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川崎医科大学での取り組みについての
事例報告

２

①学修成果のGPによる可視化の試み 伏谷

②学修成果の自己評価による可視化 増田

（コンピテンス・コンピテンシー到達度調査）

③ ALCS学修行動比較調査 伏谷



岡山

岡山県倉敷市に

あります。

川崎医科大学

二つの学位プログラム
医学部医学科 （2019年度学生数 783名）
医学研究科 （2019年度学生数 58名）

３

岡山県出身です。

渋野日向子プロ



川崎学園 倉敷市中庄地区 全景 （医療系の総合学園）
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現代医学
教育博物館

2001年4月1日 本格稼働
ドクターヘリ 発祥の地

４



背景

「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」
中央教育審議会 平成30年11月26日

III.教育の質の保証と情報公表

〇全学的な教学マネジメントの確立

〇学修成果の可視化と情報公表の促進

〇教育の質保証システムの確立

中央教育審議会大学分科会
教学マネジメント特別委員会検討会

把握・公表の義務付けが
考えられる情報の例

単位の取得状況
学位の取得状況

（進学率や就職率など）

学修時間
学生の成長実感・満足度

学生の学修に対する意欲等

５



中央教育審議会大学分科会
教学マネジメント特別委員会

(第3回)H31.2.13 資料3 （改編）
教学マネジメント（案）

▶教学マネジメントとは
▶教学マネジメント指針

６



中央教育審議会大学分科会
教学マネジメント特別委員会

(第3回)H31.2.13 資料3 （改編）
教学マネジメント（案）

▶教学マネジメントとは
▶教学マネジメント指針

DP  卒業時到達目標（卒業時コンピテンス） コンピテンシー数

Ⅰ．プロフェッショナリズム ６

Ⅱ．コミュニケーション能力 ５

Ⅲ．医学と関連領域の知識 ４

Ⅳ．医療の実践 ７

Ⅴ．グローバル化する社会および国際社会への貢献 ７

Ⅵ．研究マインドの育成 ３

※コンピテンシー数：2018年度29個、2019年度32個
７



中央教育審議会大学分科会
教学マネジメント特別委員会

(第3回)H31.2.13 資料3 （改編）
教学マネジメント（案）

▶教学マネジメントとは
▶教学マネジメント指針

み

2018年度より
成果基盤型教育体系に移行

授業科目間の関連性
授業科目とDPとの関係 （後述）

８



中央教育審議会大学分科会
教学マネジメント特別委員会

(第3回)H31.2.13 資料3 （改編）
教学マネジメント（案）

▶教学マネジメントとは
▶教学マネジメント指針

2018年9月 アセスメント・ポリシー
（成績評価基準の共有）

「いつでも、どこでも」 GPAを確認できる

2016年4月 functional GPA を基盤にしたGPA制度
2017年3月 成績表示システム（alaginK1）を導入

９



◆GP
＝（評点 ー 55）/10 合格 （60点以上）

=   0                        不合格（60点未満)

10

◆GPA
（科目のGP  x  科目の単位数）の総和

単位数の総和
＝

functional  GPA



講義 試験

川崎医科大学

学修支援システム

評点 GP GPA
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支援 支援

保護者 教員学生

login.html


中央教育審議会大学分科会
教学マネジメント特別委員会

(第3回)H31.2.13 資料3 （改編）
教学マネジメント（案）

▶教学マネジメントとは
▶教学マネジメント指針

〇自らの学びの成果（学修成果）や、その結果身についた能力を把握できる

〇到達目標の達成度をエビデンスとともに自ら説明できる

〇DPに定める能力を備えた学生を育成できていること（教育成果）を
エビデンスとともに説明できる

〇把握・可視化した学修成果をPDCAサイクルに基づき適切に
教育改善に活用できる

学生

大学
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全国学生調査 （2019年度プレ開催：本学は未実施）
主体：文部科学省

国立教育政策研究所

本学で実施されている各種調査
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私立医科大学・医学部 学生生活実態調査
74問 全学年

主体：日本私立医科大学協会
頻度：5年に1度

川崎医科大学 学生生活実態調査
45問 全学年

主体：川崎医科大学
頻度：2013年より 毎年9月

ALCS学修行動比較調査
87問 1・3・5年

主体：教学比較IRコモンズ
頻度：2017年より 毎年1月

コンピテンス達成度調査
32x4項目 2～6年

主体：川崎医科大学
頻度：2019年度4月より

私立医科大学・医学部入学者に関するアンケート
18問 1年

主体：日本私立医科大学協会
頻度：2007年より参加 毎年4月

卒業予定者へのアンケート
50問 6年

主体：川崎医科大学
頻度：2013年より 毎年2月



川崎医科大学での取り組みについての
事例報告
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①学修成果のGPによる可視化の試み 伏谷

②学修成果の自己評価による可視化 増田

（コンピテンス・コンピテンシー到達度調査）

③ ALCS学修行動比較調査 伏谷



2018年度より

成果基盤型の教育体系に移行

15

科目別
パフォーマンスレベル

一覧表

29の
卒業時

コンピテンシー

88科目

212.5単位

1学年～6学年

連結

DPと授業科目との関係
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１．個人の尊厳を尊重し、相手の感情や
　　社会背景に共感を示すことができる。

F F F F F F E E F E D D D E E F F F F F F C C F D F D F E F F E F F F F E E E F F E F C D E F F F F F F F F F E F F F F F D E F F F F D F F F F F E F B C E C E A C A F F

２．医師に必要な社会規範を守ることが
　　できる。

F F F F F F F F F E E E D F F F F F F F F D C F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F F F F F F F D F F F F F D E F F F F E F B C E C E A D A F F

３．医学倫理について理解し、それに基
　　づいて行動できる。

F F F F F E F F F E E D D E F F F F F F F C E F F F D F E F F F F E F F F F F F F D F C D F F F F F F F F F F E F F F E F D F F F F F D D F F F F E F B C E C E A C A F F

４．共同学習や生涯学習の精神を保ち、
　　自身の向上に結びつけることができ
　　る。

E F F E F E E E F E E D D F F F F F F F F C E F F E D F F F E E F E F F E E E F F E F C D F F F E F F F F F F E E F F F F E F F F F F D F F F F F E F B C F E E A C A F F

５．多職種および同職種連携の重要性を
　　理解し、実践できる。

F F F F F F F F F F D F D F F F F F F F F F C F F D D F F F F F F E F F F F F F F F F C E F F F F F F F F F F E F F F F E F F F F F F D E F F E D E F B C E C D A F A F F

６．心身ともに適切に管理できる。

F F F F F F E F F F E F E F C F C C C C C C E F F F F F C F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F F F F F F F C F F F F F D F F F E F E F B E D C E A C A F F

１．患者・家族の言葉に共感し、良好な
　　意思疎通を図ることができる。

F F F F F F E E C F D F D F F F F F F F F D C F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F C E F F F F F F F F F F F F F F F F D F F F F E C F F F F F E F B D F F D A D A F F

２．医療スタッフの役割を理解し、円滑な
　　人間関係を築くことができる。

F F F F F F E E F F E F D F F F F F F F F F C F F D F F F F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F E C F F F F F E F B D F F D A F A F F

３．礼儀・礼節と協調性を持って、他人と
　　接することができる。

E F F F F F E C C E E F D E C F F F F F F C C F F F F E C F E C F D F F F F F C F E F C D E F F F F F F F F F F F F F F F D E F F F F C F F F F F D F B D D F D A C A F F

４．相手の意見を傾聴し、適切な言葉を
　　用いて意思を伝達することができる。

E F F F F F E C C E D F D E F F F F F F F D C F F C F E C F E F F D F F F F F F F E F C D E F F F F F F F F F F F F F F F D E F F F E C F F F F F D F B E D F D A D A F F

５．適切な表現を用いて、相手や場面に
　　合わせた文章を作成することができ
　　る。

E E F F F F D C C F D F D C F F F F F F F D E F F C F C C F F F F C F F F F F F F F F E D C F F F F F F F F F F E F F F F D C F F F F C F F F F F D F E E E F D A F A F F

