
                                                           

From the Da
ta 

  最近の名大生（学部生）はますます本を読まなくなってい

る。サークルや体育会などの課外活動にも消極的。しかし、

授業出席率はどんどん上昇しており、授業内容や研究指導

内容についての満足度も高くなりつつある－そんな特徴が

『学生生活状況調査報告書』データの経年比較によって明

らかになりました。 

  同報告書の過去のデータと照らし合わせた結果、学生の

一ヶ月の読書量については「ほとんど読まない」と回答した

学生が10年間に10％以上増えています。反対に、２冊以上

読むという学生は減少傾向にあります。課外活動への参加

状況をみますと、まったく加入していない学生が10年間に

10％近く増えています。 
  一方、最近10年間において、授業出席率が90％以上で

あると回答した学生の割合は、42.4％から62.9％まで実に

20％以上も上昇していることがわかりました。学部別にみる

と、医学部保健学科、文学部、教育学部などにおいて高く、

法学部や経済学部では相対的に低くなっています。 

  つまり、授業にはまじめに出席するが、授業が終わると

そのまま帰宅するという学生が増えているようです。授業以

外での知的刺激を受ける機会が乏しくなっている学部生

に、教師としてどのように接していけばいいのかが問われて

います。  

                             （近田 政博） 
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名大生の授業出席率 

量の確保の時代 質を求める時代 質保証での観点例 

授業は「通れば」良い 到達点に達しているか 成績評価基準と運用実態 

必要単位数があれば

良い 

達成水準を満しているか 卒業認定基準と運用実態 

要件が揃っていれば良

い 

一貫性と整合性があるか 教育課程評価と運用実態 

卒業できれば良い 必要要件を身に付けたか 卒業後の追跡調査 
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授業にはまじめに出席する。 
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これから始まる大学の 

認証評価とは何か？ 

説 解 

 

国
立
大
学
は
二
〇
〇
四
年
四
月
に
文
部
科
学

省
が
設
置
す
る
行
政
機
関
か
ら
国
立
大
学
法

人
へと
移
行
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
文
部
科
学
省

の
所
轄
の
も
と
で
国
立
大
学
法
人
は
、
輝
く
個

性
を
育
む
た
め
の
組
織
理
念
を
も
ち
、
教
育
研

究
活
動
に
お
け
る
自
主
的
か
つ
自
律
的
な
運
営

が
で
き
る
反
面
、
教
育
研
究
の
公
的
機
関
と
し

て
の
説
明
責
任
、
質
の
保
証
及
び
効
率
が
強
く

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

中
期
目
標
・
中
期
計
画
は
組
織
の
協
働
力
や

機
動
力
を
高
め
る
た
め
に
独
立
行
政
法
人
に
課

せ
ら
れ
た
、
目
標
と
自
己
点
検
に
よ
る
「組
織
の

質
」向
上
を
図
る
責
務
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
大

学
本
来
の
責
務
で
あ
る
「教
育
の
質
」で
あ
り
、
こ

れ
を
保
証
す
る
の
が
認
証
評
価
制
度
で
あ
る
。

さ
ら
に
今
後
も
、
「研
究
開
発
の
質
」が
続
く
と

考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
評
価
環
境
の
も
と
で
評
価

疲
れ
を
起
こ
さ
ず
、
質
を
保
証
す
る
基
盤
整
備

が
国
立
大
学
法
人
に
と
っ
て
急
務
と
な
っ
て
い

る
。
大
学
の
認
証
評
価
制
度
を
一
言
で
い
え
ば

『事
後
点
検
評
価
』で
あ
る
。
設
置
後
も
定
期
的

（大
学
等
は
七
年
に
一
度
、
専
門
職
大
学
院
は

五
年
に
一
度
）に
、
文
部
科
学
省
大
臣
の
認
証

を
受
け
た
認
証
評
価
機
関
で
評
価
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
平
成
一
六
年
度
施
行
）現

在
、
機
関
別
認
証
評
価
で
は
独
立
行
政
法
人
大

学
評
価
・学
位
授
与
機
構
、
財
団
法
人
大
学
基

準
協
会
、
財
団
法
人
日
本
高
等
教
育
評
価
機

構
が
あ
る
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
観
点
や
基
準
が
設
定
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
の
選
択
は
各
大
学
で
決
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
組
織
活
動
の
質
を
問
う
意
味

