与は時給制で支払われる。
学生職員は広報媒体やSNSを通じた情報発信、学生視点を生かしたキャ

ンパス改善、イベント企画などを担う。これまでに、ユニバーサルデザイン視点
でのキャンパス案内サインの整備、マイボトル運動推進の一環としてのウォー
ターサーバー追加設置などに取り組んだ。学内のSDGs関連活動のエビデン
ス収集を行い、THEインパクトランキング＊6のランクインにも貢献している。
　「理想のキャンパスをつくるために、学生が学生にヒアリングし、企画を立て
て、他の学生に活動を呼びかける。学生職員は、本学が特に力を入れて育成
している“主体性”を象徴する活動だ」と伊呂原副学長は述べる。

「学生職員」がサステナビリティ活動推進役、
キャンパスづくりや広報を担う

＊２ 入学時学生意識調査　　＊３ 在学時学生実態調査　　＊４ 卒業時成長実感調査　　＊５ 卒業後動向実態調査
＊６ Times Higher EducationによるSDGsを指標としたランキング

キャンパス／東京都千代田区、新宿区　学生数／13,333人　創立／１９13年
建学の精神／For Others, With Others ―他者のために、他者とともに―
学部／神、文、総合人間科学、法、経済、外国語、総合グローバル、国際教養、理工　
大学院／神学、哲学、文学、実践宗教学、総合人間科学、法学、経済学、言語科学、グローバル・スタディーズ、理工学、地球環境
学、応用データサイエンス学位プログラム、助産学専攻科
THE世界大学ランキング2024／1501＋位、同日本大学ランキング2023／=22位、同インパクトランキング2023／401-600位

注目！

教学マネジメントにおける学生のＤＰ到達度測定

全学、各学部、各学科のDPを設定し、DPの下位に科目ごとの「到達目標」を置く

3
教育課程・
学修成果
10指標
（直接評価）

指標６ ナンバリング毎の科目数とレベル毎のGPA
指標７ 全学共通科目と学科科目のGPA散布図
指標８ DP別科目数
指標９ DP別修得単位数
指標10 DP別GPA平均

指標１ 修得単位数
指標２ 平均登録単位数／平均修得単位数
指標３ 認定学年別GPA（箱ひげ図）
指標４ 自学科開講科目のGPA分布
指標５ 自学科開講科目数と必修選択区分毎のGPA

1
学生調査
（間接評価）

DPの
能力

学生
生活等

満足度
等

入学時調査＊2 在学時調査＊3 卒業時調査＊4 卒業後調査＊5

・身に付いた
・もっと身に付けたかった
・社会に必要な能力だと思う

・現在の就労状況 など

・現在の就労先の
 満足度 など

・就職活動の振り返り

・上智大学の推奨度 など・上智大学の推奨度 など

・キャリア意識 など

・能力が伸びた
・もっと伸ばしたかった
・成長を促すカリキュラムだった

・能力が伸びた
・もっと伸ばしたい
・成長を促すカリキュラムだと思う

・知っている
・身に付いている
・もっと身に付けたい

・学生生活で
 期待すること など

・入学動機 など

2
大学授業
アンケート
（間接評価）

〈全学共通質問〉
・教員の説明のわかりやすさ
・教員の意欲の高さ
・質疑応答やフィードバックの機会の多さ
・アクティブ・ラーニングの機会の多さ
・学修内容の応用方法を学ぶ機会の多さ
・多様なものの見方や考え方の身に付き度合い

・自身の主体的な取り組み度合い
・シラバスで示された到達目標の身に付き度合い
・知的な刺激、勉強意欲の喚起の度合い
・授業時間外に費やした時間
・この授業の満足度
・良い点・改善が必要な点