１．人体各器官の正常な構造と機能を説
　　明することができる。

E C F E F E E F F F F F F F F C C C C C C B F E E F F F E C C C C D B C B B B B C B C E E F B B B B B B B B B B B B B B B D F B B B B C B B B B B B A B B B D E A B A B B

２．全身におよぶ生理的変化や構造の
　　異常を病因や病態と合わせて説明す
　　ることができる。

F E F E F E F F F E F F F F F E E E E E E D F E E F E F E D C C C D C C C C C C C C C E D F B B B B B B B C B B B B B B B F F F B B B C B B B B B B B C B B D D A B A B B

３．病態から臨床症状、診断方法や治療
　　方法を説明することができる。

F E F F F E F F F F F F F F F F F F F F F E F E E F E F E E E E E E E D D D D D D D C E D F B B B B B B B C B B B B B B B F F B B B B C B B B B B B B C B B C D A B A B B

４．誕生から発達・成長・加齢・死までの
　　正常と異常、及び心理的背景の推移
　　を説明することができる。

E D F F F E E F F F F D F F F E E E E E E E F F D F D F E D F F E E C E E E E E E E E E C F D D D D D D B C D C D C D C D F F F D B C F B D D C D B B C B C C D A B A B B

１．患者の主要な病歴聴取を適切に実
　　践できる。

F F F F F F F F E F F E E F F F F F F F F F F F E E F F F E F E F F E E E E E E E E E E E F D D D D D D D D D D D D D D D D F D D D D C D D D D D D C B E D D D A C A D D

２．成人及び小児の身体診察を適切に
　　実践できる。

F F F F F F F F F F F E E F F F F F F F F F F F E F F F F E F E F F E E E E E E E E E E E F D D D D D D D D D D D D D D D D F D D D D C D D E D D D C B E D D E A C A D D

３．臨床推論に基づく診断過程を実践で
　　きる。

F F F F F E E F E F F E E F F F F F F F F F F F E E E F F E F E F E E E E E E E E E E D E F D D C D D D D D D D D D D D D F F D D D D C D D D D C B C C E E C E A C A D D

４．患者の治療計画を策定できる。

F F F F F F E F F F F E E F F F F F F F F F F F E E F F F E F E F E E E E E E E E E E D E F D D D D D D D D D D D D D D D F F D D D D D D D D D D C C C E F D E A C A D D

５．最新の情報を適切に収集し、
    Evidence-based medic ine(EBM)とし
    て活用できる。

E E E E E E E F E F F E E F F F F F F F F F F F E D E F F E F E F E E E E E E E E E E E D F D D D D E D D D D D D D D D D F F D D D E D D D E D C B C B E D C D A C A D D

６．Problem oriented system(POS)の考
    え方を理解し、Problem oriented
    medical record(POMR)に則ったカル
    テ記載が正確にできる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F E F F F F F F F E E D F E E E E E E E E E E E E E E E F F E E D E D E E E E F E D B E E C D A C A D D

７．医療安全の考えを理解し、patient
    safetyを実践できる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F E F F F F F F F E E D F E E D E D E E E E D E E E E E E F E D D E D E E E E D E E B E E D E A C A D D

１．保健・医療・福祉の現状を理解し、そ
　　の改善のための活動に参加できる。

F F F F F F F F F E D E D F F F F F F F F F C F F E D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F E F F E F E F F F F F F F F F F F E E F F F F F F E C E C D A F A D D

２．疾病予防と健康増進に取り組むこと
　　ができる。

F F F F F F F F F F E F E F E F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F E F F F E F F D F E F F F F E F F F D F F F E F F F F E F E C D B D A F A D D

３．地域医療の現状を把握し、プライマリ
　　・ケアを実践できる。

F F F F F F F F F E E D E F F F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F F F F E F E F F F F F F F F F F F E F F F E F F F C C E C D A F A D D

４．災害医療の特殊性について理解し、
　　災害発生時には適切に行動できる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F D F F F F F F E C E E D D B D A D D

１．医学的発見の基礎となる科学的理論
    や考え方を理解することができる。

D D E D E E D C E E F E D D F E E E E E E E F F E C C D B E E C D D D E E E E E E E E D D D D D D D D D D D D D D D D D D F D F D D D E D D E D C B B D D D D D A E A D D

２．医学的な未解決分野の問題点や課
　　題を発見することができる。

E E E E E E D C E E F E E E F E E E E E E F E F E C E E C E E C E D D E E E E E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E F E F E E E E E E E E E B B E E E D E A E A D D

３．問題解決のための対策や方法論を
　　提示することができる。

E E E E E E D D E E E E E E F F F F F F F F E F E C E E B E E C E D D E E E E E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E F E F E E E E E E E E E B B E E E D E A F A D D

61 2 3 4 5学年

Ⅵ
.
 

研
究
マ
イ
ン
ド
の
育
成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科目名

　コンピテンス・コンピテンシー

Ⅰ
.
　
プ
ロ
フ

ェ
ッ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム

Ⅱ
.
　
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
能
力

Ⅲ
.
　
医
学
と
関
連
領
域
の
知
識

Ⅳ
.
　
医
療
の
実
践

Ⅴ
.
　
地
域
医
療
と
社
会
へ
の
貢
献

科目

卒
業
時
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

科目別フォーマンスレベル一覧表

16

A～Fの6段階



0.5 2 2 2 2 1.5 1 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 4.5 1 2.5 2 1.5 1.5 1.5 3 3 0.5 0.5 1 1 0.5 3.5 5.5 1 2 0.5 1.5 2.5 1.5 2 2 1 3 2 0.5 1 3 0.5 2.5 4.5 2.5 2 3 2.5 2.5 4 3 3.5 2 2 2.5 2.5 2 2 2 0.5 1.5 1.5 2 2 1.5 2 2.5 1.5 2 2 1.5 1 1 2 1 1 1.5 1.5 38.5 1.5 6 10 9.5

医

科

学

入

門

医

用

生

物

学

医

用

物

理

学

医

用

化

学
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学
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Ⅰ
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門

消

化

器

・

呼

吸

器

皮

膚
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動
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環
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・
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分

泌

脳

神

経

・
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覚

器

人

体

解

剖

実

習

臨

床

実

習

Ⅰ
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ア
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選

択

Ⅱ
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行

動

と

心
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織

行

動

医

の
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Ⅱ
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語

Ⅱ
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合
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習
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ム

医

学
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と
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生

物

1
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菌
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体

と
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生

物

2
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ル

ス

）
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体

と

微

生

物

3
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寄

生

虫

）

免

疫
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生

体

防

御
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因

と

病

態

生

体
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射

線

生

体

と

薬

物

薬

物

治

療

臨
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Ⅱ

臨

床

入
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英

語

Ⅲ

血

液

・

造

血

器

・
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ン

パ

系

皮

膚

系

循

環

器

系

Ⅰ

　

呼

吸

器

系

消

化

器

系

Ⅰ

内

分

泌

・

栄

養

・

代

謝
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腎

・

尿

路

系

神

経

系

運

動

器

系

循

環

器

系

Ⅱ

消

化

器

系

Ⅱ

精

神

系

性

腺

・

生

殖

器

女

性

内

分

泌

・

妊

娠

耳

鼻

・

咽

喉

・

口

腔

系

臨

床

実

習

Ⅲ

英

語

Ⅳ

眼

・

視

覚

系

感

染

症

腫

瘍

リ

ハ

ビ

リ

救

急

医

学

小

児

免

疫

･

ア

レ

ル

ギ
ー

疾

患

画

像

診

断

周

術

期

管

理

・

医

用

工

学

検

査

診

断

・

輸

血

症

候

論

臨

床

病

態

論

臨

床

実

習

入

門

環

境

社

会

医

学

法

医

学

予

防

医

学
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域

医

療

臨

床

実

習

Ⅳ

・

Ⅴ
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の

基

本

臨

床

実

習

Ⅵ

総

合

医

学

1

総

合

医

学

2

１．個人の尊厳を尊重し、相手の感情や
　　社会背景に共感を示すことができる。

F F F F F F E E F E D D D E E F F F F F F C C F D F D F E F F E F F F F E E E F F E F C D E F F F F F F F F F E F F F F F D E F F F F D F F F F F E F B C E C E A C A F F