に
お
い
て
、
教
育
機
関
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、

業
種
や
業
態
を
超
え
た
制
度
設
計
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
官
民
の
差
は
な
い
。
従
来
あ
り
が
ち
な
、

あ
る
水
準
を
達
成
す
れ
ば
終
わ
り
と
い
う
対
症

療
法
で
は
な
く
、
組
織
的
に
計
画(P

lan
)→

実

行(D
o)→

点
検(C

h
eck)→

見
直
し(A

ction
)

と
い

うP
D
C
A

サ
イ
ク
ル
を
常
時
、
回
し
続
け
、
ら
せ

ん
階
段
状
に
質
が
向
上
す
る
体
制
を
備
え
、
機

能
し
て
い
る
か
が
鍵
に
な
る
。 

 

組
織
活
動
と
し
て
の
教
育
の
質
は
、
授
業
の
有

機
的
な
集
合
体
で
あ
る
課
程
と
実
施
体
制
、
そ

の
成
果
を
母
体
に
し
た
自
己
点
検
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
授
業
は
独
立
し
た
個
で
な
く
プ
ロ
セ

ス
の
視
点
、
す
な
わ
ち
教
育
課
程
（履
修
コ
ー
ス

や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
）の
構
成
要
素
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
同
一
課
程
内
に
あ
る
科

目
と
の
整
合
性
や
一
貫
性
を
図
る
必
要
性
か

ら
、
関
係
す
る
教
員
集
団
に
よ
る
教
育
連
携
と

し
て
のF

acu
lty

 
D
ev

elop
m

en
t

は
必
須
と
な

る
。
認
証
で
は
こ
う
し
た
活
動
実
態
が
問
わ
れ

る
。
こ
れ
に
よ
り
各
授
業
の
位
置
づ
け
、
到
達
目

標
、
履
修
条
件
が
決
ま
り
、
さ
ら
に
各
回
の

課
題
で
学
ぶ
こ
と
、
そ
の
積
み
重
ね
と
し
て

到
達
目
標
に
対
す
る
成
績
判
断
が
決
ま

る
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

こ
の
一
連
の
教
育
活
動
成
果
を
指
定
さ
れ

た
観
点
か
ら
み
た
自
己
点
検
書
、
根
拠
資

料
と
訪
問
調
査
（面
談
を
含
む
）で
評
価
が

行
わ
れ
る
。
認
証
で
は
単
位
の
実
質
化
、
授

業
外
の
予
習
や
復
習
の
学
習
指
示
書
と
し

て
シ
ラ
バ
ス
を
捉
え
る
向
き
が
あ
り
、
全
学

教
育
で
は
宿
題
や
課
題
の
記
載
欄
が
シ
ラ
バ

ス
に
追
加
さ
れ
た
。
質
保
証
の
視
点
で
は
シ

ラ
バ
ス
の
記
載
内
容
の
点
検
が
よ
り
重
要
と

な
ろ
う
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（栗
本 

英
和
）  

 
 

教育における量と質の世界  

（名古屋大学評価企画室ブレインストーミング資料） 

 

教
育
を
大
切
に
す
る
文
化
が
ま
だ

十
分
に
育
っ
て
い
な
い
、
残
念
な
が
ら

そ
れ
が
名
古
屋
大
学
の
現
状
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
研
究
活
動
に
比
べ
て
、

教
育
活
動
に
対
す
る
注
目
度
は
著
し

く
低
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善

し
、
教
育
を
大
切
す
る
雰
囲
気
な
り

文
化
を
育
て
る
た
め
に
、
教
員
の
採
用

や
昇
進
に
あ
た
っ
て
教
育
実
績
を
正

当
に
評
価
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。 

  

