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　最近 、日本 の 高等教育関係者の 間で 、 IR が注 目を浴び る よ うにな っ て きて い る 。 IR

とは Institutional　Research の 略語で あるが、日本語で は機関研究あ るい は大学機関研究 と

訳 され る こ とが多い 。

　 IR と は 、個別 大 学 内 の 様 々 な 情報 を 収集 して 、数値 化
・
可視 化 し 、評価 指標 と

して 管理 し 、 そ の 分析結 果 を教 育 ・研 究、学 生支援 、経営 等 に活 用す る こ と で あ る 。

で は なぜ 、
IR が 急速 に 注 目を浴 び る よ うに な っ て きた の だ ろ うか 。 大学で の 学習を

通 じて の 教育の 質の 保証 を求 め る動 きの 急速な進 展 の な か で
、 高 等教 育全 体 の み な らず

個 々 の 大学に お け る教育成果 の 提示 が 重要 な論 点 とな っ て い き て い る こ とが要因で あ る。

大学評価 を され る大学に と っ て は 、教育成果 を測定 する に あた っ て 、教育に 関す るデー
タ

を ど の よ うに集積 し、測定 し、そ して それ らの 結果 を改善につ なげて い くか とい うこ とが

「教育の 質保証 」 の べ 一
ス で ある と認 識 され るよ うにな っ て きたわ けだ。し か し、実際 に

は 、多 くの 高等教 育機 関で は 、教育 の 改善が 不 可欠で ある とい うこ とは 共 有 され て

い る も の の 、現状評 価 を客観 的 なデ
ー

タ に も と つ い て 行 うよ りは 、教 員個 人 の 主観

や経験値 に 基 づ い て い る場 合が 多 い 。 IR とは こ う した 主観 や経験 に も とつ く教 育

評 価 を客 観 的 なデー
タ に も とつ く現 状評 価文 化 に 変 え て い く基 盤 で あ る とみ る こ

とが で き る。

　国立大 学が 法人化 して 以来 、法人化 した 大学には課題 がIll積 して い ると思われるが 、そ

の 課題 の ひ とつ に部局 によ っ て散在 して い る財政 、学生 、教学など に 関するデ
ー

タ を どの

よ うに集積 し て 、どの よ うに管理す るか とい うこ とが ある 。 と りわ け 、 法人化 に あ た っ て

中期 目標 をた て 、見直しが求 め られ る国立 大学に とっ て はデー
タの

一
元化 は 重要な戦略と

な る だ ろ う。さ ら に 、大学で の 学習を 通 じ て の 教育の 質 の 保 証 を求 め る 動 き の 急速な進展

が見 られるなか で 、高等教育全体の み な らず個々 の 大学にお け る教育成果 の 提示が重要な

論点 とな っ て い る 。 大学評価 を され る大学に とっ て教育成果を測定す る上 で 、教育に関す

るデー
タを ど の よ うに集積 し、測定 し、そ してそれ らの 結果を改善に つ なげて い くか とい

うこ とは大きな課題 とな っ て い る。

　　ア メ リカ の 多く の 高等教育機 関には、教育改善の た め の デー
タを集積、分析 し 、そ う

し た 情報を大学執行部に 報告 しか っ 大学執行部の 意思決定 に不可欠 な戦略立案を策定す る

部門と し て IR 部門が常設 されて い る。　 IR 部門は、大学機関調査 部門や機 関調査部 門 と

訳 され る こ とも多い が、各大学内の 教育研 究活動に 関す る調 査研 究活動や財務分析 を行 う

管理 部門で あ り、か つ 経営そ の も の に関 わ るさま ざまな情報 の 入 手 とそ の 分析 を行い 、組

織管理 の 改革支援を行 っ て い る。大学内部の 様 々 なデータの 管理や戦略計画の 策定、アク

レデ ィ テ ーシ ョ ン機関 へ の報告書や 自己評価書の 作成 を主 な仕事と して い る IR部門は 、 本
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研究の 大 きな課 題 であ る学生調査 の 開発に も深 くか か わ っ てお り、実 際にそ うし た学生 調

査 の結果を大学の 教育改善に 向けて分析 し、様 々 な関連部署にそ の 結果 を伝え る よ うな役

割を担 っ て い る。

　　高等教育研究と IR は どちらもデー
タを ベ ー

ス と して 実証的な研究を行 う点で は共通

点がみ られ るが 、高等教育研究が そ うし た分析か ら普遍 的 な理 論を見出 し、知識 を発展 さ

せ 、学問 として 体系化する こ とを 目的 とする の に対 し、 IR は組 織や 大学機 関単体の 意思

決定に役立 っ よ うな特殊 な情報を提供す る こ と に違い が見 られ る。

　 本発表で は ア メ リカ にお い て実績の ある IR 部門の 役割 に つ い て 概観 し、 IR にお け る

活 動 の 目的 と大学へ の 貢献は何か とい う点 を検討す る。 次 に 日本 の 高等教育機 関に お い て

現在求 め られ っ っ ある戦略計画 の 策定やその ため の デー
タ の 管理 、分析 の 状況 につ い て 現

在 どの よ うに 進展 し、将来 ど うあ るべ き か を 、 IR と双子の 関係に もある学生調査結果 を

用 い なが ら検討 して み た い 。

　筆者をは じ め とす る 研 究 グル
ー

プ は 、2004年 か ら HERI の CSS 卜級生調査 の 日本版および

CIRP新入生調査 の 日本版を開発 し、　JCSS （日本版人学生調査）、JFS （日本版新入生調査）

をそれ ぞれ 2005 年、2008 年か ら本格的に立 ち Eげた 。 JCSSは 3 年生以上 を対象 と し た 上

級生版 の 調 査で 、様 々 な側面 へ の 満足度、獲得 した能 力 ・
ス キル 、人学で の 経験、学習行

動 、生活行動、学習時間や生活 時間、能 力 の 自 d 評価、価値観等情緒的、認 知的側 面を重

視 した項 目か ら成 り立 っ て い る。本調査は、「長期 にわた り継続的に実施可能」、「複数 の 機

関が参加 し比 較する こ とが 口1
．
能 」、「学 生 の 追跡調査が 可能」、「調 査項 目が 豊富 で 汎 用的 」

とい っ た特徴 を備え て い る n

　JFSは高校時代 の 経験、学習行動、生活行動、学習時間や生活 時間や 大学入学後の 満足度

や価値観等 の 項 目か ら成 り立 っ て お り、JFS と Jcssをセ ッ トで使用する こ とによ り 、 学生

の 大学 で の 成長が測定で きる よ うに設 計 して い る c

　JCSSは 2004年、2005年、2007年 と実施 し 、
38 校 12000人の 学生が参加 し、2008年 に開

発 し た JFS に は 164 大学 ・短大 か ら 19661人 が 参加 し て い る。質 問項 目は 、
　 UCLA の CSS お

よび CIRP新入生調 査と比 較可能で あるだけ で な く、日本の実情を考慮 し た質問項 目 も組 み

込 ん で い る 。
HERI の よ うにデ ータベ ース をオ ン ライ ン ーLで 構 築 し、参加大学 の IR 部門 が

オ ン ライ ン 上で情報 を入 手 し、分析するよ うに は至 っ て い ない が、すで に参加大 学に は 電

子媒体で デ ータを返却 し、全体 の 集計表 と各大学 の 集計 を比較で きる よ うに し て お り、個

別大学は こ の デ
ー

タを独 自に分析 し、教育改善に役立 て る こ とが可能で ある。

　学生調査 の 分析 につ い て は 当日 に詳細を譲 りた い 。
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