〈学部・学科・
  センターによる
  独自質問〉

学生職員が中心となり、上智の
アイデンティティとユニバーサル
デザインを両立させたキャンパス
案内サインを設置

利用率調査の結果を基に、
給水ステーションを増設

B1232131-P30-P31.indd   31 2023/11/11   9:46



特集  学修者本位の大学のつくり方

取材・文／鈴木康介　撮影／岸隆子

1
0
6
年
前
、「
児
童
中
心
主
義
」

を
掲
げ
、
小
学
校
か
ら
始
ま
っ
た
本
学

園
は
以
来
、そ
の
人
な
り
の
学
び
方
と
、

他
者
の
個
性
を
尊
重
す
る
「
個
性
尊
重

教
育
」
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
学

園
創
立
1
0
0
年
が
過
ぎ
た
今
、
少
人

数
教
育
を
基
本
と
し
、
教
職
員
と
学
生

の
距
離
が
近
い
ワ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
と
い

う
環
境
を
生
か
し
、「
学
生
中
心
の
大

学
」
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

元
々
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
支
援
や
、

図
書
館
の
運
営
に
学
生
が
携
わ
っ
て
お

り
、
教
職
員
が
彼
ら
の
著
し
い
成
長
を

目
の
当
た
り
に
し
た
た
め
、
こ
れ
を
拡

充
す
べ
く
、
個
性
尊
重
教
育
を
学
生
の

助
け
合
い
・
学
び
合
い
と
い
う
形
で
発

展
さ
せ
た
「
ピ
ア
チ
ュ
ー
タ
ー
」
制
度

を
導
入
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

2
0
1
6
年
に
本
企
画
を
含
む
教
育
改

革
案
を
、文
科
省
の
A
P
事
業
に
申
請
。

不
採
択
で
し
た
が
、
自
前
で
翌
年
か
ら

本
制
度
を
始
動
さ
せ
ま
し
た
。

ピ
ア
チ
ュ
ー
タ
ー
制
度
で
は
５
つ

の
団
体
が
活
動
し
て
い
ま
す
。
こ
の
う

ち
授
業
・
学
習
支
援
を
行
う
ピ
ア
サ

ポ
ー
タ
ー
は
、
今
で
は
多
く
の
学
生
や

教
員
が
利
用
し
て
い
る
も
の
の
、
当
初

は
利
用
者
が
少
な
い
状
態
で
し
た
。
転

機
と
な
っ
た
の
は
、「
時
間
割
相
談
会
」

の
実
施
で
す
。
単
位
制
や
自
由
度
の
高

い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
慣
れ
て
い
な
い
新

入
生
に
と
っ
て
、
時
間
割
構
築
や
履
修

登
録
は
複
雑
で
す
。
サ
ポ
ー
タ
ー
が
自

ら
の
経
験
か
ら
自
発
的
に
企
画
し
、
学

生
目
線
で
解
説
す
る
時
間
割
相
談
会
を

設
け
た
と
こ
ろ
、
大
好
評
で
、
本
年
も

8
割
の
新
入
生
が
参
加
し
ま
し
た
。

教
員
の
授
業
サ
ポ
ー
ト
利
用
は
、
コ

ロ
ナ
禍
に
よ
る
授
業
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

で
進
み
ま
し
た
。
ビ
デ
オ
オ
フ
で
参
加

す
る
学
生
へ
の
対
応
や
、
ブ
レ
イ
ク
ア

ウ
ト
ル
ー
ム
の
運
営
に
苦
心
す
る
中
、

サ
ポ
ー
タ
ー
学
生
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
で
救
わ
れ
た
教
員
が
多
く
、
口

コ
ミ
で
利
用
が
広
ま
り
ま
し
た
。

ほ
か
に
も
、
学
生
視
点
で
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
改
善
提
案
が
な
さ
れ
た
り
、
就

活
を
経
験
し
た
学
生
の
意
見
を
キ
ャ
リ

ア
教
育
科
目
の
運
営
改
善
に
生
か
し
た

り
す
る
ほ
か
、
他
大
学
の
サ
ポ
ー
タ
ー

団
体
や
高
校
生
と
の
交
流
を
行
う
「
サ

ポ
ー
タ
ー
ズ
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
も
学
生
主

導
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

ピ
ア
チ
ュ
ー
タ
ー
の
活
動
は
、
サ

ポ
ー
タ
ー
自
身
の
成
長
に
も
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。
私
が
特
に
印
象
に
残
っ
て

い
る
の
は
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
か
ら
常
に

マ
ス
ク
で
顔
を
隠
し
て
い
た
あ
る
学
生

で
す
。
お
と
な
し
か
っ
た
彼
が
、
活
動

を
通
じ
て
積
極
的
に
な
り
、
最
終
的
に

は
、「
ピ
ア
サ
ポ
交
流
会
」
を
発
案
、

実
施
す
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
他
の

サ
ポ
ー
タ
ー
も
同
様
で
す
。
私
や
教
職

員
へ
物
お
じ
せ
ず
に
意
見
を
言
い
、
進

ん
で
行
動
し
ま
す
。
最
初
か
ら
ア
ク

テ
ィ
ブ
な
学
生
ば
か
り
が
サ
ポ
ー
タ
ー

に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
活
動

を
通
じ
て
大
学
の
課
題
を
自
分
事
と
し

て
捉
え
、
解
決
に
向
け
て
主
体
的
に
動

く
人
間
へ
と
成
長
す
る
の
で
す
。

今
般
の
生
成
A
I
の
登
場
に
よ
り
、

大
学
教
育
は
今
後
大
き
く
変
わ
っ
て
い

く
で
し
ょ
う
。
A
I
時
代
に
大
学
が
す

べ
き
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ア
ル
な

経
験
の
場
や
機
会
を
学
生
に
提
供
し
、

経
験
か
ら
学
ぶ
た
め
の
リ
フ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
身
に
付
け
て
も
ら
う
こ
と
で
は
な

い
か
、と
考
え
ま
す
。ピ
ア
チ
ュ
ー
タ
ー

の
活
動
は
ま
さ
に
そ
れ
で
す
。

本
学
の
一
番
の
自
慢
は
、学
生
で
す
。

彼
ら
と
共
に
、
そ
ん
な
学
び
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。

すぎもとよしゆき●1983年東京大学大学院農学生
命科学研究科博士課程中退。1996年成城大学経
済学部助教授、2000年経済学部教授、2011年経
済学部長、2015年教育イノベーションセンター長。
2016年副学長、2022年より現職。農学博士。

杉本 義行
学長

ピ
ア
チ
ュ
ー
タ
ー
制
度
で

個
性
尊
重
教
育
を
推
進

学
生
の
声
や
活
動
が

教
育
・
運
営
改
善
の
起
点
に
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＊1 大学教育再生加速プログラム
＊2 「ピアサポーター」「国際交流サポーター」「キャリアサポーター」「ライブラリーサポーター」「バリアフリーサポーター」の5団体が設けられている
＊3 日々の活動の中で感じた疑問や課題を、他大学のサポーターと共有し、解決方法を共に考え、学びの輪を広げていく交流会

学生が学生の学びを支える「ピアチューター」制度を中心に、“教職学”協働で
学修者本位の大学づくりを進める成城大学。その背景と今後の展望を学長に聞く。

成城大学

学生同士の学び合いを改革に生かす学生同士 学び合 を改革に生かす学生同士の学び合いを改革に生かす学生同士の学び合いを改革に生かすすすすかかか生生生にに革革革改改ををいいい合合合びびび学学学のの士士同同生生生学学学
“教職学”協働の学びのコミュニティ“教職学”協働の学びのコミ テ教職学 協働の学びのコミュニティ教職学 協働 学び ミ ティィィテテニニュュミミココののびび学学学ののの働働働協協協”学学学職職職教教教“
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全学生を相手にする職員こそ、実は学生により近い存在だ。特に成城大学
は、愛校心の強い母校出身者や教員免許を持つ職員も多く、歴代の職員が
自然発生的に学生の支援を行ってきた。図書館の運営支援をするライブラ
リーサポーターも、図書館の常連で、何かやりたそうな学生に、職員が声をかけ
たことがきっかけで活動が始まった。このような学生のやる気に火をつける職
員の伴走があって、ピアチューター制度は形になった。職員にとっても、学生へ
の働きかけは、学生への向き合い方の理解を深め、彼らの成長を目にし、熱意
を高めるよいSDになっていると言う。
ピアサポーターの運営は、教育改革と質保証を担う教育イノベーションセン

ターの職員が担当。学生は、同センターの研修（右図）を受けて活動を始める。
研修内容は、学生の声に応じて毎年改善している。同センター課長の長尾繁
樹氏（取材当時）は、「学生が努力しているからこそ私たちもがんばろうと思え
る。今後も、彼らの声を起点に質保証に取り組みたい」と抱負を語る。