教
育
活
動
が
重
視
さ
れ
な
い
理
由
は
区
々

で
あ
ろ
う
が
、
も
っ
と
も
大
き
い
の
は
教
員
の

採
用
や
昇
進
に
あ
た
っ
て
教
育
活
動
が
評
価

さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
大
学
で
は
、

採
用
や
昇
進
等
に
あ
た
っ
て
研
究
業
績
を
重

視
す
る
一
方
、
教
育
活
動
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん

ど
顧
み
な
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
全
国
的

に
み
る
と
多
少
変
化
の
兆
し
は
あ
る
と
は
い

え
、
多
く
の
大
学
で
は
ま
だ
変
化
し
て
い
な

い
。
名
古
屋
大
学
の
よ
う
に
研
究
重
点
大
学

を
標
榜
す
る
大
学
で
は
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、

そ
の
こ
と
は
多
く
の
点
で
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い

る
。
研
究
と
教
育
は
、
と
も
に
大
学
と
教
員

個
人
に
と
っ
て
い
わ
ば
車
の
両
輪
で
あ
り
、
不

可
欠
の
業
務
で
あ
る
。
そ
の
一
方
の
業
務
を
評

価
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
自
明
の
事
実

を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
教
育
を
著
し
く

軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
教
員
の
処
遇
を
行

う
側
が
そ
の
よ
う
な
慣
例
を
容
認
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
れ
ば
、
教
員
の
側
に
教
育
活
動

を
大
切
に
し
た
り
、
そ
の
質
を
高
め
る
べ
く
努

力
し
よ
う
と
い
う
意
欲
が
湧
き
に
く
い
の
は
当

然
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
慣
習
が
い
ま
な
お
普
及
し
て
い

る
背
景
に
は
、
す
ぐ
れ
た
研
究
活
動
の
で
き

る
教
員
は
、
特
別
な
教
育
・訓
練
を
受
け
な
く

て
も
す
ぐ
れ
た
教
育
を
行
え
る
と
い
う
暗
黙
の

前
提
が
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
大
学
に

お
け
る
教
育
活
動
と
は
研
究
活
動
ほ
ど
の
労
力

を
必
要
と
し
な
い
も
の
、
大
学
教
員
の
業
務
に

と
っ
て
教
育
と
は
研
究
活
動
の
付
随
的
要
素
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
長
年
続
い
て
き
た

こ
の
よ
う
な
慣
習
で
は
あ
る
が
、
今
日
で
は
大
き

な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。 

 

そ
う
考
え
る
理
由
の
一
つ
は
、
ど
の
分
野
で
も

学
問
研
究
の
進
展
の
ス
ピ
ー
ド
は
速
く
な
っ
て
お

り
、
学
生
に
教
授
す
べ
き
内
容
は
飛
躍
的
に
増

加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
年
々
増
大
す
る
知

識
を
学
生
に
い
か
に
適
切
に
伝
え
る
か
が
問
わ

れ
て
い
る
。 

 

対
象
と
す
る
学
生
の
能
力
や
資
質
も
大
き
く

変
化
し
て
い
る
。
社
会
全
般
が
激
し
く
変
化
し

て
い
る
う
え
に
、
高
校
以
下
の
教
育
内
容
や
指

導
方
法
も
変
化
し
て
い
る
中
で
彼
ら
は
育
っ
て

き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
ら
の
変
化
や
特
徴

を
理
解
し
、
彼
ら
に
大
学
教
育
を
行
う
こ
と

は
、
以
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
難
し
い
課

題
に
な
っ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
、
大
学
教
育
に
対
す
る
社
会
全
般
の

目
が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な

い
。
学
生
も
保
護
者
も
消
費
者
意
識
が
高
ま
っ

て
お
り
、
大
学
教
育
を
「商
品
」と
と
ら
え
た
う

え
で
、
鋭
く
鍛
え
た
鑑
識
眼
で
大
学
教
育
を
鑑

定
し
て
い
る
。
国
立
大
学
と
い
え
ど
も
近
年
は

私
立
大
学
と
大
差
な
い
ほ
ど
の
授
業
料
を
徴
収

し
て
い
る
こ
と
（さ
ら
な
る
値
上
げ
も
必
至
と
い

わ
れ
る
）、
ど
の
企
業
も
人
材
を
絞
り
込
ん
で
採

用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
中
で
、
大
学
で
ど
の

よ
う
な
「付
加
価
値
」を
獲
得
し
た
か
を
問
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、

教
育
に
対
す
る
彼
ら
の
目
が
厳
し
く
な
る
の
も

無
理
は
な
い
。 

 

