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新潟大学における学士課程教育の 実質化に 向けた
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　本論文 で は，新潟人学の 学上課程教育の 実質化を目指 し，新潟 大学 の 教育課 題 を改善す る ため

の 「プ ロ グ ラ ム 11D」 の 実践 とそ の 機 能 が 検討 さ れ た ．具体的 に は ，新潟 大学 の 4 つ の 教育 目標

領域 の 枠組 み に基づ き，個 々 の 授業科口 の 再配 置とい う観点 か ら，教育プ ロ グ ラ ム の 教員集団に

よ る到達目標 の 再吟味及びカ リキ ュ ラム マ ッ プ の 再整理 が実施され た，そ の 結果， 再設定 され た

到達 口標 へ の 授 業科 目の 再配 置 と 重み づ け の 過 程で 教育プ ロ グ ラ ム 担 当教員間 の 到達 目標 の 共

通理解 や共有化 が 促進 され る こ とが示 された．また ， 本 実践 によるカ リキ ュ ラ ム マ ッ プ の 再整 理

が 教育プ ロ グ ラ ム の カ リ キ ュ ラ ム の 体系性 を可視化する枠組み と して機能 し，継続的なカ リキ ュ

ラム 改善の ための 具体的な取 り組み とな る可能性 が 示唆され た．最後に ，
プ ロ グ ラ ム FD の 実施

展開に関わる課題 の 整理 と 日常 の 教育活 動 と 乖離 しな い FD の 必要性 が 議論 され た ，
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1， 問 題 と 目 的

　現代 の 知識基盤 社会 の 到来 ととも に 大学教育そ の も

の が 大きな変革期を迎 え て い る．先般 の 中央教育審議

会答 申 （文部科学省 2008）で は ，「学上課程教育」 を

通 した人材育成に む け ，系統性を有 し た教育課程 の 編

成
・実 施 の 必 要 性が指摘 され て い る．こ れ は従来 か ら

の 「知識教授型 」 の 大学教育か ら，「知識 ・理解」，
「汎

用的能力 」，「態度 ・指向性 」 などの 具体的な教育 口標

の 設定 に 基 づ く学習成果 を重視す る大学教育 へ の 転換

とい え る． 日本 の 高等教育に お い て は，学位授 与の 方

針等 の 確立 と教育課程 の 体系的な編成が 重要 で あ る と

指摘 され て い る （文部科学省 2008）．こ の 流れ は，

OECD の 高等教育に お ける学習成果の 評価 （AHELO ）

の 枠組み 等 の 国際的 な動向 と 軌 を
一

にする ，

　一
方 ，

199⊥年 の 大 学設署基準の 「大綱化 」 以降，大
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学改吊：に っ い て は ，教養教育 の あ り 方や 大 学評価 ，専

門職教育を含む大学院問題な ど，継続的な検討を要す

る 課題 が山積 して い る（例 えば，寺 r畸 1999，山凵」 2003，

清水 2003 ）．こ の 大綱化 に よ っ て ，大学は カ リキ ュ ラ

ム 編成 の 柔軟性 が 保 障され たが，それ は 「自己点検 と

評価 」 と い う条件付 き の 枠組 み 保障 と い え る （清水

2003）．寺 11es（1999）は ，大学 の 本質的な課題 と して カ

リキ ュ ラ ム 改革の 必 要性 を挙 げ，大学 と し て の 新 しい

教 育 目標 の 設定な く して は，大学改革に お け る 課題克

服 が 困難 で あ る こ と に言及 し て い る．つ ま り，こ の 指

摘は ，大学の 教育 目標の 再吟 味 と入材育成 目的の 明確

化 を含んだ大学教育 シ ス テ ム 再構築の 取 り組みが大学

教育の 課題解決を促進する ユつ の ア ブ V 一チ で ある こ

と を 示 唆す る もの で あ る とい え る．

　最 近 で は，大 学教育の 改善の ため の FD の 義務化 （文

部科学省 2008）や 学校教育法 の 改正 に よ る 大学教育 に

関す る情 報公開 の 義務化 （文部科学省 20⊥0）に伴 い ，

大学独 臼の 取 り組 み の 強化 ・発信 が求め ら れ て い る．

口本 の 高等教育に お け る FD に は ，「授業改善 」を 目的

と した 実践 〔吉ffr　 2001）か ら，大学教員初任者を対象

と した研修やサ ボ ー
ト （団 口 ほ か 2006），さ ら に は 教

員集 団 レ ベ ル で 実施 され る カ リキ ュ ラ ム 改 善 （小川

2010） な ど，そ の 口 的や 実施対象に よ っ て 多岐 に わた
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る．本論文 で は ，学 士 課程教育の 実質化 に 向けた 取 り