学生のやる気に火をつけサポーターの
伴走をすることが、職員のよいSDに

キャンパス／東京都世田谷区　学生数／５，６５４人　創立／１９５０年
建学の精神／人生は真善美を理想とすると言われるが、学校は真理行われ道徳が通りまた美的の所でありたい　
学部／経済、文芸、法、社会イノベーション　
大学院／経済学、文学、法学、社会イノベーション
THE 日本大学ランキング2023／201＋位

注目！

DP

❷ピアサポーター自身の成長

教職学協働によるピア
サポーター養成研修や
振り返り研修などを通じ
たSD活動の促進

コーチング、ファシリテーションなどのスキル獲得およ
びコミュニケーション能力やコラボレーション能力の向
上、そしてピアサポーター自身の人間的・社会的成長

ピアサポーターの活用によるインタラクティブな
授業運営の促進

身近な先輩や同学年の仲間などの学生目
線に立った支援による学習者の学びの深化

ピアサポーター

学習サポート
授業サポート

学習者 授業

教職員

❹SD活動の促進

❸授業改善（FD活動）の促進

❶学習者の学びの深化

は全員が必ず受講する 

⑤レポートの
書き方講座

・レポートの作成
支援の方法

・在学生ファシリ
テーター養成研修

・ピアチュータ
リングに必要と
されるスキルの
理解と習得
（発展）

・入学準備
プログラム（２月）

・サポートデスク
（随時）

・授業サポート
（５～７月、
９～１月）

・時間割相談
（４月）
・ピアサポ交流会
（９月）
・サポーターズ
フォーラム（11月）

④ファシリテー
ションに必要と
されるスキルの
理解と習得

ファシリ
テーション
スキル

コアスキル

専
門
ス
キ
ル
アカデ
ミック
スキル

分野 アウトプット
（活動）の場

研修名
基礎 発展

①多様性の理解
とコミュニケーショ
ンスキルの習得
②ピアチュータ
リングに必要と
されるスキルの
理解と習得（基礎）
③アンサンブルの
力で新しい
自分になる

豊かな人間性を持ち、多
様な人々と協力して社会
に貢献する意欲と能力を
身につけている。
（主体性・多様性・協働性）

国際的な視野から世界と日本
を見つめ、グローバル社会を
生き抜くためのコミュニケー
ション能力を身につけている。
（思考力・判断力・表現力）

社会の諸事象について主
体的かつ総合的に判断で
きる能力を身につけてい
る。
（思考力・判断力・表現力）

幅広い教養および各学部・学科の専
門知識・技能を身につけることで、筋
道を立てて物事を俯瞰的に把握し、
課題を発見・解決することができる。
（知識・技能）

ピアサポーターの研修カリキュラム

ピアチューター制度＜ピアサポーター＞の活動のしくみ
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本
学
の
前
身
は
写
真
の
学
校
で
す
。

女
子
短
大
部
（
現
在
は
閉
校
）
で
は
日

本
初
の
秘
書
科
を
設
置
す
る
な
ど
、
建

学
以
来
、
一
貫
し
て
実
務
家
の
育
成
を

使
命
と
し
て
き
ま
し
た
。
学
生
の
本
学

へ
の
主
た
る
期
待
は
進
路
・
就
職
で
あ

る
た
め
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
に
力
を
入
れ

て
い
ま
す
。
２
つ
の
学
部
の
う
ち
、
芸

術
学
部
は
専
門
性
と
進
路
が
比
較
的
、

明
確
で
す
が
、
も
う
一
方
の
工
学
部
の

学
生
は
将
来
を
迷
い
が
ち
。
そ
こ
で
、

２
０
０
１
年
度
に
進
路
を
考
え
る
キ
ャ

リ
ア
教
育
科
目
を
設
置
。
キ
ャ
リ
ア
観

を
体
系
的
に
育
成
で
き
る
よ
う
、学
部
・

学
科
だ
け
で
は
な
く
、
学
長
・
理
事
長

も
入
っ
て
大
学
全
体
で
取
り
組
み
、
質

を
保
証
す
る
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

マ
ッ
プ
や
ツ
リ
ー
、
科
目
ナ
ン
バ
リ
ン

グ
な
ど
も
早
期
に
整
備
し
ま
し
た
。

２
０
１
０
年
頃
か
ら
は
、
入
学
者
の

多
様
化
が
進
み
、
彼
ら
・
彼
女
ら
に
ど

う
就
職
力
を
付
け
る
か
が
、
大
学
と
し

て
の
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
し
た
。
全

学
で
検
討
の
う
え
、
中
期
計
画
で
打
ち

出
し
た
の
は
、「
全
面
的
な
教
学
改
革
」

で
す
。
学
生
に
と
っ
て
真
に
必
要
な
就

職
力
と
は
、
目
先
の
就
職
先
を
確
保
す

る
こ
と
以
上
に
、自
身
で
目
標
を
定
め
、

学
び
を
通
じ
て
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
力

で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
す
。

２
０
１
５
年
度
に
、
１
〜
３
年
次
の

一
気
通
貫
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
科
目
を
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
み
込
み
ま
し
た
。
就