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
高
校
で
生
徒
の
進

学
先
の
大
学
選
定
の
指
導
を
行
う
教
員
に
つ
い

て
も
あ
て
は
ま
る
。
か
つ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う

な
偏
差
値
に
頼
っ
て
進
学
先
を
薦
め
る
よ
う

な
指
導
で
は
な
く
、
そ
の
大
学
が
ど
の
よ
う
な

教
育
を
行
っ
て
い
る
か
、
学
生
に
ど
の
よ
う
な

能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
る
か
、
そ
の
結
果

と
し
て
ど
の
よ
う
な
就
職
実
績
を
あ
げ
て
い
る

か
が
、
生
徒
に
薦
め
る
べ
き
進
学
先
を
決
定
す

る
際
の
重
要
な
評
価
項
目
に
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
政
府
の
文
教
施
策
の
圧
力
も
大
き
く

な
っ
て
い
る
。
高
校
以
下
の
教
育
が
全
体
に
か
つ

て
と
比
べ
て
著
し
く
「軽
量
化
」し
た
分
を
、
大

学
で
解
消
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
大
学
教
育
を
め
ぐ
る
状
況
の
変

化
を
考
え
る
と
、
果
た
し
て
上
記
の
よ
う
な
優

れ
た
研
究
者
で
あ
れ
ば
準
備
な
し
で
教
育
を

行
え
る
と
い
う
考
え
方
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か

は
疑
わ
し
い
。
む
し
ろ
、
教
育
活
動
で
実
績
を

あ
げ
て
い
る
こ
と
が
研
究
者
で
あ
り
続
け
る
た

め
の
条
件
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
そ
の
傾
向
は
今

後
さ
ら
に
強
ま
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

従
来
の
慣
習
を
改
め
て
、
教
員
の
採
用
や
昇
進

に
当
た
っ
て
教
育
実
績
を
正
当
に
評
価
す
る
こ

と
を
真
剣
に
検
討
す
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
と

い
え
よ
う
。   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（夏
目 

達
也
） 

       おしらせ 

 

名古屋大学高等教育研究センターの

ニューズレター「高等教育研究プロファ

イル」は、今号から「かわらばん」（季刊）

として、大幅にリニューアルいたしまし

た。今後とも、応援をお願いします。 
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教
育
改
善
を
支
援
す
る
小
冊
子 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

こ
の
夏
、
高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、

こ
れ
ま
で
に
蓄
積
し
て
き
た
大
学
教
授
法
の

研
究
を
発
展
さ
せ
『テ
ィ
ッ
プ
ス
先
生
か
ら

の
７
つ
の
提
案
』（『７
提
案
』）と
い
う
小
冊
子

を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
名
古
屋
大
学

が
よ
り
よ
い
教
育
を
実
現
し
て
い
く
た
め
の

提
案
と
具
体
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
ま
と
め

た
も
の
で
す
。 

 

名
古
屋
大
学
の
教
員
は
、
授
業
事
例
集
な

ど
の
報
告
書
や
授
業
見
学
な
ど
か
ら
、
す

で
に
さ
ま
ざ
ま
な
優
れ
た
授
業
を
実
践
し

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
高
等
教
育

研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
主
に
学
内
で
の
調
査

を
通
じ
て
そ
の
よ
う
な
教
育
実
践
例
を

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
教
授
法
や
学
習
理
論

研
究
の
成
果
に
基
づ
い
て
そ
れ
ら
を
整
理

し
、
『７
提
案
』と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。 

 

三
分
冊
か
ら
な
る
『７
提
案
』 

 
                                       

 

『７
提
案
』は
教
員
編
、
学
生
編
、
大
学
編

の
三
分
冊
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
分
冊
は
、
他
の
二
つ
と
内
容
的
に
関
連
づ

け
ら
れ
て
お
り
、
教
員
、
学
生
、
大
学
組
織

の
三
者
の
視
点
か
ら
同
じ
目
標
が
達
成
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
教
育
効
果
を

高
め
る
た
め
に
は
、
教
員
が
授
業
改
善
の
努

力
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
三
者
の

努
力
が
同
じ
方
向
に
向
か
っ
て
統
合
さ
れ
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