２．医師に必要な社会規範を守ることが
　　できる。

F F F F F F F F F E E E D F F F F F F F F D C F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F F F F F F F D F F F F F D E F F F F E F B C E C E A D A F F

３．医学倫理について理解し、それに基
　　づいて行動できる。

F F F F F E F F F E E D D E F F F F F F F C E F F F D F E F F F F E F F F F F F F D F C D F F F F F F F F F F E F F F E F D F F F F F D D F F F F E F B C E C E A C A F F

４．共同学習や生涯学習の精神を保ち、
　　自身の向上に結びつけることができ
　　る。

E F F E F E E E F E E D D F F F F F F F F C E F F E D F F F E E F E F F E E E F F E F C D F F F E F F F F F F E E F F F F E F F F F F D F F F F F E F B C F E E A C A F F

５．多職種および同職種連携の重要性を
　　理解し、実践できる。

F F F F F F F F F F D F D F F F F F F F F F C F F D D F F F F F F E F F F F F F F F F C E F F F F F F F F F F E F F F F E F F F F F F D E F F E D E F B C E C D A F A F F

６．心身ともに適切に管理できる。

F F F F F F E F F F E F E F C F C C C C C C E F F F F F C F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F F F F F F F C F F F F F D F F F E F E F B E D C E A C A F F

１．患者・家族の言葉に共感し、良好な
　　意思疎通を図ることができる。

F F F F F F E E C F D F D F F F F F F F F D C F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F C E F F F F F F F F F F F F F F F F D F F F F E C F F F F F E F B D F F D A D A F F

２．医療スタッフの役割を理解し、円滑な
　　人間関係を築くことができる。

F F F F F F E E F F E F D F F F F F F F F F C F F D F F F F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F E C F F F F F E F B D F F D A F A F F

３．礼儀・礼節と協調性を持って、他人と
　　接することができる。

E F F F F F E C C E E F D E C F F F F F F C C F F F F E C F E C F D F F F F F C F E F C D E F F F F F F F F F F F F F F F D E F F F F C F F F F F D F B D D F D A C A F F

４．相手の意見を傾聴し、適切な言葉を
　　用いて意思を伝達することができる。

E F F F F F E C C E D F D E F F F F F F F D C F F C F E C F E F F D F F F F F F F E F C D E F F F F F F F F F F F F F F F D E F F F E C F F F F F D F B E D F D A D A F F

５．適切な表現を用いて、相手や場面に
　　合わせた文章を作成することができ
　　る。

E E F F F F D C C F D F D C F F F F F F F D E F F C F C C F F F F C F F F F F F F F F E D C F F F F F F F F F F E F F F F D C F F F F C F F F F F D F E E E F D A F A F F

１．人体各器官の正常な構造と機能を説
　　明することができる。

E C F E F E E F F F F F F F F C C C C C C B F E E F F F E C C C C D B C B B B B C B C E E F B B B B B B B B B B B B B B B D F B B B B C B B B B B B A B B B D E A B A B B

２．全身におよぶ生理的変化や構造の
　　異常を病因や病態と合わせて説明す
　　ることができる。

F E F E F E F F F E F F F F F E E E E E E D F E E F E F E D C C C D C C C C C C C C C E D F B B B B B B B C B B B B B B B F F F B B B C B B B B B B B C B B D D A B A B B

３．病態から臨床症状、診断方法や治療
　　方法を説明することができる。

F E F F F E F F F F F F F F F F F F F F F E F E E F E F E E E E E E E D D D D D D D C E D F B B B B B B B C B B B B B B B F F B B B B C B B B B B B B C B B C D A B A B B

４．誕生から発達・成長・加齢・死までの
　　正常と異常、及び心理的背景の推移
　　を説明することができる。

E D F F F E E F F F F D F F F E E E E E E E F F D F D F E D F F E E C E E E E E E E E E C F D D D D D D B C D C D C D C D F F F D B C F B D D C D B B C B C C D A B A B B

１．患者の主要な病歴聴取を適切に実
　　践できる。

F F F F F F F F E F F E E F F F F F F F F F F F E E F F F E F E F F E E E E E E E E E E E F D D D D D D D D D D D D D D D D F D D D D C D D D D D D C B E D D D A C A D D

２．成人及び小児の身体診察を適切に
　　実践できる。

F F F F F F F F F F F E E F F F F F F F F F F F E F F F F E F E F F E E E E E E E E E E E F D D D D D D D D D D D D D D D D F D D D D C D D E D D D C B E D D E A C A D D

３．臨床推論に基づく診断過程を実践で
　　きる。

F F F F F E E F E F F E E F F F F F F F F F F F E E E F F E F E F E E E E E E E E E E D E F D D C D D D D D D D D D D D D F F D D D D C D D D D C B C C E E C E A C A D D

４．患者の治療計画を策定できる。

F F F F F F E F F F F E E F F F F F F F F F F F E E F F F E F E F E E E E E E E E E E D E F D D D D D D D D D D D D D D D F F D D D D D D D D D D C C C E F D E A C A D D

５．最新の情報を適切に収集し、
    Evidence-based medic ine(EBM)とし
    て活用できる。

E E E E E E E F E F F E E F F F F F F F F F F F E D E F F E F E F E E E E E E E E E E E D F D D D D E D D D D D D D D D D F F D D D E D D D E D C B C B E D C D A C A D D

６．Problem oriented system(POS)の考
    え方を理解し、Problem oriented
    medical record(POMR)に則ったカル
    テ記載が正確にできる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F E F F F F F F F E E D F E E E E E E E E E E E E E E E F F E E D E D E E E E F E D B E E C D A C A D D

７．医療安全の考えを理解し、patient
    safetyを実践できる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F E F F F F F F F E E D F E E D E D E E E E D E E E E E E F E D D E D E E E E D E E B E E D E A C A D D

１．保健・医療・福祉の現状を理解し、そ
　　の改善のための活動に参加できる。

F F F F F F F F F E D E D F F F F F F F F F C F F E D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F E F F E F E F F F F F F F F F F F E E F F F F F F E C E C D A F A D D

２．疾病予防と健康増進に取り組むこと
　　ができる。

F F F F F F F F F F E F E F E F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F E F F F E F F D F E F F F F E F F F D F F F E F F F F E F E C D B D A F A D D

３．地域医療の現状を把握し、プライマリ
　　・ケアを実践できる。

F F F F F F F F F E E D E F F F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F F F F E F E F F F F F F F F F F F E F F F E F F F C C E C D A F A D D

４．災害医療の特殊性について理解し、
　　災害発生時には適切に行動できる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F D F F F F F F E C E E D D B D A D D

１．医学的発見の基礎となる科学的理論
    や考え方を理解することができる。

D D E D E E D C E E F E D D F E E E E E E E F F E C C D B E E C D D D E E E E E E E E D D D D D D D D D D D D D D D D D D F D F D D D E D D E D C B B D D D D D A E A D D

２．医学的な未解決分野の問題点や課
　　題を発見することができる。

E E E E E E D C E E F E E E F E E E E E E F E F E C E E C E E C E D D E E E E E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E F E F E E E E E E E E E B B E E E D E A E A D D

３．問題解決のための対策や方法論を
　　提示することができる。

E E E E E E D D E E E E E E F F F F F F F F E F E C E E B E E C E D D E E E E E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E F E F E E E E E E E E E B B E E E D E A F A D D

61 2 3 4 5学年

Ⅵ
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１．個人の尊厳を尊重し、相手の感情や
　　社会背景に共感を示すことができる。

F F F F F F E E F E D D D E E F F F F F F C C F D F D F E F F E F F F F E E E F F E F C D E F F F F F F F F F E F F F F F D E F F F F D F F F F F E F B C E C E A C A F F

