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　「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
。
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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
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などを記述する
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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 
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機
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あ
り
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が
、
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の
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に
伝
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る
の
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授
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の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
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と
、
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に
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学
修
成

果
を
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と
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は
、
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に
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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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