教
員
編
に
お
け
る
提
案
は
、
①
学
生
と
接

す
る
機
会
を
増
や
す
、
②
学
生
間
で
協
力

し
て
学
習
さ
せ
る
、
③
学
生
を
主
体
的
に

学
習
さ
せ
る
、
④
学
習
の
進
み
具
合
を
ふ

り
か
え
ら
せ
る
、
⑤
学
習
に
要
す
る
時
間

を
大
切
に
す
る
、
⑥
学
生
に
高
い
期
待
を

寄
せ
る
、
⑦
学
生
の
多
様
性
を
尊
重
す
る
、

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
提
案
の
も
と
に
、
す
ぐ
に
で
も
実
行

可
能
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
配
置
し
ま
し
た
（下

図
参
照
）。 

 

こ
の
よ
う
に
使
っ
て
み
て
は 

 
 

 

『７
提
案
』は
、
ご
自
分
が
日
頃
気
を
つ
け

て
い
る
こ
と
、
努
力
し
て
い
る
こ
と
を
整
理

し
、
体
系
化
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
活

用
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ご
自
分
の
個
性
や
教

育
の
目
標
に
照
ら
し
て
有
効
と
思
わ
れ
る

も
の
が
あ
っ
た
ら
、
実
践
し
て
み
て
は
ど
う

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
冊
子
に
興
味
を
持
っ
た

方
は
高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
『７
提
案
』に
関
す
る
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
で
作
成
し
ま
し
た

の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。  

     

（中
井 

俊
樹
）  

 h
ttp://w

w
w

.csh
e.n

agoya-u
.ac.jp/seven

/ 

 

提案１ 学生と接する機会を増やす 
 

 集団の中の一人として見なされるときよりも、一人の個人として見なされるときの方が、学生は授

業に対する帰属意識や責任感を持つものです。授業への参加度を高めるためにも、学生と接す

る機会を増やしてみましょう。学生にとって自ら積極的に教員に接することは勇気がいる行為なの

で、教員からきっかけをつくってあげることも大切です。 
 

・クラスの学生に出会ったら声をかける 

・学生にオフィスアワーを積極的に利用するようにすすめる 

・学生に自分のメールアドレスを公開し、eメールによる質問を受けつける 

・授業終了後しばらく教室に残り、学生の質問に答える 

・自分の研究内容について話す 

・学生が教員に親しむための親睦会を開く 

・学生が主催する勉強会やイベントに参加する 

図 教員編の冊子の一部 

「
テ
ィ
ッ
プ
ス
先
生
か
ら
の
７
つ
の
提
案
」
が
で
き
ま
し
た 
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かわらばん （名古屋大学高等教育研究センター ニューズレター2005年秋号） 

ラ
ン
チ
タ
イ
ム
ＦＤ
を
実
施
し
ま
し
た 

シ
ラ
バ
ス
博
覧
会
を
開
催 

高等教育研究センタースタッフ（2005年9月現在） 

 

 学者であるということは、いったい何を意味するのでしょう

か。それは研究者であることなのか、大学教師であることな

のか、知のサービス業か、あるいはそれらすべてなのか。 

 この本はアメリカの大学における古典的な研究対教育と

いう二項対立を乗り越え、学者であること＝「学識」（スカ

ラーシップ）がもつ多面的な意味について問題提起してくれ

ます。筆者はニューヨーク州立大学総長、カーター政権の

連邦教育長官、カーネギー教育振興財団理事長を歴任し

たアメリカ高等教育界の泰斗です（1995年没）。 

 ボイヤーの懸念は、多様なニーズに対応したアメリカの巨

大な高等教育システムが、今なお研究中心主義という唯

一の学識モデルによって支配され続けているのではないか

というものです。アメリカ高等教育の活力を持続させるため

には、研究中心主義に代わる新たな学識観が求められて

いる、と彼は主張します。  

 彼は、「発見の学識」（どんな研究成果をあげたか）、「統

合の学識」（その研究成果はどんな意味があるのか）、「応

用の学識」（その研究成果は実際にどのように役に立つの

か）、「教育の学識」（その研究成果をどうやって伝達するの

か）という４つの学識を提唱しました。これらを統合していく

ことこそが大学教授職の使命であると彼は考えたのです。 

 ひるがえって、日本の大学では学者であることは何を意味

するのでしょうか。大学教員を採用する際、あるいは昇進の

際に、研究成果に加えて教育成果（授業内容など）や社会

貢献度（研究成果の実践度）などはどのくらい考慮されてい

るのでしょうか。日本の大学ではこの４つの学識がどのよう

な意味を持ちうるのか。いろいろな問いを投げかけてくれる

名著です。  （近田 政博）                             

E.L.ボイヤー著 

『大学教授職の使命－スカラーシップ再考』 
（有本章訳 玉川大学出版会 原著1990年 邦訳1996年） 

 