組 み と い う観点 か ら
，

FD を 1単な る 授業改善の た め

の 研修 で は なく，学士 課程教育の 改革を 日的 と した教

員集 団 の 職能 発 達 に 関する 活動 （文 部科学省 2008）」

と定義す る，近年 にな り細織 的なカ リキ ュ ラ ム 改善な

どの 実践 的な 取 り組 み 事 例 は 増 え て い る が
， 国 立 大学

の 先進的 な事例 と して は，山 口 大学，愛媛大学，広島

大 学な ど が 挙げ られ る．例えば，山 口 大学で は ，2003

年度 か らシ ラ バ ス の到達口標 を，教員 の 学問 の 水 準や

学生 の 実態 か ら定 め る の で は な く，Dipl。 lna 　Pollcyか ら

規定され る こ とを意識 し，かっ 教育目標 の 分類学に 基

づ く観点別 教育目標 と して 記述す る取 り組み が な され

て い る （沖 ・出中 2006）．到達 目標 を明示す る取 り細、

み は，先進 事例 の 共 通 項 で あ り，到 達 目標 に 基 づ く授

業科 目の 系統的な配置 を示す 「カ リキ ュ ラ ム マ ッ プ」

や 「カ リ キ ュ ラ ム ・ツ リ
ー

」 が 整 備 され て い る （沖ほ

か 2011），また，カ リキ ュ ラ ム マ ッ プ等の 策定や改善

は ワ
ー

ク シ ョ ッ プ形式や研修 を通 じ て 組 織的に 展 開さ

れ て い る （小川 2010），こ う した活動 の 意義は，授業

担 当教員が 自らの 授業科 目と到達 H 標 との 整合性 を意

識す る こ とにあ り，カ リキ ュ ラム の 現状把握 と改善 を

攴援する機能を有す る点 に あ るとい え る．

　 とこ ろ で ，新潟大学で は，2006年 度よ り到達 日標達

成型 の 教育プ ロ グラム によ る 独 自の 教育体制で 先進 的

に 取 り組 ん で い る 広 島大 学 を 参 考 に ，2007年度 よ り到

達 目標 達成 型 の 教育 プ ロ グ ラ ム が整備され た ．従来学

部 ・学科制 度で あ っ た 教 育体制 が
， 人材養成 の 観点 か

ら教育プ ロ グ ラ ム と して 再整備 され ，教育ブ 「コ グ ラム

ご と の 人材 育成 H 的 が 明示化 され た．こ の 枠組み は，

人材育成 R 的を包含する教育目標領域に基 づ き，教育

プ ロ グラ ム で 開講 され る授 業科 目 を位 置付 け，系統 的

なカ リキ ュ ラム 構築 を R指 したもの で あ る．2011年度

現在，全 9 学部に42の 教育プ ロ グ ラ ム が整備 され て い

る，そ の 特徴 は，「カ リキ ュ ラ ム マ ッ プ」 と呼ば れ る 表

に ，大学共通 の 教育 目標領域と して 「知識
・
理 解 」J

「当

該分野 固有 の 能力」，「汎用 的能 力」 の 3 つ と，そ の 教

育プ ロ グ ラ ム を通 して 獲得が 期待 され る 「態 度 ・姿勢」

の 教育 目標領 域 で 授業科 目 が配 置され て い る点 で ある．

具体的に は ，教育プ ロ グラム は上記 4 つ の 教育目標領

域を基盤 と して ，プ ロ グ ラ ム 固有の 到 達 口標 が 設定 さ

れ ，教育が 実施 され て い る．加 えて ，授業科日区分 の

再構築の た め の 「分野別科 目水準法」 が導人 され た．

2005年度 に 教養科 目 と専門科 目に よ る従来 の 授業科 目

区分 の 垣 根を取 り払 い ，学生 が 所 属 す る学部以外 の 学
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部 が 専門 とす る授業科 目に っ い て も 自由 に 選択
・履修

可能 な
一
全学科 月」とい う統

・
的な区分が整備 された．

そ して ，全学科 口化 と同 時期に，学生 の 授業科 目抽出

を支援す る 枠組 み と して ， 授 業科 目に分野 と水準が f寸
与 され た ベ ン チ マ

ーク 機能 を有す る 「分 野 ・水準表 示

法」 が導入 実施 され て い る，

　以 Eの 取 り組 みは，大学教 育改 筆に む けた大 きな枠

組み づ くりで あ り，学生 の 所属 に依存す る こ とな く，

大学 で 設置 され る 全授業科 目を 活用 した学習計画 の デ

ザ イン を可 能 とす る もの で あ る．さ ら に ，教育を実施

す る教員集団にお い て も，所属す る教育 プ ロ グ ラ ム で

開講する授業科 目を，入門か ら専門 とい っ た教育内容

の 水準 の 観点か ら系統的に構戒する た め の 授業科 目配

署 の 枠組み と し て の 活用も期待され る ，し か し，こ う

した 枠組み の 実質化 に 伴 う課題 も生 じて お り，それ ら

は 以 下 の 2 点 に集約 され る （濱 凵 201 ⊥）．第 1 に，教

員集 団の 意識改革 で あ る．こ れ に は ，従来の 厳格な学

問分 野 に 基づ く学部 ・学科 へ の 所属 とい う意識 か ら，

育成す る学 生 の 人材像を見据 え，複数 の 学問分野 の 横

断 も 許 容する教育プ ロ グ ラ ム構 造 へ の 意識転換が求 め

られ る．第 2 に，授業科 日の位置 づ け で あ る．教育プ

卩 グ ラ ム の 整備 に伴 い ，そ こ で 実施 され る 授業科 目は

構造化 され た教育プ ロ グラ ム の 体系に位 置づ け られ て

提供 され る必要が あ る が，個 々 の 教員 の 学問的背景や

能力 に依存 して い る処 が 大きい 現状 があ る．こ うした

閙題 の 原 因 と し て ，「教養教育と専門教育の 統合 の 不

十分 さ」， 「カ リキ ュ ラ ム の 体 系的な研究の未発 達」，
「仕会 で の 大学教育へ の 関 心 の 低 さ」 な どが 指摘 され

て お り （有本 2003）， 学士課程教育 の カ リキ ュ ラ ム 改

革：に お け る 共 通的な課題 で あ るととらえられ る．つ ま

り，学 士課程教育の 実質化 は ，もはや教員個人 の 努力

だけ で はなく教員集 団 の 課題 で あ る ため，教育プ ロ グ

ラ ム 全体 の 構造 に つ い て は ，大学 と して 持続 可 能な枠

組 みを整備す る必要があ る と考え られ る．

　以 上 を踏ま え る と，教育制度や大学が社会か ら求め

られ る ニ
ーズ な ど ， 絶えず変化する状況に対応 して い

くた め に，大学教育改革を十全的 か っ 継 続 的 に 導 く取

り組 み が求 め られ る と い え る．新潟大学 で は，教育理

念 ・R標 に 沿 っ て ，教育 の 充 実 ・発 展 を 図 り，学 生 の

修学を
一

貫 して支援す る こ とを 円的 と した教育 ・学生

支援機構 （以下，「機構 」 とする）と各教育プ 卩 グ ラ ム

と の 協働 による 「カ リキ ュ ラム マ ッ プ の再整 理 」 と い

う活動 を 2010度か ら本 格的 に 始動 させ た （生 田 ほ か

2〔）11）．本論文で は こ の 活動を 1プ ロ グラム PD 」 と称

日 本教育工 学会論文誌 （．tPt」．’f，　 Educ．γ加 舫 oZ）
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し，「教育プ ロ グラム の 人材育成 目的に基づ き，新潟大