２．医師に必要な社会規範を守ることが
　　できる。

F F F F F F F F F E E E D F F F F F F F F D C F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F F F F F F F D F F F F F D E F F F F E F B C E C E A D A F F

３．医学倫理について理解し、それに基
　　づいて行動できる。

F F F F F E F F F E E D D E F F F F F F F C E F F F D F E F F F F E F F F F F F F D F C D F F F F F F F F F F E F F F E F D F F F F F D D F F F F E F B C E C E A C A F F

４．共同学習や生涯学習の精神を保ち、
　　自身の向上に結びつけることができ
　　る。

E F F E F E E E F E E D D F F F F F F F F C E F F E D F F F E E F E F F E E E F F E F C D F F F E F F F F F F E E F F F F E F F F F F D F F F F F E F B C F E E A C A F F

５．多職種および同職種連携の重要性を
　　理解し、実践できる。

F F F F F F F F F F D F D F F F F F F F F F C F F D D F F F F F F E F F F F F F F F F C E F F F F F F F F F F E F F F F E F F F F F F D E F F E D E F B C E C D A F A F F

６．心身ともに適切に管理できる。

F F F F F F E F F F E F E F C F C C C C C C E F F F F F C F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F F F F F F F C F F F F F D F F F E F E F B E D C E A C A F F

１．患者・家族の言葉に共感し、良好な
　　意思疎通を図ることができる。

F F F F F F E E C F D F D F F F F F F F F D C F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F C E F F F F F F F F F F F F F F F F D F F F F E C F F F F F E F B D F F D A D A F F

２．医療スタッフの役割を理解し、円滑な
　　人間関係を築くことができる。

F F F F F F E E F F E F D F F F F F F F F F C F F D F F F F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F E C F F F F F E F B D F F D A F A F F

３．礼儀・礼節と協調性を持って、他人と
　　接することができる。

E F F F F F E C C E E F D E C F F F F F F C C F F F F E C F E C F D F F F F F C F E F C D E F F F F F F F F F F F F F F F D E F F F F C F F F F F D F B D D F D A C A F F

４．相手の意見を傾聴し、適切な言葉を
　　用いて意思を伝達することができる。

E F F F F F E C C E D F D E F F F F F F F D C F F C F E C F E F F D F F F F F F F E F C D E F F F F F F F F F F F F F F F D E F F F E C F F F F F D F B E D F D A D A F F

５．適切な表現を用いて、相手や場面に
　　合わせた文章を作成することができ
　　る。

E E F F F F D C C F D F D C F F F F F F F D E F F C F C C F F F F C F F F F F F F F F E D C F F F F F F F F F F E F F F F D C F F F F C F F F F F D F E E E F D A F A F F

１．人体各器官の正常な構造と機能を説
　　明することができる。

E C F E F E E F F F F F F F F C C C C C C B F E E F F F E C C C C D B C B B B B C B C E E F B B B B B B B B B B B B B B B D F B B B B C B B B B B B A B B B D E A B A B B

２．全身におよぶ生理的変化や構造の
　　異常を病因や病態と合わせて説明す
　　ることができる。

F E F E F E F F F E F F F F F E E E E E E D F E E F E F E D C C C D C C C C C C C C C E D F B B B B B B B C B B B B B B B F F F B B B C B B B B B B B C B B D D A B A B B

３．病態から臨床症状、診断方法や治療
　　方法を説明することができる。

F E F F F E F F F F F F F F F F F F F F F E F E E F E F E E E E E E E D D D D D D D C E D F B B B B B B B C B B B B B B B F F B B B B C B B B B B B B C B B C D A B A B B

４．誕生から発達・成長・加齢・死までの
　　正常と異常、及び心理的背景の推移
　　を説明することができる。

E D F F F E E F F F F D F F F E E E E E E E F F D F D F E D F F E E C E E E E E E E E E C F D D D D D D B C D C D C D C D F F F D B C F B D D C D B B C B C C D A B A B B

１．患者の主要な病歴聴取を適切に実
　　践できる。

F F F F F F F F E F F E E F F F F F F F F F F F E E F F F E F E F F E E E E E E E E E E E F D D D D D D D D D D D D D D D D F D D D D C D D D D D D C B E D D D A C A D D

２．成人及び小児の身体診察を適切に
　　実践できる。

F F F F F F F F F F F E E F F F F F F F F F F F E F F F F E F E F F E E E E E E E E E E E F D D D D D D D D D D D D D D D D F D D D D C D D E D D D C B E D D E A C A D D

３．臨床推論に基づく診断過程を実践で
　　きる。

F F F F F E E F E F F E E F F F F F F F F F F F E E E F F E F E F E E E E E E E E E E D E F D D C D D D D D D D D D D D D F F D D D D C D D D D C B C C E E C E A C A D D

４．患者の治療計画を策定できる。

F F F F F F E F F F F E E F F F F F F F F F F F E E F F F E F E F E E E E E E E E E E D E F D D D D D D D D D D D D D D D F F D D D D D D D D D D C C C E F D E A C A D D

５．最新の情報を適切に収集し、
    Evidence-based medic ine(EBM)とし
    て活用できる。

E E E E E E E F E F F E E F F F F F F F F F F F E D E F F E F E F E E E E E E E E E E E D F D D D D E D D D D D D D D D D F F D D D E D D D E D C B C B E D C D A C A D D

６．Problem oriented system(POS)の考
    え方を理解し、Problem oriented
    medical record(POMR)に則ったカル
    テ記載が正確にできる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F E F F F F F F F E E D F E E E E E E E E E E E E E E E F F E E D E D E E E E F E D B E E C D A C A D D

７．医療安全の考えを理解し、patient
    safetyを実践できる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F E F F F F F F F E E D F E E D E D E E E E D E E E E E E F E D D E D E E E E D E E B E E D E A C A D D

１．保健・医療・福祉の現状を理解し、そ
　　の改善のための活動に参加できる。

F F F F F F F F F E D E D F F F F F F F F F C F F E D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F E F F E F E F F F F F F F F F F F E E F F F F F F E C E C D A F A D D

２．疾病予防と健康増進に取り組むこと
　　ができる。

F F F F F F F F F F E F E F E F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F E F F F E F F D F E F F F F E F F F D F F F E F F F F E F E C D B D A F A D D

３．地域医療の現状を把握し、プライマリ
　　・ケアを実践できる。

F F F F F F F F F E E D E F F F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F F F F E F E F F F F F F F F F F F E F F F E F F F C C E C D A F A D D

４．災害医療の特殊性について理解し、
　　災害発生時には適切に行動できる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F D F F F F F F E C E E D D B D A D D

１．医学的発見の基礎となる科学的理論
    や考え方を理解することができる。

D D E D E E D C E E F E D D F E E E E E E E F F E C C D B E E C D D D E E E E E E E E D D D D D D D D D D D D D D D D D D F D F D D D E D D E D C B B D D D D D A E A D D

２．医学的な未解決分野の問題点や課
　　題を発見することができる。

E E E E E E D C E E F E E E F E E E E E E F E F E C E E C E E C E D D E E E E E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E F E F E E E E E E E E E B B E E E D E A E A D D

３．問題解決のための対策や方法論を
　　提示することができる。

E E E E E E D D E E E E E E F F F F F F F F E F E C E E B E E C E D D E E E E E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E F E F E E E E E E E E E B B E E E D E A F A D D
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Ⅰ
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プ
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地
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と
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会
へ
の
貢
献

科目別フォーマンスレベル一覧表

科目

単位数
GP

①各コンピテンシーに科目の単位数を配分する

②各コンピテンシーの達成度には科目成績の
GPを使用する

③GPAの定義を使う

卒
業
時
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

19

各コンピテンシーの達成度は
1単位当りのGPとして求められる

？
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１．個人の尊厳を尊重し、相手の感情や
　　社会背景に共感を示すことができる。

F F F F F F E E F E D D D E E F F F F F F C C F D F D F E F F E F F F F E E E F F E F C D E F F F F F F F F F E F F F F F D E F F F F D F F F F F E F B C E C E A C A F F