職
試
験
対
策
と
は
別
に
、
学
修
者
本
人

が
な
り
た
い
将
来
像
を
早
期
に
見
定

め
、そ
の
将
来
像
と
現
在
地
の
「
ズ
レ
」

を
正
し
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
こ
と
を

支
援
す
る
内
容
で
す
。
大
学
が
就
職
を

お
膳
立
て
す
る
の
で
は
な
く
、
理
想
の

就
職
に
向
け
て
足
り
な
い
力
を
学
生
に

気
づ
か
せ
、
学
生
が
自
身
の
力
で
補
っ

て
い
く
と
い
う「
学
修
者
中
心
」の
キ
ャ

リ
ア
教
育
を
志
向
し
ま
し
た
。

工
学
部
で
は
、
学
生
が
途
中
段
階
で

能
力
の
到
達
度
を
知
り
、
目
標
に
向
け

て
改
善
す
る
た
め
の
形
成
的
評
価
を
行

う
ツ
ー
ル
と
し
て
、
汎
用
的
能
力
を
測

る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
導
入
し
ま
し
た
。

１
・
３
年
次
に
受
検
し
て
結
果
を
比
較

し
、
何
が
身
に
付
き
、
何
が
身
に
付
い
て

い
な
い
の
か
。
就
職
活
動
を
始
め
る
ま

で
に
ど
う
す
べ
き
か
。
学
生
自
身
の
自

覚
、
検
討
を
促
し
ま
す
。
２
０
１
９
年

度
に
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

（
Ｃ
Ａ
）制
度
を
導
入
。
専
任
教
員
１
人

あ
た
り
約
10
人
の
学
生
を
受
け
持
ち
、

研
究
室
入
室
前
の
１
〜
３
年
次
に
か
け

て
一
人
ひ
と
り
の
学
生
に
目
が
届
く
体

制
に
し
ま
し
た
。
汎
用
的
能
力
の
ア
セ

ス
メ
ン
ト
の
結
果
も
、Ｃ
Ａ
が
授
業
内

で
個
人
面
談
や
解
説
を
行
い
、「
受
け
っ

放
し
」に
な
る
こ
と
を
防
い
で
い
ま
す
。

ア
セ
ス
メ
ン
ト
導
入
に
よ
り
、
大
学

側
と
し
て
も
、「
発
信
力
」や「
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
」
が
伸
び
て
い
な
い
実
態
が
把

握
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、Ｃ
Ａ
と
学
生

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
は
、「
低

学
年
時
か
ら
専
門
科
目
を
学
び
た
い
」

と
い
っ
た
よ
う
な
、
こ
れ
ま
で
見
え
な

か
っ
た
学
生
の
ニ
ー
ズ
が
つ
か
め
て
い

ま
す
。
現
在
構
想
中
の
新
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
に
は
、
こ
れ
ら
へ
の
対
応
を
盛
り
込

も
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
刷
新
後
も
、
そ
れ
で
完
成
と
は
捉
え

ず
、
随
時
、
見
直
し
を
続
け
ま
す
。

課
題
は
、
教
育
と
身
に
付
く
力
の
つ

な
が
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。Ｄ
Ｐ
、

成
績
評
価
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
結
果
な
ど

と
の
関
係
性
を
分
析
し
、
学
生
が
自
身

を
成
長
さ
せ
る
に
は
ど
の
よ
う
な
教
育

や
情
報
提
供
が
最
適
な
の
か
を
、
今
後

追
究
し
て
い
き
ま
す
。

さいとうやすお●2009年筑波大学大学院ビジネス
科学研究科博士前期課程修了。教育企業で大学受
験塾の運営、社団法人で企業の営業革新支援等に
従事後、2001年学校法人東京工芸大学入職。教
務、研究支援、産学連携、知財管理、庶務、総務、広
報、入試等の各業務に携わり、現在に至る。

齋藤 保男
厚木キャンパス事務部教務課  課長

一
気
通
貫
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
で

学
生
の
自
律
的
な
就
職
を
促
す

ア
セ
ス
メ
ン
ト
で
可
視
化
し

目
標
と
の「
ズ
レ
」を
知
る
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建学時から就職力の高さでステークホルダーの期待に応えてきた東京工芸大学。
入学者の多様化を機にキャリア教育を強化。能力を可視化するアセスメントも導入した。

東京工芸大学

力を付ける力を付ける力を付ける力を付けるるるけけ付付付をを力力力力力う力う力う力う力うううう補う補う補う補う補補補補補補補補し補し補し補し補しししし見し見し見し見し見見見見見見見見発見発見発見発見発発発発発発発発で発発で発で発でででででで身身身身身身身身自身自身自身自身自自自自自自自自をををををををを力を力を力を力を力力力力力力力力い力力い力い力いいいいいいななななななななりなりなりなりなりりりり足り足り足り足り足足足足足足足足足足足足 力力うう補補補しし見見見発発発でで身身自自をを力力力いいななりり足足足
育育育育育育育育育育育育教教教教教教教教教教教教アアアアアアアアリアリアリアリアリリリリャリリャリャリャャャキャキキャキャキキキキキキキキのキのキのキキのののののの位位位位位位位位本位本位本位本位本本本本本本本本者本者本者本者本者者者者者者者者修者修者修者修者修修修修修修修修学修学修学修学修学学学学学学学学学学学学 育育育教教アアリリャャキキキのの位位本本本者者者修修修学学学

CASE
STUDY

特集  学修者本位の大学のつくり方
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DP
5.コミュニケーション力や論理的思
考力、自己管理能力等の汎用
的な技能を有し、実践できる。

7 .これまで修得した知識・技
能・態度を総合して、正しく
整理し、伝えることができる。

8.自ら継続的に学び、自己を成
長させるスキルと志向性を
有している。

８項目中、
３項目抜粋

35 No.310

工学部は、汎用的能力のアセスメントで可視化した学修成果を、広報にも
役立てている。2023年８月に発行した冊子には、測定対象の能力について、
１年次と３年次の平均スコアの比較、その能力を伸ばす授業の例、伸ばした能
力の社会での生かし方を掲載。PDF版を工学部の受験生サイト＊に掲載する
ほか、紙版を高校教員や受験生の保護者を中心に配布した。単に能力の伸
長をアピールするだけでなく、生徒を送り込んでくれた高校教員に対して、受け
入れた側の説明責任を果たしたい思いが強かったという。掲載されている能力
には、伸び幅が小さいものも含まれている。教務課主事の橋本俊之氏は、「き
れいごとだけではないエビデンスを発信したかった」と語る。学生をはじめとする
ステークホルダーとの質保証ベースのコミュニケーションが、同大学で進んで
いる一つの表れだと言えよう。これらの取り組みにより、高校生が同大学で身
に付く力を理解したうえで入学し、将来の目標を自覚しながら学生生活を送る
ようになれば、学修者本位の教育がさらに進むだろう。

学生の能力ベースのコミュニケーションを重視
汎用的能力のアセスメント結果を発信

＊https://www.t-kougei.ac.jp/admission/engineering/

キャンパス／神奈川県厚木市、東京都中野区　学生数／4,673人　創立／１９23年（小西写真専門学校）
建学の精神／時勢の必要に応ずべき写真術の実技家及び研究家を養成し併せて一般社会における写真術の向上発達を図る
学部／工、芸術
大学院／工学、芸術学