学の 4 つ の 教育目標領域の 枠組み の 観点 か ら具体的な

到達 目標 を教員集団によっ て 継続的 に検討す る こ と 」

と定義する．プ ロ グラ ム FD は，前述の 先進事例 と同

様の 文脈に あ り，「教育 目標の 再吟味 （寺崎 1999）」 を

含ん だ カ リ キ ュ ラ ム の 体系的な検討 と位置 づ け られ る．

　そ こ で ，本論文 で は，新潟大学の 状況 を改善する た

め の 「プ ロ グ ラム FD 」 の 実践とそ の 機能を検討す る

こ とを 目的 とす る，本 実践 は，カ リキ ュ ラム の 体系性

と い う視点 か ら，学士 課程教育の 実質化 に む け て，全

学的なカ リキ ュ ラ ム 改革を推進する枠組み を提起す る

とい う点 で 意義が ある と考 え られる．

2．　 「プ ロ グラ厶 FD」 の枠組み と方法

　2．1． 「プロ グラ 厶 FD 」 の 枠組み

　2．1．1．　 4 つ の 教育目標領域 に 基 づ くカ リキ ュ ラ ム

　　　　　マ ツ プ

　前述 の 通 り，新潟大学 で は 2007年度 より到達 目標達

成型 の 教育プ ロ グラ ム を整備 した．教育プ ロ グラ ム の

到達目標は，当該教育プ ロ グラ ム が 目指す人材育成 目

的と併記 され ，
「プ ロ グラム シ ラバ ス 」に明示 され て い

る．到達 目標 は 「知識
・
理解」，「当該分野固有 の 能力」，

「汎用的能力 」，「獲得が期待され る態度・姿勢」 （以下 ，

「4 つ の 教育 目標領域 」 とする） の 共通 の 枠組みに基

づ い て ，そ れ ぞ れ の 到 達 目標 が 記述 され る （表 1）．学

習者 に 対 して は ，2009年度 よ りウェ ブ ペ ージ を通 じて

プ ロ グ ラ ム シ ラバ ス が 公 開され て い る．

　また，上記 の 取 り組 み と並行 し て ， 教育プ ロ グラム

で 開講 され る個別 の 授業科 目が ，4 つ の 教育目標領域

の どの 領域の 到達目標に 寄与 して い る の か を示す 「カ

リキ ュ ラ ム マ ソ プ 」 が整備 された （表 1 「検討前 」）．

従来 （検討前）の カ リキ ュ ラム マ ッ プ は，個々 の 授業

科目の 特性 に応 じて 当該教育プ ロ グラム で 記述 し た 到

達 目標に 位置 つ くこ と を 可視化 で き る と い う意味 に お

い て 教育プ ロ グラ ム の 全体性 を確認 で きる点 で 意義が

あ る．し か し ，
こ うし た マ ソ プ で は

， 当該授業科 目が

「どの 程度」そ の 到達 目標達成に寄与 して い る か な ど，

カ リキ ュ ラ ム の 体系性 に お け る 授業科 目 の 位 置づ けを

検討する意味 に お い て は十分 とは い えない ．

　そ こ で ， 各教育 プ ロ グラム にお い て ，す で に授業科

目の 位 置づけが可視化 されたカ リキ ュ ラ ム マ ッ プに対

し，到達 目標 の 再吟味 と個別 の 授 業科 目の 到達 目標 に

対す る寄与 とい う観点か らカ リキ ュ ラ ム マ ッ プ の再整

理 の 試 み と して 「プ ロ グ ラ ム FD 」 が実践 され る．

　2．1．2．　 プロ グラ 厶 FD の 概 要

　プ ロ グラム FD は ，教育プ ロ グラ ム に お け る教育の

質保証 と い う観点 か ら，教員個人の 教育改善とい う視

点だけ で は な く，所属 す る教育プ ロ グラ ム の 教員集団

によ っ て 設定され る到 達目標が継続的に検討され る こ

とを 目的 として い る．また，大学における質保証 の 観

点か らは，すべ て の 教育プ ロ グラム に お い て教員集団

による継続的な検討 の 所産 として，大学全体の 教育改

善 に 資す る こ と が 期待 さ れ て い る．具体的 な 取 り組 み

は ，従来の カ リ キ ュ ラ ム マ ッ プ に 対 し，人材育成 の 観

点 か ら到達 国標を再設定 し
， 到達 目標 へ の 寄 与 と い う

観点か ら個別 の 授業科 目の 到達 目標 へ の重み づ け （数

値 化 ） を実施す る こ とで あ る （表 1 「検討後 」），

　 2，2．　 方　 　法

　2．2．1． 対象

　2011年 12月現在，プ ロ グラ ム FD に取 り組 ん で い る

の は ，全42の 教育プ ロ グ ラ ム の うち，14プ ロ グ ラ ム に

及ぶ，そ の 中で ， カ リキ ュ ラ ム マ ッ プ の 再整理が暫定

的に完 了 し た 以下 の 2 つ の 教育プ ロ グ ラ ム を 対象とす

る （括弧内 は検討に 参加 し た教職員数）．

表 1　 4 つ の 教育 目標領域 と検 討前後 の カ リキ ュ ラ ム マ ッ プ （生活科学プ ロ グラ ム ）
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　   「教育学部」 生活科学プ ロ グ ラ ム （6 名）