２．医師に必要な社会規範を守ることが
　　できる。

F F F F F F F F F E E E D F F F F F F F F D C F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F F F F F F F D F F F F F D E F F F F E F B C E C E A D A F F

３．医学倫理について理解し、それに基
　　づいて行動できる。

F F F F F E F F F E E D D E F F F F F F F C E F F F D F E F F F F E F F F F F F F D F C D F F F F F F F F F F E F F F E F D F F F F F D D F F F F E F B C E C E A C A F F

４．共同学習や生涯学習の精神を保ち、
　　自身の向上に結びつけることができ
　　る。

E F F E F E E E F E E D D F F F F F F F F C E F F E D F F F E E F E F F E E E F F E F C D F F F E F F F F F F E E F F F F E F F F F F D F F F F F E F B C F E E A C A F F

５．多職種および同職種連携の重要性を
　　理解し、実践できる。

F F F F F F F F F F D F D F F F F F F F F F C F F D D F F F F F F E F F F F F F F F F C E F F F F F F F F F F E F F F F E F F F F F F D E F F E D E F B C E C D A F A F F

６．心身ともに適切に管理できる。

F F F F F F E F F F E F E F C F C C C C C C E F F F F F C F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F F F F F F F C F F F F F D F F F E F E F B E D C E A C A F F

１．患者・家族の言葉に共感し、良好な
　　意思疎通を図ることができる。

F F F F F F E E C F D F D F F F F F F F F D C F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F C E F F F F F F F F F F F F F F F F D F F F F E C F F F F F E F B D F F D A D A F F

２．医療スタッフの役割を理解し、円滑な
　　人間関係を築くことができる。

F F F F F F E E F F E F D F F F F F F F F F C F F D F F F F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F E C F F F F F E F B D F F D A F A F F

３．礼儀・礼節と協調性を持って、他人と
　　接することができる。

E F F F F F E C C E E F D E C F F F F F F C C F F F F E C F E C F D F F F F F C F E F C D E F F F F F F F F F F F F F F F D E F F F F C F F F F F D F B D D F D A C A F F

４．相手の意見を傾聴し、適切な言葉を
　　用いて意思を伝達することができる。

E F F F F F E C C E D F D E F F F F F F F D C F F C F E C F E F F D F F F F F F F E F C D E F F F F F F F F F F F F F F F D E F F F E C F F F F F D F B E D F D A D A F F

５．適切な表現を用いて、相手や場面に
　　合わせた文章を作成することができ
　　る。

E E F F F F D C C F D F D C F F F F F F F D E F F C F C C F F F F C F F F F F F F F F E D C F F F F F F F F F F E F F F F D C F F F F C F F F F F D F E E E F D A F A F F

１．人体各器官の正常な構造と機能を説
　　明することができる。

E C F E F E E F F F F F F F F C C C C C C B F E E F F F E C C C C D B C B B B B C B C E E F B B B B B B B B B B B B B B B D F B B B B C B B B B B B A B B B D E A B A B B

２．全身におよぶ生理的変化や構造の
　　異常を病因や病態と合わせて説明す
　　ることができる。

F E F E F E F F F E F F F F F E E E E E E D F E E F E F E D C C C D C C C C C C C C C E D F B B B B B B B C B B B B B B B F F F B B B C B B B B B B B C B B D D A B A B B

３．病態から臨床症状、診断方法や治療
　　方法を説明することができる。

F E F F F E F F F F F F F F F F F F F F F E F E E F E F E E E E E E E D D D D D D D C E D F B B B B B B B C B B B B B B B F F B B B B C B B B B B B B C B B C D A B A B B

４．誕生から発達・成長・加齢・死までの
　　正常と異常、及び心理的背景の推移
　　を説明することができる。

E D F F F E E F F F F D F F F E E E E E E E F F D F D F E D F F E E C E E E E E E E E E C F D D D D D D B C D C D C D C D F F F D B C F B D D C D B B C B C C D A B A B B

１．患者の主要な病歴聴取を適切に実
　　践できる。

F F F F F F F F E F F E E F F F F F F F F F F F E E F F F E F E F F E E E E E E E E E E E F D D D D D D D D D D D D D D D D F D D D D C D D D D D D C B E D D D A C A D D

２．成人及び小児の身体診察を適切に
　　実践できる。

F F F F F F F F F F F E E F F F F F F F F F F F E F F F F E F E F F E E E E E E E E E E E F D D D D D D D D D D D D D D D D F D D D D C D D E D D D C B E D D E A C A D D

３．臨床推論に基づく診断過程を実践で
　　きる。

F F F F F E E F E F F E E F F F F F F F F F F F E E E F F E F E F E E E E E E E E E E D E F D D C D D D D D D D D D D D D F F D D D D C D D D D C B C C E E C E A C A D D

４．患者の治療計画を策定できる。

F F F F F F E F F F F E E F F F F F F F F F F F E E F F F E F E F E E E E E E E E E E D E F D D D D D D D D D D D D D D D F F D D D D D D D D D D C C C E F D E A C A D D

５．最新の情報を適切に収集し、
    Evidence-based medic ine(EBM)とし
    て活用できる。

E E E E E E E F E F F E E F F F F F F F F F F F E D E F F E F E F E E E E E E E E E E E D F D D D D E D D D D D D D D D D F F D D D E D D D E D C B C B E D C D A C A D D

６．Problem oriented system(POS)の考
    え方を理解し、Problem oriented
    medical record(POMR)に則ったカル
    テ記載が正確にできる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F E F F F F F F F E E D F E E E E E E E E E E E E E E E F F E E D E D E E E E F E D B E E C D A C A D D

７．医療安全の考えを理解し、patient
    safetyを実践できる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F E F F F F F F F E E D F E E D E D E E E E D E E E E E E F E D D E D E E E E D E E B E E D E A C A D D

１．保健・医療・福祉の現状を理解し、そ
　　の改善のための活動に参加できる。

F F F F F F F F F E D E D F F F F F F F F F C F F E D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F E F F E F E F F F F F F F F F F F E E F F F F F F E C E C D A F A D D

２．疾病予防と健康増進に取り組むこと
　　ができる。

F F F F F F F F F F E F E F E F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F E F F F E F F D F E F F F F E F F F D F F F E F F F F E F E C D B D A F A D D

３．地域医療の現状を把握し、プライマリ
　　・ケアを実践できる。

F F F F F F F F F E E D E F F F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F F F F E F E F F F F F F F F F F F E F F F E F F F C C E C D A F A D D

４．災害医療の特殊性について理解し、
　　災害発生時には適切に行動できる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F D F F F F F F E C E E D D B D A D D

１．医学的発見の基礎となる科学的理論
    や考え方を理解することができる。

D D E D E E D C E E F E D D F E E E E E E E F F E C C D B E E C D D D E E E E E E E E D D D D D D D D D D D D D D D D D D F D F D D D E D D E D C B B D D D D D A E A D D

２．医学的な未解決分野の問題点や課
　　題を発見することができる。

E E E E E E D C E E F E E E F E E E E E E F E F E C E E C E E C E D D E E E E E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E F E F E E E E E E E E E B B E E E D E A E A D D

３．問題解決のための対策や方法論を
　　提示することができる。

E E E E E E D D E E E E E E F F F F F F F F E F E C E E B E E C E D D E E E E E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E F E F E E E E E E E E E B B E E E D E A F A D D
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Ⅵ

総

合

医

学

1

総

合

医

学

2

１．個人の尊厳を尊重し、相手の感情や
　　社会背景に共感を示すことができる。

F F F F F F E E F E D D D E E F F F F F F C C F D F D F E F F E F F F F E E E F F E F C D E F F F F F F F F F E F F F F F D E F F F F D F F F F F E F B C E C E A C A F F

２．医師に必要な社会規範を守ることが
　　できる。

F F F F F F F F F E E E D F F F F F F F F D C F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F F F F F F F D F F F F F D E F F F F E F B C E C E A D A F F

