
 

２０２２年度 自己点検・評価チェックシート  学部・研究科名：アジア太平洋研究科 

※学部・研究科ごとに作成してください。                                 

確認事項 1   ３つのポリシー 

（１）３つのポリシーを教授会・運営委員会等で確認した 
☒確認した 2021 年   7 月  会議名：アジア太平洋研究科運営委員会 

☐確認していない    年  月  確認予定 

（２）３つのポリシーは学生や社会に公表されている 
☒公表されている ☒要項 ☒HP ☐パンフレット ☐その他（            ） 

☐公表されていない 公表予定時期： 

 

確認事項 2   学修成果 

（１）学修成果を設定している 
☒設定している ⇒確認事項(2)、(3)を記入 

☐設定していない 年  月  設定予定 

（２）学修成果の内容 

☒各学部・研究科の DP と関連付けて設定している 

☒複数の方法で根拠に基づいて測定することが可能である 

☒知識、スキル、態度をバランスよく含んでいる 

☒「学生は、～することができる」といった形式にするなど、わかりやすく記述している 

（３）学修成果を明示している 
☒明示している ☐要項 ☒HP ☐パンフレット ☐その他（             ） 

☐明示していない   

◆明示している学修成果（昨年度報告している箇所もご記入ください。ホームページ等のリンクではなく、学修成果をご記入ください。） 

アジア太平洋研究科修士課程では、広い視野に立って豊富な学識を有し、国際関係学分野における高度な専門性を要する職業等に必要な課題解決能力を身につけた学

生に「修士（国際関係学）」の学位を授与する。このことを踏まえ、アジア太平洋研究科では、修士課程修了時に身につけておくべき能力を以下のように定める。 

 

学修成果１ アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会を俯瞰的に理解し、地域研究、国際関係、国際協力・政策研究の分野に関する課題解決を行うために必要な専門

的知識を習得している。 

学修成果２ アジア太平洋地域を中心とした地域研究、国際関係、国際協力・政策研究の分野に関する課題解決を行うための基となる分析能力を身につけている。 

学修成果３ アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会の歴史的背景と政治・経済・社会・文化等の多様性を理解・受容し、自律と寛容の精神をもって多様な人々と協

働することのできる国際的コミュニケーション能力を身につけている。 



 

学修成果４ アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会の平和と持続的な発展・地球規模課題の解決に向け、貢献しようという姿勢を身につけている。 

 

アジア太平洋研究科の博士後期課程を修了した者には、アジア太平洋地域を中心とした地域研究、国際関係、国際協力・政策研究の分野について研究者として自立し

て研究活動を行うために必要な高度の研究能力を身につけた学生に「博士（学術）」の学位を授与する。上記を踏まえ、アジア太平洋研究科では、博士課程修了時に身に

つけておくべき能力を以下のように定める。 

 

学修成果１ アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会を俯瞰的に理解し、地域研究、国際関係、国際協力・政策研究の分野に関して、自立して研究活動を行うために

必要な高度な専門的知識を習得している。 

学修成果２ アジア太平洋地域を中心とした地域研究、国際関係、国際協力・政策研究の分野に関して、自立して研究活動を行うための基となる、国際水準の理論的・実

証的研究能力を身につけている。 

学修成果３ アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会の歴史的背景と政治・経済・社会・文化等の多様性を理解・受容し、国際社会の様々な人々・組織と協力・協働

して研究を行い、研究成果を国際社会に有効にフィードバックできるような国際的コミュニケーション能力を身につけている。 

学修成果４ アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会を俯瞰的に理解し、その平和と持続的な発展・地球規模課題の解決に向け、研究活動を通じて貢献しようという

姿勢を身につけている。 

 

確認事項 3   学修成果の測定方法の設定 

（１）アセスメント・ポリシーを設定している 
☒設定している ⇒確認事項(2)、(3)を記入 

☐設定していない    年  月  設定予定 

（２）アセスメント・ポリシーの内容 

☒学修成果と測定方法の関連性が明確になっている 

☒学修成果を複数の方法（可能な限り「直接評価」と「間接評価」の組み合わせ）で測定する 

☒測定時期を明確にしている 

☒どの水準をもって達成とするか学部・研究科内で合意している 

（３）アセスメント・ポリシーを明示している 
☐明示している ☐要項 ☐HP ☐パンフレット ☐その他（             ） 

☒明示していない   2022 年 12 月 明示予定 

◆明示しているアセスメント・ポリシー （別紙での提出も可） 

別紙１に記載 

 



 

 

＜３つのポリシー・カリキュラム・入試制度の変更＞ 

 ※2021 年 10 月以降に変更を決定した項目があれば記載してください。本チェックシートの別項目で記載している場合は不要です。 

 

項目 変更時期 変更内容 変更理由 

カリキュラムポリシー 

 

2021 年 10 月（再修正） 

2021 年 12 月（再々修正） 

確認事項 3-6 へ記載いたしました。  

カリキュラムポリシー 

 

 

2022 年 12 月(予定) 

 