注目！

学修者に“気づかせる”＆“築かせる”キャリア教育（工学部の例）

１年次

前期

キャリアⅠ

自己分析と
行動計画
【必修】

後期

キャリアⅡ

プレゼンテーション
演習
【必修】

２年次 ３年次

前期

キャリアⅢ

ビジネスとマナー

【選択】

前期

キャリアⅤ

進路を考える

【選択】

後期

キャリアⅣ

ロジカル・
ライティング演習

【選択】

自分の興味、適性、強
みなどを把握。社会や
職業の理解を深め、進
路と学問を結びつける。

■「学修技術と自己管理」（必修科目）
大学での学び方を学ぶ。学生は授業内でカリキュ
ラムアドバイザーと個別に面談。将来を考え、２年
次以降の学びの分野を選択する。カリキュラムア
ドバイザーはアセスメントの結果や教務データを
活用し、伸ばすべき力、履修すべき科目などを学
生に考えさせる。

■目標に応じた柔軟な履修
カリキュラムアドバイザーとの相談によって、入学時
に選んだコースを２年次進級時に変更できる。また、
将来の目標に応じて、コースを超えた履修も可能。

■個別面談イベント
コースによっては、全学生がカリキュラムアドバイ
ザーと面談するイベント、４年生と交流し将来を考
えるイベントなどを開催。

■「総合演習Ⅰ」（必修科目）
授業内でアセスメント結果を返
却。コースによっては、カリキュラ
ムアドバイザーと個別に面談。１
年次のアセスメント結果と比較
し、成長度合いを把握。将来像と
のズレを確認させ、修正を促す。

ディスカッション、プレ
ゼンテーション等によ
りコミュニケーション力
を高める。

さまざまな人たちと信
頼関係を築くためのマ
ナーを身に付ける。

社会で求められる、クリ
ティカルシンキング、ロ
ジカルライティングの
力を伸ばす。

キャリアⅠ～Ⅳの総まと
めを行い、就職活動に
向けた準備を進める。

キ
ャ
リ
ア
教
育
科
目

そ
の
他
の
科
目
・
取
り
組
み

冊子
「伸びている
のには理由
がある」

ワ ケ

（工学部）

汎用的能力アセスメント受検 汎用的能力アセスメント受検
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本
学
は
29
年
前
、
地
域
の
中
で
独
自

性
の
あ
る
学
問
を
と
、
当
時
は
珍
し

か
っ
た
国
際
、
情
報
科
学
、
芸
術
の
3

学
部
で
開
学
し
ま
し
た
。
近
年
は
競
合

が
増
え
、
学
生
募
集
も
気
を
抜
け
な
い

状
況
に
。
入
学
者
が
多
様
化
し
、
質
保

証
も
本
格
化
し
た
２
０
１
９
年
度
に
、

ま
ず
は
学
生
の
実
態
を
把
握
す
べ
く
、

学
生
調
査
に
着
手
し
ま
し
た
。

調
査
か
ら
は
、
成
績
な
ど
の
従
来
の

教
務
デ
ー
タ
に
は
な
い
学
生
の
実
態
、

思
い
、
要
望
が
う
か
が
え
ま
し
た
。
特

に
自
由
記
述
の
回
答
に
は
わ
れ
わ
れ
が

思
い
も
よ
ら
な
い
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
供

給
者
で
あ
る
教
職
員
目
線
で
の
学
生
調

査
の
限
界
を
実
感
し
ま
し
た
。
た
と
え

学
修
到
達
度
を
把
握
で
き
て
も
、Ｄ
Ｐ

未
到
達
の
資
質
や
能
力
が
あ
っ
た
際
、

果
た
し
て
教
職
員
だ
け
で
問
題
点
や
改

善
方
法
を
見
い
だ
せ
る
の
か
―
―
そ
ん

な
折
に
、
非
常
勤
講
師
を
務
め
て
い
た た

    ＊
岡
山
理
科
大
学
で
、
学
生
に
よ
る
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の

現
場
を
見
学
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
。

学
生
が
活
発
に
教
育
に
対
し
て
意
見
を

述
べ
る
姿
を
見
て
、
そ
の
必
要
性
を
確

信
。
本
学
へ
の
導
入
を
提
案
し
、
教
員

だ
け
で
な
く
学
生
も
参
画
す
る
質
保
証

の
し
く
み
づ
く
り
を
始
め
た
の
で
す
。

現
在
、
構
築
中
の
内
部
質
保
証
体
制

で
は
、
各
学
科
・
研
究
科
の
教
育
に
つ

い
て
、
所
属
学
科
の
教
員
・
他
学
科
教

員
・
学
生
の
三
者
が
評
価
を
行
い
、
改

善
に
活
用
し
ま
す
。
こ
の
う
ち
自
学
科

の
4
年
生
か
ら
直
接
意
見
を
聴
取
す
る

の
が
、カ
リ
キ
ュ
ラ
ム・コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
で
す
。
２
０
２
１
年
度
か
ら
情
報

科
学
、
芸
術
の
２
学
部
で
開
始
。
学
生

は
４
年
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
振
り

返
っ
て
是
も
非
も
含
め
て
評
価
し
、
課

題
の
あ
る
授
業
に
つ
い
て
は
改
善
策
も

提
案
し
ま
す
。
最
後
は
各
意
見
に
同
意

す
る
人
数
を
集
計
し
、
定
性
情
報
を
定

量
情
報
化
、
つ
ま
り
各
意
見
の
重
み
ま

で
測
れ
る
よ
う
工
夫
し
て
い
ま
す
。

卒
業
間
際
の
学
生
が
、
後
輩
が
受
け

る
教
育
を
よ
く
し
よ
う
と
熱
心
に
取
り

組
み
、
こ
の
４
年
で
そ
れ
が
で
き
る
ほ

ど
に
成
長
し
た
姿
は
、
立
ち
会
う
教
員

た
ち
の
胸
を
打
ち
ま
す
。
教
務
デ
ー
タ

や
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
だ
け
だ
っ
た
と
き

と
比
べ
て
、
教
員
の
教
育
改
善
へ
の
動

き
が
早
く
、
進
級
要
件
の
変
更
や
内
容

が
重
複
す
る
科
目
の
扱
い
の
検
討
な
ど

が
次
々
と
始
ま
り
ま
し
た
。
情
報
科
学

部
で
は
自
発
的
に
新
規
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

受
講
実
態
を
把
握
す
べ
く
、
２
年
次
末

に
も
追
加
で
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
に
私
が
心
が
け
た

の
は
、個
人
に
張
り
付
か
な
い
全
学
的
、

持
続
的
な
し
く
み
に
す
る
こ
と
で
す
。

Ｉ
Ｒ
関
係
の
規
程
整
備
、
執
行
部
や
学

部
長
対
象
の
研
修
、
全
構
成
員
向
け
の

研
修
、
実
務
担
当
者
用
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
…
と
、
段
階
的
に
、
学
内
の