３．医学倫理について理解し、それに基
　　づいて行動できる。

F F F F F E F F F E E D D E F F F F F F F C E F F F D F E F F F F E F F F F F F F D F C D F F F F F F F F F F E F F F E F D F F F F F D D F F F F E F B C E C E A C A F F

４．共同学習や生涯学習の精神を保ち、
　　自身の向上に結びつけることができ
　　る。

E F F E F E E E F E E D D F F F F F F F F C E F F E D F F F E E F E F F E E E F F E F C D F F F E F F F F F F E E F F F F E F F F F F D F F F F F E F B C F E E A C A F F

５．多職種および同職種連携の重要性を
　　理解し、実践できる。

F F F F F F F F F F D F D F F F F F F F F F C F F D D F F F F F F E F F F F F F F F F C E F F F F F F F F F F E F F F F E F F F F F F D E F F E D E F B C E C D A F A F F

６．心身ともに適切に管理できる。

F F F F F F E F F F E F E F C F C C C C C C E F F F F F C F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F F F F F F F C F F F F F D F F F E F E F B E D C E A C A F F

１．患者・家族の言葉に共感し、良好な
　　意思疎通を図ることができる。

F F F F F F E E C F D F D F F F F F F F F D C F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F C E F F F F F F F F F F F F F F F F D F F F F E C F F F F F E F B D F F D A D A F F

２．医療スタッフの役割を理解し、円滑な
　　人間関係を築くことができる。

F F F F F F E E F F E F D F F F F F F F F F C F F D F F F F F F F F F F F F F F F F F C D F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F E C F F F F F E F B D F F D A F A F F

３．礼儀・礼節と協調性を持って、他人と
　　接することができる。

E F F F F F E C C E E F D E C F F F F F F C C F F F F E C F E C F D F F F F F C F E F C D E F F F F F F F F F F F F F F F D E F F F F C F F F F F D F B D D F D A C A F F

４．相手の意見を傾聴し、適切な言葉を
　　用いて意思を伝達することができる。

E F F F F F E C C E D F D E F F F F F F F D C F F C F E C F E F F D F F F F F F F E F C D E F F F F F F F F F F F F F F F D E F F F E C F F F F F D F B E D F D A D A F F

５．適切な表現を用いて、相手や場面に
　　合わせた文章を作成することができ
　　る。

E E F F F F D C C F D F D C F F F F F F F D E F F C F C C F F F F C F F F F F F F F F E D C F F F F F F F F F F E F F F F D C F F F F C F F F F F D F E E E F D A F A F F

１．人体各器官の正常な構造と機能を説
　　明することができる。

E C F E F E E F F F F F F F F C C C C C C B F E E F F F E C C C C D B C B B B B C B C E E F B B B B B B B B B B B B B B B D F B B B B C B B B B B B A B B B D E A B A B B

２．全身におよぶ生理的変化や構造の
　　異常を病因や病態と合わせて説明す
　　ることができる。

F E F E F E F F F E F F F F F E E E E E E D F E E F E F E D C C C D C C C C C C C C C E D F B B B B B B B C B B B B B B B F F F B B B C B B B B B B B C B B D D A B A B B

３．病態から臨床症状、診断方法や治療
　　方法を説明することができる。

F E F F F E F F F F F F F F F F F F F F F E F E E F E F E E E E E E E D D D D D D D C E D F B B B B B B B C B B B B B B B F F B B B B C B B B B B B B C B B C D A B A B B

４．誕生から発達・成長・加齢・死までの
　　正常と異常、及び心理的背景の推移
　　を説明することができる。

E D F F F E E F F F F D F F F E E E E E E E F F D F D F E D F F E E C E E E E E E E E E C F D D D D D D B C D C D C D C D F F F D B C F B D D C D B B C B C C D A B A B B

１．患者の主要な病歴聴取を適切に実
　　践できる。

F F F F F F F F E F F E E F F F F F F F F F F F E E F F F E F E F F E E E E E E E E E E E F D D D D D D D D D D D D D D D D F D D D D C D D D D D D C B E D D D A C A D D

２．成人及び小児の身体診察を適切に
　　実践できる。

F F F F F F F F F F F E E F F F F F F F F F F F E F F F F E F E F F E E E E E E E E E E E F D D D D D D D D D D D D D D D D F D D D D C D D E D D D C B E D D E A C A D D

３．臨床推論に基づく診断過程を実践で
　　きる。

F F F F F E E F E F F E E F F F F F F F F F F F E E E F F E F E F E E E E E E E E E E D E F D D C D D D D D D D D D D D D F F D D D D C D D D D C B C C E E C E A C A D D

４．患者の治療計画を策定できる。

F F F F F F E F F F F E E F F F F F F F F F F F E E F F F E F E F E E E E E E E E E E D E F D D D D D D D D D D D D D D D F F D D D D D D D D D D C C C E F D E A C A D D

５．最新の情報を適切に収集し、
    Evidence-based medic ine(EBM)とし
    て活用できる。

E E E E E E E F E F F E E F F F F F F F F F F F E D E F F E F E F E E E E E E E E E E E D F D D D D E D D D D D D D D D D F F D D D E D D D E D C B C B E D C D A C A D D

６．Problem oriented system(POS)の考
    え方を理解し、Problem oriented
    medical record(POMR)に則ったカル
    テ記載が正確にできる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F E F F F F F F F E E D F E E E E E E E E E E E E E E E F F E E D E D E E E E F E D B E E C D A C A D D

７．医療安全の考えを理解し、patient
    safetyを実践できる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F E F F F F F F F E E D F E E D E D E E E E D E E E E E E F E D D E D E E E E D E E B E E D E A C A D D

１．保健・医療・福祉の現状を理解し、そ
　　の改善のための活動に参加できる。

F F F F F F F F F E D E D F F F F F F F F F C F F E D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F E F F E F E F F F F F F F F F F F E E F F F F F F E C E C D A F A D D

２．疾病予防と健康増進に取り組むこと
　　ができる。

F F F F F F F F F F E F E F E F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F E F F F E F F D F E F F F F E F F F D F F F E F F F F E F E C D B D A F A D D

３．地域医療の現状を把握し、プライマリ
　　・ケアを実践できる。

F F F F F F F F F E E D E F F F F F F F F F F F F F D F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F F F F E F E F F F F F F F F F F F E F F F E F F F C C E C D A F A D D

４．災害医療の特殊性について理解し、
　　災害発生時には適切に行動できる。

F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F F F F F F E D F F F F F F F F F F E F F F F F F F F F F F D F F F F F F E C E E D D B D A D D

１．医学的発見の基礎となる科学的理論
    や考え方を理解することができる。

D D E D E E D C E E F E D D F E E E E E E E F F E C C D B E E C D D D E E E E E E E E D D D D D D D D D D D D D D D D D D F D F D D D E D D E D C B B D D D D D A E A D D

２．医学的な未解決分野の問題点や課
　　題を発見することができる。

E E E E E E D C E E F E E E F E E E E E E F E F E C E E C E E C E D D E E E E E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E F E F E E E E E E E E E B B E E E D E A E A D D

３．問題解決のための対策や方法論を
　　提示することができる。

E E E E E E D D E E E E E E F F F F F F F F E F E C E E B E E C E D D E E E E E E E E E D E E E E E E E E E E E E E E E E F E F E E E E E E E E E B B E E E D E A F A D D

61 2 3 4 5学年

Ⅵ
.
 