研究倫理に関する科目（2 単位） 

↓ 

研究倫理に関する科目（1 単位） 

本変更については確認事項 3-6 へも記載しております。 

2022 年 12 月の研究科運営委員会で承認予定です。 

GECで開講している研究倫理に関する

科目の単位数が 2022 年 4 月より変更

になったため。 

 

 

 

   

  



 

※以下は該当する学部・研究科のみ記載 

確認事項 3-6   2020 年度認証評価における指摘事項へ対応⑥  指摘事項：  教育課程の編成・実施方針に、教育課程の編成に関する基本的な考え方を示 

                                      していないため、適切な方針を定めるよう是正されたい。 

該当箇所： 日本語教育研究科博士後期課程、アジア太平洋研究科博士後期課程 

（１）指摘事項への対応を行った 

☒前回報告で対応完了済 （２）を記入 

☐前回報告以降に対応も

しくは修正 

   年  月  会議名： 

⇒(2)(3)を記入 

☐対応していない    年  月  対応予定 

（２）対応後の教育課程の編成・実施方針を公表している 
☒公表している ☐要項 ☒HP ☐パンフレット ☐その他（            ） 

☐公表していない 公表予定時期： 年 月 

（３）変更後の内容 

大学院アジア太平洋研究科国際関係学専攻修士課程・博士後期課程では、「地域研究」「国際関係」「国際協力・政策研究」の 3 つの領域を設け、学生は一つの領域に中心

を置きながら、他の領域の科目も履修することにより、躍動するアジア太平洋地域を多様な角度から観察・分析することのできる専門性を体系的に習得できるよう、カリ

キュラムが構成されています。また、発足当初から日本語と英語の 2 言語教育制度を導入しています。本研究科は国内外の関連機関との広範なネットワークを有すること

から、日本におけるアジア太平洋研究・教育の拠点となっており、学生・教員に加え、学外のパートナーとも教育・研究において連携するトライアングル・メソッドを実

践しています。 

 

修士課程は、授業科目とプロジェクト研究によってカリキュラムが構成されています。専門知識・分析手法を習得するために、主に 1 年次に、共通基礎科目・専門基礎

科目・発展科目・自由科目といった授業科目を、修了に必要な 22 単位（11 科目相当）以上履修します。さらに、習得した分析手法を応用し課題解決能力を高め、併せて

国際的に多様な背景を持った教員・学生が協働することによって学生の国際的コミュニケーション能力を高め、専任教員の指導や学外パートナーとの連携により国際課題

解決に対する貢献姿勢を育むため、各指導教員が修士論文や研究全般についての指導を行う演習・プロジェクト研究が必修となっています。これを 1 年次・2 年次を通じ

て履修し、修士論文を執筆・提出し、審査を受け、合格することで、修了に必要な 8 単位を取得します。 

 

博士後期課程では、高度な専門知識と国際水準の理論的・実証的能力を身につけ、自立して研究活動を行えるようになるために、1 年次から演習形式で各指導教員が博士

学位論文の執筆を指導するプロジェクト研究が必修となっています。博士後期課程のプロジェクト研究でも、国際的に多様な背景を持った学生との協働や外国研究者との

交流・国際学会への参加や発表を通じて、研究成果を国際社会に有効にフィードバックできるような国際的コミュニケーション能力を高め、専任教員の指導や学外パート

ナーとの連携により、研究を通じた国際課題解決に対する貢献姿勢を育むことが想定されています。また、研究倫理に関する科目（2 単位）を履修することが必修となっ



 

ています。博士後期課程では、1 学期在学の後、主・副研究指導教員による論文指導委員会を設立し、さらに 1 学期後、研究計画書を提出します。その後、中間発表会で

の発表・審査を経て、博士学位論文の完成を目指します。論文提出にあたっては、博士査読誌に自著論文が 1 本以上掲載されていることを要件とします。博士学位論文は

外部の審査員を含めた委員会体制によって審査されます。 

 

 

※確認事項 3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-7、3-8、3-9、3-10 は該当なし 

 



 

 

                     

箇所名：アジア太平洋研究科 

 

アセスメント・ポリシーの検討状況の中間報告書 

 

 

 

修士 

カリキュラム・マップ 

 

 

 

 

 

 

修士論文

（学修成果２）

発展科目

（学修成果１）

（学修成果４）

共通基礎科目

専門基礎科目

（学修成果１）

プロジェクト研究

（学修成果２）

（学習成果３）



 

アセスメント・ポリシーのイメージ図 

 

 

 

 学修成果 達成目標 

学修成果１ アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会を俯瞰的

に理解し、地域研究、国際関係、国際協力・政策研究の

分野に関する課題解決を行うために必要な専門的知識

を習得している。 

共通基礎科目・専門基礎科目と発展科目を修得すること

によって、問題解決を行うために必要な専門知識を身に

つける。 

（共通基礎科目・専門基礎科目：0.5） 

（発展科目：0.5）＊＊ 

学修成果２ アジア太平洋地域を中心とした地域研究、国際関係、国際

協力・政策研究の分野に関する課題解決を行うための基と

なる分析能力を身につけている 

プロジェクト研究で指導を行い、質の高い修士論文を完

成させることで課題解決を行うための基となる分析能

力を身につける。 

評価方法 

１．修士プロジェクト研究の成績による評価 



 