　  「農学部」森林環境学プ ロ グ ラム （13名）

　 2．2．2．　 手続 き

　対象教育プ ロ グラム と機構 の 協働に よ り ， 以下 の プ

ロ セ ス で プ ロ グ ラ ム FD を実施する．

（1）　 【前提】カ リキ ュ ラ ム マ ッ プ 再整 理 の 必 要性と プ

　　 ロ グ ラ ム FD に 対す る共通理解

（2）　 【検討方針の 議論】到達 目標再設定や重み づ けの

　　方針 を教育プ ロ グラ ム 教員集団で 共・自
．
化

（3）　【カ リキ ュ ラ ム マ ッ プ 再整理 】再設定 された到達

　　 目標に 基 づ く授業科 目の 再配置と到達 目標 へ の 重

　　み づ け

　 上 記 に お い て ，機 構 教員 が エ ス ノ メ ソ ドロ ジ ー

（FL［CK ⊥995）的視点 に 立 ち，対象教育プ ロ グ ラ ム で

実施 され る検討 に参加 し，そ こ で の 教員集団 に よる相

互 作用 に よ る事象を フ ィ
ー

ル ドノ
ー

トに 記述す る．

　2，2．3．　 期間

　手続き（1）〜（3）の 実施期間 は，2010年 8 月 〜2011年

7 月まで の約 1年間 で あ っ た．各 プ ロ セ ス の 進度 は，

各教育プ ロ グ ラ ム の 状況 に よ っ て流動的で あ っ た ．

3． 結 果 と 考 察

　3．1．　 プ ロ グラム FD 実践体制 と到達 目標 の 再設定

　まず，プ ロ グ ラ ム FD を実践する体制に つ い て 整 理

し，そ の 後 ， 対象教育プ ロ グラ ム に おけ る 到達 目標数

の 推移に 基 づ き，個別 の 教育プ ロ グラム にっ い て 検討

す る こ ととす る．

　3．1．1，　 プ ロ グラム FD の実践体制

　プ ロ グ ラ ム FD の プ ロ セ ス は ，表 2 の 通 りで あ っ た ，

こ の 取 り組みは，教育プ ロ グラム の カ リキ ュ ラ ム マ ッ

プ再整 理 の 必 要性 に 対す る教員集団 の 理解を前提 と し

て い る た め，は じ め に機構 か ら取 り組 み の 概要説明 と

実施 の要請が行われ た ．そ の 説明 を踏まえ，各教育プ

ロ グラム にお い て 実施 の 是非 が検討された （表 2 （1＞）．

次に カ リキ ュ ラ ム マ ッ プ 再整理 に関す る共通理解 を前

提 に ，各教育プ ロ グ ラ ム に お い て ，到 達 目標 の 再設 定

と カ リキ ュ ラム マ ッ プ の 授業科 目の 再 配置や重 み づ け

の 方針が議論 された （表2   ）．こ こ で は機構教員 も

議論 に参加 し， 全学的な教育方針 とい う観点か ら，カ

リ キ ＝ ラ ム マ ッ プに関す る資料を提供す る ととも に，

教育プ ロ グ ラ ム に お ける現状把握 の た めの デー
タを収

集 した。その 後，授業科 目の 再配置 と重 み づけの 結果

がカ リキ ュ ラム マ ッ プに反映 された （表 2 （3））．

　以上 の プ ロ セ ス で教育プ ロ グラ ム ごとに検討が 進め

られ て お り，
2011年 工2月現在 で は ， 教育プ ロ グラム で

検討 された結果 が実際の 学生 に適合す るか どうか とい

う観点で の 検証 も進 め られ て い る （表 2 （4））．こ の よ

うに，プ ロ グラ ム FD は継続 的に実施 され る こ とが想

定 され た 取 り組み で あ る た め ，本論文 で は ，
カ リキ ュ

ラム マ ッ プ の 再整理 の 取 り組 み ま で （表 2 （D〜（3））

を検剤対象 と し
， 主に教育 プ ロ グ ラ ム に お け る検討前

後に おけ る到達 口標の 内容変化 と重み づ けの 実施 （表

2   ，（3）） に 焦点化す る こ と とす る．

　 3，1．2．　 対象教育プ ロ グラム の到達 目標の 再設定

　検討前後の 傾向を検討す るた め ，到達 目標数 の 推移

と到達 目標内容を調査 した （表 3 ，表 4 ），

　そ の 結果 ，
「生活科学プ ロ グラ ム （以下 「生活科学」

とす る）」 お よび 「森林環境学 プ ロ グラム 似 下 ，
「森

林環境学 」 とする）」で は 、到達 目標数の 増加傾向が確

認 され た．また ， 到達 目標 が増えた こ とに よ り ， 記述

内容が簡易化 され た こ と （表 4 「生活科学1）や記述内

容 が より具体化 された こ とか ら（表 4 「森林環境学」），

表2　 「プ ロ グラム FD 」 の 実施体制 とそ の プ ロ セ ス

手続き 期間 教育 ・学生支援機 構の関わ り 教育プログラ厶 の取り組み 論文の範囲

　 i　 　 　　 　 l
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表 3 　検討 に よ る 対象教育プ ロ グ ラ ム の