研
究
マ
イ
ン
ド
の
育
成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科目名

　コンピテンス・コンピテンシー

Ⅰ
.
　
プ
ロ
フ

ェ
ッ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム

Ⅱ
.
　
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
能
力

Ⅲ
.
　
医
学
と
関
連
領
域
の
知
識

Ⅳ
.
　
医
療
の
実
践

Ⅴ
.
　
地
域
医
療
と
社
会
へ
の
貢
献

科目

単位数
GP

各コンピテンシーに

単位数は配分されていない

表中の到達レベルを利用した

シミュレーション

実際にはまだ

GPA

21

卒
業
時
コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー

仮定



コンピテンス領域ごとの到達レベル

パフォーマンス 

レベル 

コンピテンス 

Advanced Applied Basic Basic  

A B C D E F 

Ⅰ．プロフェッショナリズム 

診療の場で医師として

の態度、習慣、価値観

を示せることが単位認

定の要件である 

医師としての態度、習

慣、価値観を模擬的

に示せることが単位認

定の要件である 

基盤となる態度、習

慣、価値観を示せるこ

とが単位認定の要件

である 

基盤となる知識を示せ

ることが単位認定の

要件である 

修得の機会はある

が、単位認定に関係

ない 

修得の機会がない 

Ⅱ．コミュニケーション能力 

診療の一部として実

践できることが単位認

定の要件である 

模擬診療を実施でき

ることが単位認定の

要件である 

基盤となる態度、スキ

ルを示せることが単位

認定の要件である 

基盤となる知識を示せ

ることが単位認定の

要件である 

修得の機会はある

が、単位認定に関係

ない 

修得の機会がない 

Ⅲ．医学と関連領域の知識 

診療の場で問題解決

に知識を応用できるこ

とが単位認定の要件

である 

模擬的な問題解決に

知識を応用できること

が単位認定の要件で

ある 

知識修得・応用の態

度、習慣を示せること

が単位認定の要件で

ある 

基盤となる知識を示せ

ることが単位認定の

要件である 

修得の機会はある

が、単位認定に関係

ない 

修得の機会がない 

Ⅳ．医療の実践 

診療の一部として実

践できることが単位認

定の要件である 

模擬診療を実施でき

ることが単位認定の

要件である 

基盤となる態度、スキ

ルを示せることが単位

認定の要件である 

基盤となる知識を示せ

ることが単位認定の

要件である 

修得の機会はある

が、単位認定に関係

ない 

修得の機会がない 

Ⅴ．グローバル化する社会 

  および国際社会への貢献  

実践できることが単位

認定の要件である 

理解と計画立案が単

位認定の要件である 

基盤となる態度、スキ

ルを示せることが単位

認定の要件である 

基盤となる知識を示せ

ることが単位認定の

要件である 

修得の機会はある

が、単位認定に関係

ない 

修得の機会がない 

Ⅵ．研究マインド 

実践できることが単位

認定の要件である 

理解と計画立案が単

位認定の要件である 

計画された研究の基

礎となる技術を示せる

ことが単位認定の要

件である 

基盤となる知識を示せ

ることが単位認定の

要件である 

修得の機会はある

が、単位認定に関係

ない 

修得の機会がない 

 

10 9      8      4      1      0

到達レベルを数値化し、
それをもとに、単位数を配分する

22



結 果
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23.7

26.5

71.1

46.0

12.5

32.8

C1:プロフェッショナリズム

C2:コミュニケーション能力

C3:医学と関連領域の知識

C4:医療の実践

C5:地域医療と社会への貢献

C6:研究マインド

6つのコンピテンスの配当単位数 総単位数
212.5単位

（2018年度）
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プロフェッショナリズム
コミュニケーション

能力
医学と関連
領域の知識

医療の実践
地域医療と

社会への貢献
研究

マインド

各コンピテンシー 単位数と達成度
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GPで示したコンピテンシー到達度（学生群別）
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以上の方法によって
コンピテンシーの配当単位数が分かれば

個人別、群別、学年別、科目別など

コンピテンシーの達成度や

カリキュラムの構成などを

詳細にプロファイルできる

29



〇科目責任者が直接コンピテンシーに単位数を配分

〇科目成績（GP）の適切な評価

妥当な評価方法
コンピテンシーに配分した単位数を反映する評価
成績評価基準の共有化

コンピテンシーは
科目成績のGPを用いて

客観的に評価できる

課 題

30

2020年から実施



川崎医科大学での取り組みについての
事例報告

①学修成果のGPによる可視化の試み 伏谷

②学修成果の自己評価による可視化 増田

（コンピテンス・コンピテンシー到達度調査）

③ ALCS学修行動比較調査 伏谷
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本学のコンピテンス

医師になるための基本的な資質

Ⅰ. プロフェッショナリズム
Ⅱ. コミュニケーション能力

専門的な医学知識と医療技術

Ⅲ. 医学と関連領域の知識
Ⅳ. 医療の実践

地域社会と国際社会への貢献

Ⅴ. グローバル化する地域社会および国際社会への貢献

高い問題対応能力

Ⅵ. 研究マインドの育成
32



Ⅰ. プロフェッショナリズム
1. 個人の尊厳を尊重し、相手の感情や社会背景に共感を示すことができる

2. 医師に必要な社会規範を守ることができる

3. 医学倫理について理解し、それに基づいて行動できる

4. 共同学習や生涯学習の精神を保ち、自身の向上に結びつけることができる

5. 多職種および同職種連携の重要性を理解し、実践できる

6. 心身ともに適切に管理できる

Ⅱ. コミュニケーション能力
1. 患者・家族の言葉に共感し、良好な意思疎通を図ることができる

2. 医療スタッフの役割を理解し、円滑な人間関係を築くことができる

3. 礼儀・礼節と協調性を持って、他人と接することができる

4. 相手の意見を傾聴し、適切な言葉を用いて意思を伝達することができる

5. 適切な表現を用いて、相手や場面に合わせた文章を作成することができる

本学のコンピテンス・コンピテンシー

33



本学のコンピテンス・コンピテンシー
Ⅲ. 医学と関連領域の知識

1. 人体各器官の正常な構造と機能を説明することができる

2. 全身におよぶ生理的変化や構造の異常を病因や病態と合わせて説明することができる

3. 病態から臨床症状、診断方法や治療方法を説明することができる

4. 誕生から発達・成長・加齢・死までの正常と異常、及び心理的背景の推移を説明する
ことができる

Ⅳ. 医療の実践
1. 患者の主要な病歴聴取を適切に実践できる

2. 成人及び小児の身体診察を適切に実践できる

3. 臨床推論に基づく診断過程を実践できる

4. 患者の治療計画を策定できる

5. 最新の情報を適切に収集し、Evidence-based medicine (EBM) として活用できる

6. Problem oriented system (POS) の考え方を理解し、Problem oriented 
medical record (POMR) に則ったカルテ記載が正確にできる

7. 医療安全の考えを理解し、patient safetyを実践できる 34



本学のコンピテンス・コンピテンシー

Ⅴ. グローバル化する社会および国際社会への貢献
1. 保健・医療・福祉の現状を理解し、その改善のための活動に参加できる

2. 疾病予防と健康増進に取り組むことができる

3. 地域医療の現状を把握し、プライマリ・ケアを実践できる

4. 災害医療の特殊性について理解し、災害発生時には適切に行動できる

5. 地域医療の中でのグローバル化を把握し、非日本語母語話者に対応できる

6. 保健・医療に関する国際的な課題を理解し説明できる

7. 日本の医療の特徴を理解し、国際社会への貢献の意義を説明できる

Ⅵ. 研究マインドの育成
1. 医学的発見の基礎となる科学的理論や考え方を理解することができる

2. 医学的な未解決分野の問題点や課題を発見することができる

3. 問題解決のための対策や方法論を掲示することができる
35



目 的

方 法

1. 学生がコンピテンス・コンピテンシーの達成に関してどのように自己評価しているかを
明らかにする。

2. コンピテンス・コンピテンシー間の達成度の差を明らかにする。

【対象】

本学在学生（2019年度 2学年から6学年在籍者）

【評価方法】

ポータルサイトを用い、全３２コンピテンス・コンピテンシーに関して、
４つの観点（知識として、態度・習慣・価値観として、模擬的現場で、
臨床現場で）で、６段階 の自己評価を行った。

自己評価スコア：

自己評価：

3

十分できる

2

できる

1

まあまあ
できる

-1

あまり
できない

-2

ほとんど
できない

-3

できない
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結 果
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学年

回
答
率
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到達スコア = 自己評価スコア / 3
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学年別 到達スコア