２．3 名の専門家による修士論文の審査：ルーブリック

評価 

学修成果３ アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会の歴史的背景

と政治・経済・社会・文化等の多様性を理解・受容し、自律

と寛容の精神をもって多様な人々と協働することのできる

国際的コミュニケーション能力を身につけている。 

多彩な教員および学生のバックグラウンドを持つアジ

ア太平洋研究科の国際的な環境を活用し、科目学習とプ

ロジェクト研究を通じて、国際コミュニケーション能力

を身につける。 

（卒業時のアンケートを活用する。 

※卒業時のアンケートにて、「入学時と比べて、どの

ように変化したか、改善したか」を聞く。） 

学修成果４ アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会の平和と持続

的な発展・地球規模課題の解決に向け、貢献しようという

姿勢を身につけている。 

国際的な環境を活用し、多様な授業の履修を通じて、ア

ジア太平洋地域及びグローバルな国際社会の平和と持続的

な発展・地球規模の課題解決に向け貢献しようという姿勢

を身につける。 

（卒業時のアンケートを活用する） 

 

＊＊学修成果１： 

共通基礎科目・専門基礎科目のウエート：1／2 

発展科目のウエート：1／2 

算出方法 

A  共通基礎科目・専門基礎科目（素点）の平均点＊0.01＊0.5 

B 発展科目（素点）の平均点＊＊0.01＊0.5 

学修成果： A＋B＝１ 

 

 

 



 

博士 

カリキュラム・マップ 

 

 

 学修成果 達成目標 

学修成果１ アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会を俯瞰的に

理解し、地域研究、国際関係、国際協力・政策研究の分野

に関して、自立して研究活動を行うために必要な高度な専

門的知識を習得している 

プロジェクト研究の履修を通じて、自立して研究活動を

行うために必要な高度な専門的知識を習得する。 

（博士後期課程プロジェクト研究の成績による評価） 

学修成果２ アジア太平洋地域を中心とした地域研究、国際関係、国際

協力・政策研究の分野に関して、自立して研究活動を行う

ための基となる、国際水準の理論的・実証的研究能力を身

につけている 

中間発表、博士論文審査において、研究科以外の専門家

を交えて審査を行う。 

（ルーブリック評価） 

Project Research Seminar

(学修成果１）

Guidance Committte

Research Plan

Interim Presentaation

(学修成果２）

Doctoral Thesis 

Submission

PhD

(学修成果４）

Journal Publication 

(学修成果３） 

 

 



 

学修成果３ アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会の歴史的背

景と政治・経済・社会・文化等の多様性を理解・受容し、

国際社会の様々な人 ・々組織と協力・協働して研究を行い、

研究成果を国際社会に有効にフィードバックできるよう

な国際的コミュニケーション能力を身につけている 

多彩なバックグラウンドを持つ教員および学生によっ

て構成されるアジア太平洋研究科の国際的な環境を活

用し、プロジェクト研究等への参加を通じて、国際コミ

ュニケーション能力を身につける。 

（博士号取得時のアンケートを活用。 

 ※研究指導終了退学者は、退学時にアンケートを実

施）  

学修成果４ アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会を俯瞰的に

理解し、その平和と持続的な発展・地球規模課題の解決に

向け、研究活動を通じて貢献しようという姿勢を身につけ

ている 

国際的な環境を活用し、プロジェクト研究等への参加を

通じて、アジア太平洋地域及びグローバルな国際社会の平

和と持続的な発展・地球規模の課題解決に向け貢献しよう

という姿勢を身につける。 

（博士号取得時のアンケートを活用。 

 ※研究指導終了退学者は、退学時にアンケートを実

施） 

 

 

 

  



 

ルーブリック案 

 

① 着眼点、方法、内容、結論等におけるアイディア、独創性 ５・４・3・２・１ 

② 論文のテーマ設定の妥当性、重要性 ５・４・3・２・１ 

③ テーマに応じた論文の構成の妥当性 ５・４・3・２・１ 

④ 先行研究のサーベイをふまえた専門分野における貢献度 ５・４・3・２・１ 

⑤ データや資料に裏付けられた実証性 ５・４・3・２・１ 

⑥ 論旨展開における論証力、説得力 ５・４・3・２・１ 

⑦ 専門用語や概念の使い方における正確さ、妥当性、充分性 ５・４・3・２・１ 

⑧ 論文のテーマに応じた明快かつ正確な文章力 ５・４・3・２・１ 

⑨ 引用の仕方、注の付け方、資料の利用の仕方、文献リストの作り方における正確さ、妥当性、充分性  ５・４・3・２・１ 

⑩ 地域研究、国際関係、国際協力・政策研究における論文としての卓越性 ５・４・3・２・１ 

 

５：優れている 

４：やや優れている 

３：普通 

２：やや劣っている 

１：劣っている 

 