　　　到 達 口標数 の 変化

　 教育プログラム名

〔上段：検討前，下段：検討後）

生活科学プログラム

　　　 4つ の 教育目標領域

知識・理解　分野固有　　汎用　　態度
・
姿勢

　 3　 　 　 　 4　 　 　 3　 　 　 3

　 7　 　 　　 6　 　　 5　 　　 4

森林環境科学プログラム
26 3　 　 　 1　 　 　 ［

4　 　 　 6　 　 　 4

※検討前の情報は学内誌「2011年度学部別主専攻プログラム 」冊子にて公 開されて いる

表 4 　対象教育プ ロ グ ラ ム に おけ る到達 目標 の

　　　再設定結果

教 育プ ロ グラム 到 達 目標 （そ れぞれ2事例を抽出）

　 　 　 　 　 　 吋生 活行動 ，生 活場 面に おけ る様々な現 象や状況に

　 　 　 　 　 　 つ い て根拠を明示 して説 明でき る．
　 　 　 　 　 揃 〕
　 　 　 　 　 　 b）人 間を取り巻い ている社 会 や 自然との 関わりを認識

生活科学　　　　　し理解で きる、
〔「

臨艶
．．

。齢 ・取・巻・生 活鹸 み緬 濠 為・とがで・

　　　　　・後・ 畠生活。。。 課題，解決す。基 本的 なデ
．

，処 理 。

　 　 　 　 　 　 方法を説 明で きる，

森林環境学

（「汎用的能力」

より抽出）

　 　 a ｝広 い視 野 と深 い教 養を備え、自律．かつ 連帯する精
（前）

　 　 神に 富み ．広く世 界で 活躍 できる．

：

…　　 d〕課題を探求し、その 結果を公 開 できる論理 展開力と

　 　 プ レゼ ン テーシ ョン ・論議能 力 を身につ ける．
 

，）創遊 と応肋 に富み ，課題 探 求 のた め に艨 な

　 　 理論や 技術を体系立 て るデ ザ イン 能 力をもつ ，

全 体 と し て 到達 目標の 内容 が 細分化 ・馴確 化 され た と

い える．

　3．2． 個別 の 教育プ ロ グラ ム の 検討結果

　対象教育プ ロ グラム における検討前後 の 到達 A 標ご

との 授業科 目数 の 推移 と 当 該 到 達 R 標 に お ける 科 日 の

寄 与率 に 焦点化する．こ こ で は ， 解釈 の た め の 情報 と

し て，教育プ ロ グ ラ ム 特有の 状況や フ ィ
ー

ル ドノ
ー

ト

に 基 づ く検討 プ ロ セ ス を補足 的 に 記述す る こ ととす る．

　3、2．1．　 「生 活科学 プ ロ グラム 」 に お け る検討

　検討前後の授業科 口の 配置に つ い て 検討す るため，

検討前後 の 到達 円標 ご と の 授業科 目数と授業科 日の 寄

与率を算出 し た （図 1）．授業科凵 の 寄 与率 は 「当該到

達 目標 に 配胃 された科 目数／総科 目数」 に よ り算出 し

た．

　 「生活科学一で は ，到達 目標 の 再設定に関わる検討

会が新規に 立ち上げ られ ， 検討 が 開始 され た ，検討会

の 議論 で は ，検討 削の 到 達 日標 と授業科 目 との 対応付

け が 十分に検討 され て い な か っ た こ とを課題 と して ，

到達 日標そ の もの を再設定す る必 要性が教員集団に よ

っ て 意識 され た ．さ らに，再設定 された到 達 口標に基

づ い て個 々 の 授 業を実施す るとい う観点か ら，実際の

授業科 目の 教育内容や評価 との 対応 を 意識 した 重 み づ

けを実施す る こ と が方針 と して 共右化 された．そ の う

え で ，再設定され た 到達 目標 に 基 づ き，授 業 を 担 当 す

る 教員 によ っ て 個別 に授業科 目の 重 み づ けが実施 され ，

6 回 の 検討会 を経て ，検討後 の カ リキ ュ ラム マ ッ プが

作成 された （図 1 「検討後 」）．

　検討 前は 6 っ の 到 達 目標 に お い て 科 目寄与率 が 80％

を超え て い た （図 1 「検討 前 」）の に対 し，検討後 は各

到達 目標 へ の 科 目寄与率が低下 傾向 に あ り （図 1 「検

討後 」），到 達目標に対す る授業科 目の 対応 が 整理 され

た こ とが確認 された，ま た，検討後 は 検討前 と比較 し，

全体的 に 到 達口標 が 細分化 され ， 配置 され た 授業科 1「

も分散傾向 に ある とい え る．具体的に は，「
．
知識・理 解」，

「分野固有 の 能力 」，「汎用的能力」 の 各教育目標領域

で は，そ れ ぞれ の 到達 日標 が細分化 か つ 簡易化 され た

た め （表4 「生活科学 」），個別 の 授 業科 目 が 到 達 目標

との 関係 で 再配置 され た こ とが推察 され る．一方，「態

度 ・姿勢一の 教育目標領域 （「a 生 活場面 へ の 関 心 」，
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「b 積極的な取継 」）に お い て は ，総科 目数 の 70％ を超

え る授業科 目が配置 され た 筒所 も確認 され た こ とか ら ，

到達 日標 に対応 させ た位置づ けが 困難で あ っ た こ と が

考え られ る．「態度 ・姿勢一の 教育日標領域は，学習意

欲や態度 とい っ た情意面 の 評価観点で あ る こ とを考慮

す る と，教育 目標領域 の 再吟味を含む継続的な議 論 が

必要 で あ る こ と が 示 唆 され る．

　3．2．2．　 「森林環境学プ ロ グラム 」 に おける検討

　 「生活科学」 の 検討 と同様 に，検討前後 の 到達 口標

ご との 授業科 凵数 と授業科 目の 寄与率を算 出 した （図

2 ）．「森林環境学」 で ほ、2009年度よ り外部基準 とし

て 技 術 者 養 成 を 日 的 と し た 「JABEE （Japan
Accreditation　Bc）ard 　fbr　EnginQering　Education）」 の 認定

を受けて お り，日常 の 教 育活 動 で は ，こ の 基 準 が 評価

の 参考 と され て い る．そ の た め，授 業科 目の 再配置 と

重 み づ けは ，外部基準 で あ る JABEE を 活用す る こ とで

到達 目標 の 再設定 を進め る こ とが教員集団 で 共 有化 さ

れ た．

　検討 の ために新規に検 討会が組織 され た が ，外部基

準 や 教育プ ロ グ ラ ム の 人材育成 目的 の 観点 か ら，まず

は 複数 の 教職員に よ っ て 到達 目標 の 原案が 作成 された，

作成 され た 到連 目標 の 内容 に 関 し て は ， 5 回 の 検討会

を経て 到達 目慓が再
．
又 定された．そ の 後，授業担当教

員 によっ て 個別 の 授業科 口の 到達 国標 へ の 重み づ け が

実施 され た．個別 に掵討 された車み づ け結果は，再度

検討 会 で 協議され ，教員集団 に よ っ て 了解 され た 。

　検討前 は， 1 っ の 到達 目標に 1 っ の 授業科 目が 位置

づ け られ て お り，「汎用的能力 」 や 「態度 ・姿勢 」 に 関

して は ， 到達 日慓が 示 され て い た が ，授 業科 凵は位置

づ け られ て い な か っ た （表 5 「検討前 」），検討後 は ，

4 つ の 教育 目標 1頁域 に対 して 授 業科 目が位置づ けられ

（表 51 検討後 」），全体の バ ラ ン ス が とれ た 科 目 配置

とな っ た （図 2 ），「態度 ・姿勢」 の　c 」 は 「考えぬ く

カーで あ り，1
．
森林環境学」 の 人材

．
育成 目 的 との 観点 か

ら， 教育プ ロ グ ラ ム と し て の 重要な位置 を占め る こ と

が 認識 された．検討 の 過程 で ，「到達 目標 の 内容が学生

に と っ て も殫 解可能 で leけれ ばな らな い 」 とい う視点

も生 じ，到達 目標 の r解可能性 と い う新た な課題 が 生

じて い る．

　3．3． 重み づ けに よ るカ リキュ ラム の体系性 の 可視化

　 こ こ ま で 2 っ の 教育プ ロ グ ラ ム の 検討前後 に 注 目 し

た個別 の 検討 を行 っ て き た が ，全 体 の 包括的な検討 に

表 5　 「森林環境学 プ ロ グラ ム ーの 検討前後の カ リキ ュ ラム マ ッ プ
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図 3　 4 つ の 教育 目標領域ご との 車み づ けの 割合 比較