学年

各コンピテンス到達スコアの推移
（知識）

プロフェッ
ショナリズム

コミュニケー
ション能力

医学と関連
領域の知識

医療の実践 グローバル化 研究マインド

各
コ
ン
ピ
テ
ン
ス

到
達
ス
コ
ア
（
平
均
）
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各コンピテンス到達スコアの推移
（態度・習慣・価値観）

学年

プロフェッ
ショナリズム

コミュニケー
ション能力

医学と関連
領域の知識

医療の実践 グローバル化 研究マインド

各
コ
ン
ピ
テ
ン
ス

到
達
ス
コ
ア
（
平
均
）
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学年

プロフェッ
ショナリズム

コミュニケー
ション能力

医学と関連
領域の知識

医療の実践 グローバル化 研究マインド

各
コ
ン
ピ
テ
ン
ス

到
達
ス
コ
ア
（
平
均
）

各コンピテンス到達スコアの推移
（模擬的現場）
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各コンピテンス到達スコアの推移
（臨床現場）

学年

プロフェッ
ショナリズム

コミュニケー
ション能力

医学と関連
領域の知識

医療の実践 グローバル化 研究マインド

各
コ
ン
ピ
テ
ン
ス

到
達
ス
コ
ア
（
平
均
）
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コンピテンシーの回答状況の例

個人の尊厳を尊重する 身体診察を適切に実践できる

44



コンピテンシー達成度の推移に関する検討

近似線を引き、この傾きを

「達成度の増加率」と定義

45

「1年修了時の達成度」と定義
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コンピテンシー達成度の推移

M2における達成度（知識を）

M2における達成度（態度・習慣・価値観として）

M2における達成度（模擬的現場で）

M2における達成度（臨床現場で）

達成度の増加率
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Group 1:
Ⅰ. プロフェッショナリズム
Ⅱ. コミュニケーション能力
Ⅲ. 医学と関連領域の知識

（人体各器官の正常な構造と機能）

Group 2:
Ⅲ. 医学と関連領域の知識

（病態から臨床症状、診断方法や治療方法）
Ⅳ. 医療の実践

Group 3: 
Ⅲ. 医学と関連領域の知識（全身におよぶ生理的変化や構造の異常を説明）
Ⅲ. 医学と関連領域の知識（誕生から発達・成長・加齢・死までの正常と異常）
Ⅴ. グローバル化する社会および国際社会への貢献（保健・医療・福祉の現状）
Ⅴ. グローバル化する社会および国際社会への貢献（疾病予防と健康増進）
Ⅴ. グローバル化する社会および国際社会への貢献（プライマリ・ケアの実践）
Ⅴ. グローバル化する社会および国際社会への貢献（災害医療）

Group 4:  
Ⅴ. グローバル化する社会および国際社会への貢献（非日本語母語話者に対応）
Ⅴ. グローバル化する社会および国際社会への貢献（国際的な課題を理解）
Ⅴ. グローバル化する社会および国際社会への貢献（国際社会への貢献）
Ⅵ. 研究マインドの育成 48
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入学時および卒業時のコンピテンシー達成度予想
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Ⅲ.医学と関連領域の知識 Ⅵ.研究マインドの育成

（％）



全コンピテンス
到達スコア（平均）
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到達スコア（平均）

学
年
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P
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累
積
G
P
A

コンピテンス到達スコアとGPAとの相関

A学年 B学年
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R2 = 0.033
P = 0.076

R2 = 0.112
P < 0.05



1. 全てのコンピテンス・コンピテンシーの達成度は

学年を通して上昇した。

2. プロフェッショナリズム、コミュニケーション能力に関する項目では、

低学年の段階で達成度が高い傾向が見られた。

3. グローバル化、研究マインドの育成など、達成度の促進が
十分でないと考えられる項目を抽出することができた。

4. 本調査結果を用いて入学時および卒業時の達成度を

予測できる可能性がある。

ま と め
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川崎医科大学での取り組みについての
事例報告
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①学修成果のGPによる可視化の試み 伏谷

②学修成果の自己評価による可視化 増田

（コンピテンス・コンピテンシー到達度調査）

③ ALCS学修行動比較調査 伏谷
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2019年度は
21大学が参加予定

16大学の参加

本学は
2017年度より参加



22問

4問

20問18問

16問

※具体的な設問項目は別紙資料を参照

設問内容のカテゴリー
対象学年：1年・3年・5年

※スタンダードの場合 1年・3年
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ALCS学修行動比較調査の特徴

実施フロー 記名式

リマインド

57

・web調査で実施に手間いらず

・迅速に結果を受けとれる

・実施費用が格安

・内部報告会による共有

・調査自体が行動調整作用を促す教育活動そのものである

コンピテンス・コンピテンシー
到達度調査も

行動調整作用をもつ
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1年（136名） 3年（147名） 5年（98名）

中断者数

未回答

無効回答数

有効回答数

有効回答率

2017有効回答率

% 人

93％

96％

69％

2018有効回答率

2017有効回答率

1年 3年 5年

有効回答率 ⇒ 88%
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80%の学生が11分以内に回答
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データ分析 比較対象

1年 3年 5年2年 4年 6年

1年 3年 5年2年 4年 6年

1年 3年 5年2年 4年 6年

1年 3年 5年2年 4年 6年

1年 3年 5年2年 4年 6年

1年 3年 5年2年 4年 6年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

実施

実施

予定

1年 3年 5年2年 4年 6年他大学

ベンチマーク

学年間の比較

記名式なので有用なパネルデータとなる
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入学年度間
の比較

同一学生
の変化



No.60

総合的にみて大学の学びに

1 年 3 年

満足

77 %

満足

72 %

満足

62 %

5 年

十分に満足

満足

少し満足
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「満足」の平均スコア と GPAの相関
満足の項目 N54  N57   N62   N65   N66  N67  N69    （7項目/18項目）

満足度は成績とは相関しない
62

低 中
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N65 N64 N58 N57 N69 N59 N60 N63 N62 N67 N61 N68 N71 N55 N54 N56 N70 N66

満足

M1 M3 M5

スコア

平均値スコア

平均値

学習環境 施設・設備・サービス 授業・教員

N64 一般的な教室の設備や使用感

N69 学修成果（成績）の表現の分かりやすさ
N62 授業や学習を支援する電子ネットワークシステム

スコア
平均値

学年間の差異
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他大学ベンチマークとの比較
「経験」 1年 本学：青線

（教学比較IRコモンズ ALCSanz学修行動比較調査アナライザーより）64



「成長」 3年 本学：青線

（教学比較IRコモンズ ALCSanz学修行動比較調査アナライザーより）65
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2017 ⇒ 2018 ポジティブに回答した学生がどれだけ増えたか？

かなりよくあった
よくあった

たまにあった

とても増えた
増えた

やや増えた

十分に満足
満足

少し満足

強く望んでいる
望んでいる

いくぶん望んでいる
９

2017年度

2018年度
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ポジティブ回答の増減 Δ（2018-2017）
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成長経験 満足 希望

本学３年
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Δ



調査結果の学生へのフィードバックと教育改善への取り組み

68

ポスター
（掲示と学内ポータル

サイトで共有）
学生・教員・職員

報告書
（学内ポータルサイトで共有）

学生・教員・職員



満足

希望

成長

①改善項目の抽出

②具体的な改善の取り組み

③その効果を図るための指標化

・大学での学習に関する不公平・不公正感

・履修したい授業を登録できなかったこと

・大半の内容が理解できなかった

・授業内容がつまらなく感じたこと

69

改善に向けた

組織的な取り組みを

開始した。

設問に関する相関行列のヒートマップとクラスタリング



ま と め

① 学修成果のGPによる可視化の試み

科目のGPを用いてコンピンテンス・コンピテンシーを

可視化できる可能性が示された。

② 学修成果の自己評価による可視化
コンピテンシーの達成が不十分なものが抽出された。

入学時および卒業時の達成度が予測できる可能性が示された。

③ ALCS学修行動比較調査
学修時間や成長実感・学習意欲を含む多くの内容を可視化できた。

改善指標として調査を継続する必要がある。
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ご清聴ありがとうございました

KAWASAKI MEDICAL SCHOOL