理
解
と
ル
ー
テ
ィ
ン
化
を
進
め
て
き
ま

し
た
。次
の
課
題
は
、学
生
へ
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
で
す
。
こ
れ
を
怠
る
と
、
声

を
上
げ
て
も
動
い
て
く
れ
な
い
大
学
だ

と
思
わ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。
本
年
４
月
発

足
の
教
育
基
盤
セ
ン
タ
ー
で
、
他
大
学

の
事
例
を
参
考
に
共
有
方
法
を
検
討
中

で
す
。

今
、
本
学
で
は
、
学
生
の
声
や
力
を

業
務
改
善
・
改
革
に
生
か
す
動
き
も
出

始
め
て
い
ま
す
。
業
務
の
Ｄ
Ｘ
化
に
学

生
が
参
画
し
た
り
、
総
務
室
が
予
算
編

成
の
エ
ビ
デ
ン
ス
と
し
て
学
生
調
査
の

結
果
を
使
っ
た
り
。
こ
の
よ
う
な
動
き

が
日
常
に
な
れ
ば
、
学
修
者
本
位
の
文

化
と
し
て
根
付
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

やまさきひろあき●2010年関西大学入職。教務事
務担当の後、（公財）大学基準協会へ出向を経て自己
点検・評価を担当。2019年広島市立大学に着任。
2022年より教学企画オフィス・オフィス長補佐、大学
評価オフィス副オフィス長を兼務。2023年より現職。

山咲 博昭
理事補佐／理事長室 副室長
教育基盤センター センター長補佐・講師

供
給
者
に
は
見
え
に
く
い

学
生
の
実
態
や
思
い
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教育プログラムの評価を学生に依頼する「カリキュラム・コンサルティング」。
徐々に広まりつつあるこの取り組みを2021年度に導入した広島市立大学に聞く。

広島市立大学
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　学生によるカリキュラム・コンサルティングは、卒業予定者が、在学中に履修
した科目等について、評価と助言を行う取り組みだ。広島市立大学では、学科
の自主性を重んじ、学生の数や選び方は各学科に一任。2022年度に４学科
合同で行った情報科学部は、学生約40人、教員７人が集まり、90分弱で実施
した。学生には、事前説明を受けたうえで、教員への中傷は避け、改善してほし
い点には理由と改善案を添えるように依頼。グループで話す前に個人で意見
を記入させる、所属学科教員は進行に関与しないなど、発言しやすくなる工夫
を凝らしている。４年間を一気に振り返り、全ての科目、出来事から意見をピック
アップするので、挙がってくる意見は各学生の印象に強く残ったものばかりだ。
　学生にとっても、大学で学んできたことの意義を振り返り、その後のキャリア
を考える機会になっている。「用意された環境を享受するだけではなく、よりよい
環境をめざして主体的に働きかける学生の自治活動は、高等教育ならではの
もの。社会に出てからも役立つ経験になる」（山咲氏）。

教育改善につながり、学生の教育機会にもなる
カリキュラム・コンサルティングのコツ

教育の内部質保証（全体像）

学生評価
（カリキュラム・コンサルティング）

２ ＤＰの文言の見直し

ＣＰ、科目群、授業科目などを
学生目線で評価したもの

カリキュラム・マップ

１ 教育課程の見直し・検証材料

ＤＰの達成度把握 自己評価（カリキュラムアセスメント）

他者評価（カリキュラムアセスメント・チェック）科目群

カリキュラム・ツリー
＋

ナンバリング

授業科目

●卒業論文・研究・制作の
ルーブリック（教員評価）
●学生調査（学生の自己評価）
●修得科目の成績評価とともに
ＤＰ達成度の度合いを明示
●その他、必要に応じて設定

元々の想定した資質、能力が備わっているか、
否かを判断し、教育課程の改善につなげる

科目群の変更
授業科目の改廃・新設
配当年次、単位数、必選区分の変更

授業内容、方法の見直し、改善

学則改正の対象

学則改正の対象外

キャンパス／広島県広島市　学生数／2,092人　創立／1994年
建学の基本理念／科学と芸術を軸に世界平和と地域に貢献する国際的な大学
学部／国際、情報科学、芸術
大学院／国際学、情報科学、芸術学、平和学

注目！

DP

ＤＰの達成度把握を行うため、どのような
方法で、どの時期に、誰が評価するかを
一覧にまとめたもの（ＤＰの学修目標との
対応関係もまとめている）。

ＤＰの学修目標ごとに学生のＤＰ達成度状況、
評価方法などを含めて評価したもの。課題があ
れば次年度の改善策を含めて検討する。

自己評価の妥当性を客観的な視点（当事者で
ない第三者視点（他学科の構成員））からピア・
レビューしたもの。

定義や解釈があいまいで評価がしづらい表現や、元々の想定と異なる解釈がなされている等

ＣＰ

ＤＰ

ＡＰ
カリキュラムアセスメント・チェックリスト

複
数
の
視
点
で
評
価

体系性

順次性

３つの方針 Ｐ 教育課程 D 学修成果の把握・可視化 C 教育課程に対する評価
〈教育プログラム単位〉C

教育課程に対する評価の活用 A

カリキュラム・コンサルティングの進め方
実施単位 学科・専攻

質問項目 共通科目／専門科目／オンライン授業／学生生活

対象 ４年生 実施時期 11～１月

●学生が発言しやすいように、所属学科の教員は進行に関与
しない。
●個人が発言しやすいように、「個人ワーク」→「グループでの共
有」の順で進める。
●改善を要望する点については、学生自身が考えた改善方法
も提示してもらう。
●（グループによっては）自グループでの意見の共有後、他のグ
ループの意見を見て気づいた点を追加で掲出している。
●複数人が同意する意見も出るため、個々の学生へのインタ
ビューよりも代表性がある意見が得られる。