は 至 っ て い ない ，こ こ で は，教育プ ロ グ ラ ム に お ける

カ リキ ュ ラ ム の 体系性 とい う槻点か ら，
「

重み づ け」の

意味 を 考察す る こ と とする．

　 「生活科学」 で は，個 々 の 授業科 目の 教育内容及び

評価 と い う観点か ら，根本的に到達目慓を見直す こ と

に よ っ て，カ リキ ュ ラ ム マ ッ プが再整 理 され た ．「森林

環境学 1 で は，外部基準 （JABEE） との 関係か ら到 達

口標 が再設定され ，外部基準 を 活 用 し なが ら，授業科

口の 位置づ けを再確認する こ とに よ っ て カ リキ ュ ラ ム

マ ッ プ が 再整 理 され た ．こ の よ うに，教育プ ロ グ ラ ム

の 背景に よっ て カ リキ ュ ラ ム マ ッ プ の 再整 理 の 手法は

異な る が ，特 徴的な点 は 従来 の 教養科 目 と専門科 目を

区別せ ず に ，教育 プ ロ グ ラ ム で 提供す る す べ て の 授業

科 目 に 対 し て 重み づ け を 実施す る こ とに あ る．例えば

「英語 」 など の教養教育 に関する科 目 （表 4 ，表 5 「検

討後 D は ，教育プ 卩 グ ラム に属 して い な い 教員 が授業

を担 当す る揚合が 多い とい う現状があ る，そ の た め
，

検討過程 で は ，上記 の 理 由か ら教育プ rl グラ ム 教員集

団 に よ る 重み づ けが 困難 を極 め た が
，

全 学 の 共 通 的な

枠組 み で の カ リ キ ュ ラ ム 0）体系性 を確認 す る必要性 の

観点か ら，す べ て の 授業科 目に つ い て の 車みづ けが 実

施 され た．到達 目標に 対す る個 々 の 授業科目 の 重 み づ

けは，教育プ ロ グ ラ ム の 人材 育成目的 に 基 づ い て 教員

集団に よ っ て 実施 され る もの で あるが，実際に は教員

の 経験 に依拠す る と こ ろ が大きい た め， F分な根拠 を

も っ て 説明す るに至 っ て い ない 点 は現状 の 課題 で あ る ．

しか し なが ら，プ ロ グ ラ ム FD の 要点は ，す べ て の 授

業科 目を対象に重み づ けを実施する こ とに よ り， 教育

プ ロ グ ラ ム の カ リキ コ ．ラ ム の 体 系 性 を可 視化する こ と

を可能とす る こ とに あ る．

　再整理 さ れ た カ リキ ュ ラ ム マ ッ プ に 基 づ き，4 つ の

＞oL．36，　No ．2　（20［2）

教育 目標領域ごとに 「Σ （当該科 日の 到 達 目標に対 し

て 重みづ けられた数値） × （単位数〕」に よ っ て 算出1さ

れ た 値の 割合 を，教育プ ロ グ ラ ム ご とに 示 した （図 3 ）．

図 3 の ように，教育プ ロ グ ラ ム の カ リキ ュ ラ ム の 体系

性 を 可視化す る こ とに よ り，特定の 教育プ ロ グラ ム に

閉じた議論 で はなく，複数 の 教育プ ロ グラ ム を横断す

る議論 と し て 拡張 さ れ た 枠組 み が整備 され る．ただ し，

教育 目標領域 は 全学的に共 通 で あ る が，到達 目標 は個

別 の 教育 プ ロ グラ ム に よ っ て 多様な基準 で作成されて

い るた め，単純 な比 較検討 に は十分に慎重で あ る 必要

が あ る．こ うし た点を考慮 し なが らも，教 育 目標領 城

に 基 づ く教育プ ロ グラ ム の 特徴を可視化す る こ と に よ

り，従来以 Eに教育プ ロ グラム の 人材育成目的や到達

目標 を意識 した教員集団 の 教育活動が促進 され る こ と

も考えられ る ．

4． 総　合　考　察

　本論文 で は ， 新潟大学 の 学士 課程教育 の 実質化 の た

め に新潟大学の 教育課題 を改善す るた め の 「プ ロ グラ

ム FD 」 の 実践報告 とそ の 機能 を検討す る こ とが 目的

で あ っ た．本論文 で 報告 したプ ロ グラム FD の 実践は，

現在進行 中 の 取 り紅み で あ り，教育プ ロ グ ラ ム が 存在

して い る 限 りに お い て ，継続的 に 実施 され る こ と が 期

待 され て い る．しか し，こ うし た 実践に は 定性 的なデ

ー
タに 基 づ くプ ロ セ ス 評価が重要で あ る と考 えられ る

が，デ
ー

タに 基 づ く効 果 検 証 は 容易 で は ない たぬ こ

こ で は，プ ロ グ ラ ム ドD の 機能 を考察し ， 実践 を通 じ

て 表 出 した 課題 と今後の 展開 に つ い て 展望する．

　4．1．　 プ ロ グラム FD の 機能

　本論文 で 示 した 2 つ の 教育プ ロ グラム で は，重みづ

け の 手 法 は 異な るが ，暫定的 に カ リキ ニ・ラ ム マ ッ プ が

再整理 され ，教育プ ロ グラ ム の カ リ キ ュ ラム の 体系性

が 可視化された．個別 の 教育プ
．
ロ グラ ム に お け る 検討

で は，教 員集団が カ リキ ュ ラム マ ッ プ と い う具体物 を

共通 の 枠組み と し て
， 実際 の 教育内容 を議論 し，そ の

議論 の 過程にお い て新たな課題が表出 し て い る 点が成

果 と して 挙げ られ る．例 え ば，対 象教育 プ ロ グ ラ ム で

の 共通 的な課題 と して 「態度 ・姿勢、の 教育目標領域

の 位置 づ け の 難 し さが挙げ られ る．こ の 観点につ い て

は ，継続的な議論 の 中 で教員集団や 学生が了解可能な

到達 日標 として 位置 づ け られ る こ とが 必要 で あ る とい

える，さ ら に，教員集団 の 視点で 再設定 された到達 目

標 が 学生 の 視点 で 了解 ・∫能で あ る か とい う課題 に つ い

て は ，次 の 展開 と して機構 と教育プ ロ グラ ム と の 協働
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で検討が進 め られ て い る．

