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学⽣の提出課題 本⽂ 機械翻訳(machine translation) 
教授システム学研究総論第１回「ID 理論と高等教育実践」 Review of Studies in Teaching Systems, Part 1: "ID Theory and Higher Education 

Practice 
「わかったこと」 

本論文では，e ラーニングの専門家を養成する熊本大学教授システム学専攻の

創設から教育カリキュラムの開発について，インストラクショナルデザイン（以

下，ID）の視点を踏まえてまとめている．具体的には，「教育課程の全体設計段

階における質保証」，「組織・体制面での質保証」，「各科目コンテンツの開発段階

における質保証」の 3 つの観点から，教育の質保証を目指している．それぞれの

具体的な内容は下記の通りである． 

 

教育課程の全体設計段階における質保証 

ID の観点に基づいた場合，カリキュラムの出口，アウトカムが明確になって

いることが必須であり，そのアウトカムを達成できるようなカリキュラムを構成

する必要がある．そのため，熊本大学教授システム学専攻では，ibstpi による「ID

の職能 4 領域と 23 コンピテンシー」，日本イーラーニングコンソーシアムが検討

している「e ラーニング開発専門家人材像」，そして，「英国 e ラーニング専門家

資格」を調査，教育サービス事業者数社にヒアリング調査を行い，「LMS などの

機能を活かして効果・効率 ・魅力を兼ねそろえた学習コンテンツが設計できる」

といった 12 のコアコンピテンシーと 7 つのオプションコンピテンシーを設定し

た．このコンピテンシーに基づき，カリキュラムを設計した． 

 

組織・体制面での質保証 

熊本大学教授システム学専攻は 12 名の専任教員・兼担教員・12 名の非常勤講

師から構成されている．また，e ラーニングコンテンツの管理・開発を担う組織

として，教材作成室を設置している．教材作成室とは全学における e ラーニン

グ推進を支援するための組織であり，ウェブサイトのコンテンツ制作，管理，お

よびコース運営の実務 を担当している．教員による OJT を中心とした教育の

他に，チームアプローチを通じたメンバー相互の学習，定期的なミーティングや

掲示板を用いた知識・ノウハウ・作業状況の共有などを通じて，知識・スキル両

<What I found out> 

In this paper, we summarize the development of the educational curriculum of 
the Department of Instructional Systems of Kumamoto University, which trains 
e-learning specialists, from the perspective of instructional design (ID). 
Specifically, we aim to assure the quality of education from the following three 
perspectives: quality assurance at the overall design stage of the curriculum, 
organizational and organizational aspects, and quality assurance at the 
development stage of each course content. The details of each are as follows. 

 
Quality assurance at the overall curriculum design stage 

Based on the perspective of ID, it is imperative that the curriculum has clear 
exits and outcomes, and that the curriculum be structured to achieve those 
outcomes. In order to achieve this, the Department of Systems Teaching at 
Kumamoto University has conducted a survey on "Four Fields of ID Profession 
and 23 Competencies" by ibstpi, "Human Resources for e-Learning 
Development" by Japan e-Learning Consortium, and "UK e-Learning Specialist 
Qualification" by several educational service providers. We conducted an 
interview survey and established 12 core competencies and 7 optional 
competencies, such as "design effective, efficient, and attractive learning 
contents by utilizing the functions of the LMS and other systems". The 
curriculum was designed based on these competencies. 

 
Quality assurance in terms of organization and structure 

The Department of Professorial Systems of Kumamoto University consists of 12 
full-time faculty members, adjunct faculty members and 12 part-time lecturers. 
In addition, the Office of Educational Resource Creation has been established 
as an organization responsible for the management and development of e-
learning content. The Office of Educational Resource Development is an 
organization that supports the promotion of e-learning throughout the 
university, and is responsible for the production and management of website 
content and course operations. In addition to on-the-job training by the faculty, 
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面の向上を図っている． 

 

 

 

各科目コンテンツの開発段階における質保証 

各科目は主に「授業用のシラバスの作成」，「概要設計」，「プロトタイプ開発」，

「コンテンツ開発」，「コンテンツレビュー」，「公開・運用」の流れで開発される．

特にコンテンツレビューは「FESTA」と呼ばれ，プロジェクト管理上のマイルス

トーンとして専攻長をはじめとする教員と教材作成室スタッフが参加し月に 2

～3 回開催される．この会議における承認が得られるまで「授業用のシラバスの

作成」，「概要設計」，「プロトタイプ開発」，「コンテンツ制作」を繰り返す．この

レビュー会を行うことで，コンテンツの品質管理上のチェックと改善点の洗出し

を行う． 

 

指定論文を読んでわかったこととして，教育の質保証を行う場合，「教育課程

の全体設計段階における質保証」だけでなく，「組織・体制面での質保証」と「各

科目コンテンツの開発段階における質保証」も重要であるという点である．コン

ピテンシーに基づきカリキュラムを作成したとしても，そのカリキュラムを実現

できる組織・体制面が整っていなければ，実現は不可能である．また，各科目の

コンテンツを開発する段階で第三者の厳しい目が入ることで，カリキュラムとか

い離するリスクが軽減される．教育の質保証といっても様々な視点があるという

ことがわかった． 

the team members learn from each other through a team approach and share 
their knowledge, know-how, and work status through regular meetings and 
bulletin boards. 