６項目中、
２項目抜粋

多様な文化・価値観を尊ぶための、人間、社会、
自然、平和に関する幅広い教養と知識・技能
を有している　　　　　　　　 （知識・技能）

社会的課題の解決ないしは社会との関わりの
中での創作活動に向けて主体的に取り組む姿勢
を有している　　　　　　　　　　   （主体性）
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地
方
の
小
規
模
か
つ
国
家
試
験
合
格

が
命
題
の
医
療
系
単
科
大
学
が
、
競
争

を
勝
ち
抜
き
、10
、20
年
後
も
選
ば
れ
る

に
は
――
こ
の
問
題
意
識
が
、
本
学
の

学
修
成
果
の
可
視
化
の
根
底
に
あ
り
ま

す
。
専
門
職
に
必
要
な
知
識
・
技
能
修

得
の
教
育
は
要
件
が
決
ま
っ
て
お
り
、

他
校
と
の
差
別
化
は
難
し
い
。そ
こ
で
、

本
学
な
ら
で
は
の
プ
ラ
ス
要
素
と
し
て

考
え
た
の
が
、
な
り
た
い
医
療
人
像
に

向
け
て
学
生
が
主
体
的
に
歩
む
力
を
育

む
こ
と
で
し
た
。「
安
定
し
た
生
活
の

た
め
」「
保
護
者
に
言
わ
れ
て
」
と
い
っ

た
志
望
動
機
の
学
生
は
、
入
学
後
に
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
下
し
ま
す
。
到
達

目
標
を
決
め
、
ど
こ
ま
で
伸
び
た
か
を

自
身
で
確
認
し
な
が
ら
意
欲
的
に
成
長

し
て
い
け
る
し
く
み
を
め
ざ
し
ま
し
た
。

Ｄ
Ｐ
の
見
直
し
や
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

ツ
リ
ー
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
プ
ラ
ン
の
作

成
等
に
取
り
組
む
中
で
、
大
学
と
学
生

双
方
が
学
修
成
果
を
確
認
で
き
る
共
通

言
語
と
し
て
策
定
し
た
の
が
、「
熊
保

大
生
到
達
目
標
」で
す
。大
学
側
は
、
卒

業
ま
で
に
身
に
付
け
る
べ
き
資
質
・
能

力
を
全
教
職
員
で
出
し
合
い
、
目
標
と

し
て
Ｄ
Ｐ
５
項
目
に
学
士
力
の
要
素
を

加
え
た
12
項
目
を
設
定
。
学
生
に
は
１

年
次
前
期
の
必
修
科
目
で
、
こ
の
目
標

達
成
に
向
け
た
「
自
分
自
身
に
対
す
る

宣
言
文
」
を
書
か
せ
ま
す
。
そ
の
う
え

で
、
セ
メ
ス
タ
ー
ご
と
に
、
12
項
目
の

自
己
評
価
と
客
観
評
価
を
レ
ー
ダ
ー

チ
ャ
ー
ト
で
可
視
化
。成
長
の
推
移
や
、

目
標
と
の
差
異
を
確
認
し
な
が
ら
、
学

び
を
進
め
る
し
く
み
を
築
き
ま
し
た
。

し
く
み
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、

私
は
教
職
員
一
人
ひ
と
り
と
顔
を
合
わ

せ
、「
形
だ
け
に
し
な
い
」「
学
生
の
た

め
に
」の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
ま
し
た
。

１
人
か
２
人
の
教
員
が
各
学
年
の
学
生

５
〜
８
人
を
受
け
持
つ
「
ス
モ
ー
ル
グ

ル
ー
プ
担
任
制
度
」
を
活
用
し
、
レ
ー

ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
が
出
る
と
担
任
が
学
生

と
の
面
談
を
行
い
、
学
生
は
自
分
の
課

題
に
合
わ
せ
て
次
期
セ
メ
ス
タ
ー
の
修

学
計
画
を
立
て
ま
す
。
導
入
直
後
に
コ

ロ
ナ
禍
に
見
舞
わ
れ
、
本
格
運
用
は
本

年
度
か
ら
で
す
が
、教
員
か
ら
は「
指
導

の
手
掛
か
り
が
で
き
た
」と
好
評
で
す
。

熊
保
大
生
到
達
目
標
を
含
む
各
種
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
は
、
教
学
改
善
の