　本論文 の 検 討範囲 で は ，プ ロ グ ラ ム FD の 実施 プ ロ

セ ス の 詳細なデータ に 基 づ く明確な成 果を示す に 至 っ

て い な い が ，全学的 な教育改善に向 けた枠組み を開発

した とい う点 で 意義が あるとい え る．実際に は ， 新潟

大学の 4 つ の 教育目標領域とい う共通 の 枠組み に基づ

き到達 日標を設定 し， 教育プ ロ グ ラム で 提供され るす

べ て の 授業科 目に対する重み づ けが検討，実施 され た．

こ の プ ロ セ ス を カ リキ ュ ラ ム マ ソ ブ に 再整理す る こ と

に よ っ て ，特定の 教育プ rtグラム だ け で は な く，すべ

て の 教育プ 卩 グラ ム の カ リキ ュ ラム の 体系性を可視化

す る枠組み と し て機能する と考 え られ る，また ，こ の

枠組み は ， 教育目標領域 を基盤 と した 教育プ ロ グ ラ ム

間 の 比較検討 を可能 とす る もの で あ り，教育 プ ロ グラ

ム 内部で の 議論に留ま る こ とな く ， 教育 プ ロ グ ラム を

横断 した教育体制への 意識転換の 契機となるとい え る．

　以 上 よ り，本論 文 で 報告 した 実践 は，個 々 の 教員 が

カ リキ ュ ラ ム の 口的 と構造 を共イ「化す る機 能 を右 し，

カ リ キ ュ ラ ム を単 な る授業科 目の 寄 せ 集 め で は な く，

そ の 体系性 を確保す る 取 り組 み で あ ると考 え られ る

　（南部 2003）．す なわ ち，教員集団に よる検討やカ リ

キ ュ ラム の 体系性 の 可 視化 は ， 教育プ ロ グラ ム が 目指

す 人 材育成 Ll的や 到 達目標 の 観点か ら，カ リキ コ．ラ ム

と個 々 の 授業科 目と を 関係づ ける機能を内包 して い る

とい え る．

　 4．2，　 プロ グラム FD の展望

　 プ ロ グ ラ ム FD の 実践は，「カ リ」e　p 一ラ ム の 体 系性 」

　（有木 2003） とい う観点か ら，
「全 学的 な 教育の 質 保

証 」 と 「教育プ ロ グラム に お ける教育の 質保証 〕 とい

う異 な る水準の 目的 を，有機 的 に 接続す る 取 り組 み で

あ る．換言す ろと，教育プ
．
ロ グラ ム 内 で の 検討だけ で

は な く，全学的な視点 か ら教 育プ ロ グラ ム の カ リキ ュ

ラ ム の 体系性 を俯 瞰的 に 検討す る 取 り組み で あ る．そ

の 意 味 に お い て ，こ うした FD の 実践 は ， 特定 の 大学

に お い て 機能す る だけ で はなく，論理 的にはすべ て の

大学 に お い て 展開 pr 能な枠組み を有 し て い る と考 え ら

れ る．それぞれの大学に お い て 学士課程教育 の 質保証

の 枠組 み を主張す る こ とが求め られ て い る昨今 の 現状

を踏まえるな らば，大学にお ける教育目標の 再吟味 を

継続的に実施する ため の シ ス テ ム が 必 要 と なる と考え

られ る ，本論文 の 実践 で 示 し た カ リキ ュ ラ ム の 体系性

の 叮視化 は ，教育プ ロ グ ラ ム に お け る 授業科 目の 位 置

づ けや教員が 実施す る 授業 の 教育内容そ の もの を 再点

検す る こ とにつ な が り，その 結果 と して 学生が修得 す
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べ き学習成果を よ り明確 に 示 し，順次性 の あ る教育課

程 を編成する こ と に寄与す る枠組 みで ある とい え る

（文部科学省 2008）．

　本論文 の 実践は緒に つ い た ば か りで あ り，実際 の 教

育内容や評価方法 の 改善 へ の 直接 的な成果 を明示 的 に

示 す ほ ど構造化 され て い な い が ，学士 課程教育 の 質保

証 の あ り方そ の もの が 大 き な転換期 に あ る こ とを踏ま

える と （文部科学省 20エ2〕， 大学全 体や学部学科 （教

員集団），そ して 教員個人 とい っ た 異な る水準が交わ る

枠組 み （BROMENBR 脇 NER 　 l979）で の教育改善の ア フ

ロ
ーチ の 可 能 性 を各 々 の 大学が模索す る必 要性が ある

と推察され る．大学教育 をシ ス テ ム 論的な観点か ら眺

め る と，揺れ動 く大学教育の 現状を柔軟に吸収 しなが

ら，そ の 大学の 目指す理念と口標に向か っ て収束す る

仕 組 みを大学 の 中で 独 自に 議論する必 要が ある と考 え

られ る．また，学部や教 育プ 卩 グラ ム の 状況や 日常 の

教育雷動 に取 り組む 教員の負担 を軽視 して は実践 の 持

続性 は 望めな い （閏 中 20⊥1）．本論．文の 検討範囲 で は ，

プ ロ グ ラ ム FD の 本来的な 目 的で あ る 厂教員集団 で の

到達 目標の 持続的な検討 」 の 実現 の た め に ，機構 との

1茘働 で あ り なが ら，そ の
」

矜法 に 関 して は各 教育プ ロ グ

ラ ム に委ね て い る．今後 の 継続的 な展開 に 向 け て，教

育プ ロ グラ ム の 教育活動を支援する機構が ， 教育プ ロ

グ ラム の 状況 を 的確に 把握 し，教員集 団に刻 し て 過度

の負担に な らない 取 り組 み として 協働体制 を構築する

こ とが 重要 で あ る と考 え られ る．そ の た め，プ ロ グ ラ

ム FD が ，それ ぞ れ の 教育プ ロ グ ラ ム の 教育改善 の 枠

組 み そ の もの を問い なが ら，持続的に 実施 され る仕組

み と して 機 能す る た め に は ，そ の 状況 に 適 したア プ ロ

ー
チ を 採用 しな が ら実践 を展開 して い く こ とが必要 で

あ ると考 え られ る，し た が っ て，こ う し た ア プ ロ
ー

チ

の 方法論 の 確立が求 め られ るが，例 えば参加型ア ク シ

ョ ン リサ
ー

チ （MclNTYRE 　2008）は，実践に 関わ る参

加者が 各々 の 役害1」を 明確に しなが ら教育改善 に 取 り組

む 枠組みを提供 し て くれ るだ ろ う．

　 本論文にお け るブ 卩 グラ ム FD の 実践 は，確 立 され

たアプ ロ ーチ に よ る実践まで は 至 っ て い な い が ，カ リ

キ ュ ラ ム 改 筆を全学的に推進 して い くた め の 共通的な

枠組 み 聞発 と い う段 階 ま で は 到 達 した よ うに 思われる．

プ ロ グラ ム FD の 効果とそ の 評価 は，今後 の 継続的な

取 り組み と確 立 された方法論 に よ っ て 検証 きれ て い く

必要 が あ る と考え られ る．

　 4，3．　 今後 の 課 題

　 本論 文 で は，プ ロ グラ ム FD の 実践 とそ の 機能 につ
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い て検討 して きた．しか し，実践そ の もの の 枠組 みや