 
 
Quality assurance at the development stage of each course content 

Each subject is developed in the following order: syllabus development, outline 
design, prototype development, content development, content review, and 
publication and operation. The content review, called "FESTA", is held two or 
three times a month with the participation of the department head, faculty and 
staff of the Material Development Office as a milestone in the project 
management. Until approval is obtained at this meeting, the creation of the 
syllabus, outline design, prototype development, and content creation are 
repeated. By holding this review meeting, we check the quality control of the 
contents and identify areas for improvement. 

 
 
In the case of educational quality assurance, it is important not only to assure the 
quality at the overall design stage of the curriculum, but also to assure the quality 
at the organizational and organizational level and at the development stage of each 
course content. Even if a curriculum is developed based on competencies, it will 
not be possible to achieve this if the organizational and organizational aspects are 
not in place to implement the curriculum. In addition, the risk of deviation from 
the curriculum is reduced by the strict attention of a third party at the stage of 
content development for each subject. There are various perspectives on the 
quality assurance of education. 

「疑問に思ったこと」 

熊本大学教授システム学専攻が提供している科目では，提出するすべての課題

をコンピテンシーと紐づけられている．本論文に記載されていないだけで実際に

は既に行われているのかもしれないが，コンピテンシーを元に自らが提出した学

習成果物を振り返り，本当にそのコンピテンシーをみにつけることができたのか

について振り返る時間がほしいと感じた．そのため，本課題では，どのようなシ

ステムを利用すればそのような仕組みを構築できるのかについて調査を行い，そ

の結果をまとめる． 

< Question> 

In the courses offered by the Department of Professorial Systems of Kumamoto 
University, all assignments submitted are linked to competencies. However, I 
would like to have time to look back on the learning outcomes that I submitted 
based on the competencies, and to reflect on whether or not I was able to acquire 
the competencies. Therefore, in this research, we investigate what kind of system 
can be used to construct such a system and summarize the results. 
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「調査結果」 

教授システム学専攻では既に e ポートフォリオシステムとして Mahara を導

入しているため，Maharaを利用することを前提とする．コンピテンシーを元に

学習成果物の確認をする場合，まず同じコンピテンシーに対する学習成果物がペ

ージに一覧で表示されることが好ましいと考えられる．そのため，コンピテンシ

ーをもとに表形式の評価表を作成することができ，学習成果物も容易に確認する

ルーブリックを作成するためのプラグイン（宮崎，2014）を Mahara に導入す

る．このプラグインは無料で公開されているため，人件費などを考慮しなければ，

あらたに費用がかかることはない． 

 

学習方法としては，科目の履修が終わる半年ごとに，複数の科目で提出した学

習成果物を確認し，「自らがそのコンピテンシーを満たすことができたと考える

のか」，「満たしたと考えるのならば，どの学習成果物が特にそのコンピテンシー

と関連すると考えるのか」といった点について回答をしてもらい，全てのコンピ

テンシーについて振り返りを行う．その後，学習成果物と振り返りの際のコメン

トを他の学習者と共有し，相互コメントを行う．相互コメントの後，どのコンピ

テンシーをより充足させたいのかについて検討する．また，このように学習者に

コンピテンシーを自覚させることで，卒業後も継続して学習する際に，コンピテ

ンシーが学習の一つの指標となると考えられる． 

<Survey results> 

The Department of Teaching Systems has already introduced Mahara as an e-
Portfolio system, so the use of Mahara is assumed. When checking learning 
outcomes based on competencies, it is preferable to have a list of the learning 
outcomes for the same competency displayed on the page first. Therefore, we 
introduce a plug-in to Mahara (Miyazaki, 2014) to create a rubric that allows 
students to create a tabular assessment table based on their competencies and 
easily identify learning products. Since this plugin is free of charge, there is no 
additional cost if you don't consider the cost of labor. 
 
 
As a learning method, every six months after completing a course, students should 
review the learning outcomes submitted for multiple courses and ask themselves 
whether they think they have satisfied the competency and, if so, which learning 
outcomes are particularly relevant to the competency. Ask them to respond and 
reflect on all competencies. Afterwards, students share the learning outcomes and 
comments on their reflections with other learners and comment on each other's 
work. After mutual comments, we will discuss which competencies we would like 
to see better fulfilled. By making learners aware of their competencies in this way, 
we believe that competency will be an indicator of continued learning after 
graduation. 
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