資
料
と
し
て
も
活
用
し
ま
す
。
デ
ー
タ

は
時
系
列
や
学
科
・
専
攻
間
で
比
較
し
、

教
育
課
程
上
の
問
題
点
を
探
り
ま
す
。

た
だ
し
、
中
心
は
あ
く
ま
で
学
生
（
左

ペ
ー
ジ
図
）。
私
が
議
長
を
務
め
る
大

学
評
価
会
議
や
、Ｉ
Ｒ
推
進
委
員
会
に

よ
る
面
談
に
学
生
を
招
き
、
デ
ー
タ
へ

の
意
見
、
能
力
の
伸
び
や
、
つ
ま
ず
き

の
詳
細
を
聞
き
、
学
修
者
目
線
で
の
教

育
改
善
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。

ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
は
、
学
内
の

み
な
ら
ず
、
学
外
と
の
共
通
言
語
に
も

な
り
始
め
て
い
ま
す
。
熊
保
大
生
到
達

目
標
を
デ
ィ
プ
ロ
マ
サ
プ
リ
メ
ン
ト
と

し
て
活
用
す
る
案
を
、
就
職
実
績
の
あ

る
病
院
に
提
示
し
た
と
こ
ろ
、
選
考
資

料
と
し
て
の
活
用
意
向
が
あ
り
ま
し

た
。
学
生
募
集
に
も
活
用
し
、
最
新
の

大
学
案
内
で
は
、
ス
キ
ル
の
修
得
状
況

や
学
生
満
足
度
等
の
デ
ー
タ
を
掲
載
、

学
生
が
成
長
で
き
る
環
境
を
強
く
打
ち

出
し
て
い
ま
す
。
あ
る
高
校
と
は
、
卒

業
生
が
入
学
後
に
ど
の
よ
う
に
成
長
し

た
か
を
共
有
で
き
る
よ
う
、
情
報
提
供

の
あ
り
方
に
つ
い
て
協
議
を
重
ね
て
い

ま
す
。
情
報
開
示
の
効
果
か
、
本
年
度

の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
来
場
者
数
は

過
去
最
高
で
し
た
。
今
後
も
、
学
生
が

自
身
の
成
長
を
意
識
し
て
学
ぶ
大
学
づ

く
り
を
追
求
し
て
い
き
ま
す
。

たけやもとひろ●1981年熊本大学大学院医学研
究科病理系専攻（博士課程）修了。ラホイヤ癌研究所
（サンディエゴ）研究員等を経て、2000年熊本大学教
授。同大学医学部長、理事・副学長等を歴任。2019
年熊本保健科学大学学長、銀杏学園理事に就任。

竹屋 元裕
学長

目
標
と
の
差
異
を
可
視
化
し

学
生
の
成
長
意
欲
を
喚
起

学
修
成
果
＋「
学
生
の
声
」で

学
生
目
線
の
教
育
改
善
へ
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カリキュラムの独自性を打ち出すことが難しい医療系単科大学が取った生存戦略が、
可視化されたデータを基に学修者が自律的に成長できるしくみづくりだ。

熊本保健科学大学

しくみをしくみをしくみをしくみをををみみみくしししししのししのしのしのののののの化の化化の化の化化化化化化化化視化視化視化視化視視視視視視視視可視可視可視可視可可可可可可可可可可可可ののののののののの心心心心心心心心心心心心中中中中中中中中中中中中者者者者者者者者者者者者修修修修修修修修修修修修学修学修学修学修学学学学学学学学学学学学 ししののの化化化視視視可可可のの心心中中者者修修修学学学
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１・２年次の全学必修科目「アカデミックスキルⅠ・Ⅱ・Ⅲ」の運営に欠かせな
いのが、２～４年生の「学生指導員」（現在７人）の存在だ。授業支援だけでな
く、授業設計、教材開発、人材育成にも携わっている。
同科目は、グループワークや発表を通して、医療人として必要な、「自分の言

葉で書く」「話す力」を養うもの。主体的に取り組める授業にするためには、学
生にとって「おもしろい」ことが必要だ。担当教員は、随時、学生指導員に相談
を持ち掛け、学生視点で興味を引く内容に授業を改善していく。授業に使う動
画の一部は、受講生がつまずきやすい点をふまえ、学生指導員が作成した。
授業内の話し合いは、受講生の中から募った「リーダー学生」が進行役を務

める。このリーダー学生を募り、担当教員と共に育成するのも、学生指導員の
役割だ。学生指導員の活躍に憧れた受講生がリーダー学生、さらには次代の
学生指導員となり、新入生を支援する。学生を教育の担い手に組み込むこの
サイクルが、大学と学生の距離を近づけている。

教育の担い手として、学生の力を活用
必修科目の授業設計、人材育成に参画

＊１ スモールグループ担任制度の、担任教員
＊２ ベネッセi-キャリアが提供する、学修成果可視化のためのオンラインアセスメント　https://www.benesse-i-career.co.jp/gps_academic/

キャンパス／熊本県熊本市　学生数／1,502人　創立／１９５9年（衛生検査技師養成所）
建学の精神／優れた医療技術者の養成を通じて社会に貢献する　
学部／保健科学　
大学院／保健科学

注目！

５項目中、
２項目抜粋

１ 命の尊さを理解するとともに、自他の人格を尊重
   すること、人を思いやることができる

２ 保健・医療・福祉の専門職に必要な知識と技術を
備え、多様な人々と連携協働することができる

学生を中心とする内部質保証体制 ※レベルごとに、取り組み主体を記載

（１）国家試験合格率、就職率等
（２）修学ポートフォリオ（熊保大生到達目標）
（３）GPS-Academic＊2（入学時／３年次）
（４）学習定着度調査
（５）学修行動調査

（６）卒業・修了時アンケート
（７）卒後１年目アンケート
（８）就職先アンケート
（９）大学評価会議

（１）国家試験合格率、就職率等
（２）修学ポートフォリオ（熊保大生到達目標）
（３）卒業研究等に対するルーブリック評価
（４）修士学位論文の審査
（５）リメディアル教育の受講状況

（１）レポート等に対するルーブリック評価
（２）授業改善アンケート

（１）修学ポートフォリオの振り返り（個人別）
（２）GPS-Academic（個人別）

教育改革推進会議
（議長：学長）

学位プログラムレベル

学生レベル
ＦＤ委員会：３（２）
科目責任者：３（１）

学長が議長を務め、学外有
識者のほか、学生代表を構
成員とする。学生代表は、１
（５）学修行動調査に記載
された意見や、学生設置に
よる「目安箱」の意見を基
に、大学に要望を伝える。

副学長が委員長を務め、
データ・情報を管理。学生
の意見を直接吸い上げる
ために、ランチミーティング
形式による学生インタ
ビューも実施。

学長（大学評価会議）：１（９）
事務部門：１（１）（２）
ＩＲ推進委員会：１（３）（４）（５）（６）
就職委員会：１（７）（８）

アセスメント一覧

学科・専攻：２（１）（２）（３）（５）
大学院研究科：２（１）（４）

学生自身（ＳＧ担任＊1）：４（１）（２）

大学レベル

大学評価会議

ＩＲ推進委員会

授業科目レベル

1 2 3

4

（写真上）リーダー学生に、グループワークの進め方等をレクチャーする学生
指導員（写真左下）学生指導員が作成した、リーダー学生のリクルーティン
グを目的とした動画（写真右下）プレゼンテーション能力育成の成果発表の
一環として行われた、小中学生対象のからだのしくみを説明する寸劇の様子

学生

※レベルごとに、担当するアセスメント（番号）を記載

学
科
・
専
攻・
研

究科
等 委員会・事

務
部
門

教員
（ＳＧ担任・科目担当教員）（ＳＧ担任・科目担当教員）
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