評価 と い う点 で は 課題 が残る．こ れ まで 述 べ て きたよ

うな実践の 継続性 と発展 とい う観点か ら，今後 の 課題

に つ い て 以 ドの 3 点 に整理する．

　第 1は，再設定され た到達 目標に対 して 配 分 され た

授業科口の 重み づ け られ た数値 の 解釈及 び そ の 評価 で

ある．プ 卩 グラ ム FD では，カ リキ ュ ラ ム マ ッ プ に 対

し，個別 の 授 業科 目ごとに 4 つ の 教育 目標領域に 基 づ

く到達 目標 を 設定す る．そ し て ，教 育プ ロ グ ラ ム で 提

供 され る す べ て の 授業科目に 対 して 数値 を重み づ け る

が，実際 の 数値 が どの よ うな意味 を有 して い る か は ト

分 に検討 され て い な い ．さらに，新潟大学 で は ， 従来

の 科目区分を撤廃 し，全 学科 目化 された背景を踏ま え

る と，教 員集団 で の 到達 囲標 の 共有化 の 促進 に 加 え ，

学生に対 し て もプ ロ グラ ム シ ラ バ ス の 公 開だけで はな

く，到 達 目標やカ リキ ュ ラム の 体系性が見 え る よ うに

す る 必要 が あ る （沖ほ か 2011）．そ の た め ，
一．

部 の 教

育プ ロ グラム で は 実際に着手 され て い る が ， 到達 冖標

と重み づ けられた数値の 評価 に 関 して は，肉二整理 され

たカ リキ ュ ラム マ ッ プ に 基づ く教育実践 に 関する教員

集団 へ の 聞き取 りだけで は な く，到達 目標 の 解釈 に 関

する学生 へ の 聞き取 り な ど ， 学習者 の 視 点を組 み 込 ん

だ カ リキ ュ ラ ム 検 証 （絹川 2006）を 推進す る 必要 が あ

る だ ろ う．

　第 2 は ，プ ロ グ ラ ム FD の 実施体制に お け る専門家

の 位置 づ け で あ る．プ ロ グラム FD は，教育プ ロ グ ラ

ム の 教員集 団が主体的に取 り組む営 み で あ るが ，到 達

目標 の 設定や作成されたカ リキ ュ ラ ム マ ッ プ の 整合性

を教育学等の 専門的な立 場 か ら検討す る体制 が整備 さ

れ て い る とは言 い 難 い ．例えば ， 山 口 大 学 の 事 例 （沖
・

田 中 2006）に み られ る よ うに，教育 目標 の 分類学 に 基

づ く到達 目標の 策定方策 は 参考 に なるだ ろ う＝ 方 で ，

プ u グラム FD は，カ リキ ュ ラ ム と個 々 の 授 業科 目と

の 関係 の 位置づ けを通 じて ，教員集団 の 意識 の 共 有化

が促進 され る こ と が 望まれ る が，FD そ の もの が倦怠

感や徒労感 の 誘 因 とな らな い た め に も，目常 の 教育活

動 と乖離す る こ との ない FI）展開 と支援体 ilj−1」が 必 要 と

い える （田 中 20且 ）．そ の た め に も，教員集団 の 共 通

理解 の も と で実践的かつ 協働 的に 実施 す る 枠組 み が 必

要 とな る た め （寺崎 2006），機構 が専門家的な要素を

兼ね備 え た 組織と し て 機能す る必 要 があ る だろ う．機

構 と教育プ ロ グ ラ ム と の 機動的か つ 有機的な関係の な

か で 実施 ， 展開され る紅織体制 の 構 築 が 求 め られ る．

　 第 3 は，全学的な観 点 か らプ ロ グ ラ ム FD の 継続性

Vol，36，　 No ，2 （2012）

と発 展 に むけ た枠組み の 強化 で ある．本論文 で 報告 し

たプ ロ グラム FD は 個人 の 授業改善と い う枠組 み よ り

も大 き な枠組み で あ り，教育プ ロ グラム の 教 員集団 に

よ っ て 取 り組 ま れ る こ と で 初め て 効果 が 認 め られ る た

め，全学的な枠組 み の 強化推進 は 重要な課題 で ある．

と りわけ ， プ 卩 グ ラム FD で は ，教 育プ ロ グ ラ ム で 提

供 され るす ぺ て の 授業科 目が重みづ けの 対象とな っ て

い るた め ，従来 の 教養教育 と専門教育の 統合 とい う観

点 か ら，大学 内部 で の 各組織や機能 との 十分な連携に

よっ て 学 七 課程教育の シ
ー

ク エ ン ス や ス コ
ープ とい う

縦横 へ の 広が りを考慮 した取 り組み 〔有本 2〔｝03）も必

要不 可欠 と考 え られ る．例 え ば，広島大学 の 教育プ ロ

グ ラム に おけ る到達度評価 の 枠組み （広 島大学 2008）

や愛媛大学の 「教育 コ
ーデ ィ ネ

ー
タ
ー

」 の 導入 に よ る

全学的な教育改 革の 推進事例 （柳沢 2009）な どが，全

学的な支援 体 制 と して 参 考に な る だ ろ う．また，プ 卩

グラ ム FD に よ っ て 重み づ け されたカ リキ ュ ラ ム マ ッ

プ に 基 づ く学習成果 の 測 定評価 とい う課題は今後 の 重

要な課題 で あ る が，新潟 大学では平成22年度よ り新潟

大学学士 力 ア セ ス メ ン ト シ ス テ ム （NBAS ： i　iigata

Univer3ity　Bachelor　Assesslnent　System） の 開発が進 め

られ て い る （生 田 ら 2011 ，IKrTA 　et 　，s／2011）．こ の シ

ス テ ム で は ，
プ ロ グ ラ ム FD に よ っ て 整 備 され た カ リ

キ ュ ラ ム マ ッ プ を材料 と して ，学生 の 学習成果 を nl
．
視

化 し，学生 自らが学習 の 到達度を杷握す る こ と が 可 能

と な る た め ，カ リキ ュ ラ ム の 体系性検証の ツ
ー

ル とし

て の 役割 も期待 され る．
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Summary

　
厂Vhis　article 　examirles 　the 　practice　and 　funetien　of

‘‘
Program 　FD

”
　け！a し Rims 　to　give　substance 　to　bachelor

’
s

degree　progrttm．s　and 　［rnprQve 　educatiQnaL 　issues　at

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 セ
NiigtLta　しnlverslty．　OII　the　basis　of 　 the　university 　s

framρ work 　 of 　fbur　 edueational 　 target　 areas ，　 each

program
’

s　teaching 　stafi
’
implemented　the　practice　Df

Program 　FD 　through 　 reexamining 　the 　 attainment 　targeしs

of 　the　degr・ee 　progmm 乱nd 　recoor
・dinaLing　its　curriculum
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map  ft'om the viewpoint  of reiocation  of  indii,iduul courses.

As  a  result,  the common  understanding  of  the attainment

targets among  the teaching  staff  was  pr'oirToted in the

course  of relocating  nnd  weighLing  the  courses  with  the

targets. Moreover, the  recoorflination  of  the  curriculum

map  funcLioned as  a  fi'amework tbr making  the systemic

curriculum  al[gnment  visible. The results  suggesL  that the

practice of  Program  FD  may  become  a  concrete  approaeh

to continuous  curriculum  improi,ement. Finall},, the

artieLe cliscusses issues left for further development of

Program  FD  thH,t is expected  to be implemented in daily

educttLional  activities,
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