高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
五
月
一

〇
日
（火
）か
ら
十
三
日
（金
）の
四
日
間
に

わ
た
っ
て
「ラ
ン
チ
タ
イ
ム
Ｆ
Ｄ
」を
実
施
し

ま
し
た
（Ｆ
Ｄ
は
フ
ァ
カ
ル
テ
ィ
・デ
ィ
ベ
ロ
プ

メ
ン
ト
の
略
。
日
本
で
は
「教
育
改
善
の
た

め
の
研
修
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
ま

す
）。 

 

こ
の
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
Ｆ
Ｄ
は
、
ラ
ン
チ
タ
イ

ム
の
短
い
時
間
（十
二
時
一
〇
分
か
ら
の
四

十
分
間
）を
活
用
し
て
、
授
業
改
善
の
コ
ツ

と
実
践
ノ
ウ
ハ
ウ
を
効
果
的
に
提
供
・共
有

す
る
こ
と
を
め
ざ
し
ま
し
た
。
今
回
の
テ
ー

マ
は
、
次
の
四
つ
で
す
。 

 

・一
日
目
「な
ぜ
授
業
改
善
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
か
」（夏
目
達
也
教
授
） 

 

・二
日
目
「学
生
が
よ
り
学
ぶ
た
め
の
授
業

の
方
法
」（中
井
俊
樹
助
教
授
） 

 

・三
日
目
「学
生
の
学
習
を
支
援
す
る
シ
ラ

バ
ス
を
つ
く
ろ
う
」（中
島
英
博
助
手
）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・四
日
目
「学
生
は
何
を
求
め
て
い
る
か
？
」 

 

（近
田
政
博
助
教
授
） 

  

ほ
と
ん
ど
の
参
加
者
が
四
回
を
通
し
て
の
参
加

で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
部
局
か
ら
教
員
・
大
学

院
生
の
べ
五
〇
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

ラ
ン
チ
タ
イ
ム
Ｆ
Ｄ
の
特
徴
は
、
時
間
が
短
い
の

で
気
軽
に
参
加
で
き
る
こ
と
、
具
体
的
な
授
業

改
善
の
知
見
を
提
供
す
る
こ
と
、
教
員
の
み
な

ら
ず
大
学
院
生
も
参
加
で
き
る
こ
と
、
ド
リ
ン

ク
や
ス
ナ
ッ
ク
を
つ
ま
み
な
が
ら
サ
ロ
ン
的
な
雰

囲
気
で
自
由
な
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
、
な
ど

で
す
。
実
施
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
も
、
参

加
者
か
ら
高
い
評
価
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。 

 

十
月
四
日
（火
）～
六
日
（木
）に
も
文
系
総
合

館
七
階
オ
ー
プ
ン
ホ
ー
ル
に
て
再
度
開
催
し
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

（青
山 

佳
代
） 

 

二
〇
〇
五
年
度
の
授
業
が
始
ま
る
直
前
の

四
月
初
頭
に
、
担
当
授
業
の
シ
ラ
バ
ス
を
持

ち
寄
り
、
互
い
に
発
表
・意
見
交
換
を
行
う

「シ
ラ
バ
ス
博
覧
会
」を
開
き
ま
し
た
。 

 

高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
が
提
供
す
る

『成
長
す
る
テ
ィ
ッ
プ
ス
先
生
』で
は
、
シ
ラ
バ

ス
に
盛
り
込
む
べ
き
内
容
、
シ
ラ
バ
ス
作
り
の

コ
ツ
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
作
成
し

た
シ
ラ
バ
ス
が
教
員
の
意
図
し
た
通
り
に
伝

わ
る
か
ど
う
か
は
、
個
人
で
は
判
断
し
に
く
い

も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
専
門
職
の
評
価
方
法
の

基
本
で
あ
る
「ピ
ア
レ
ビ
ュー
（同
僚
評
価
）」を

ヒ
ン
ト
に
、
公
開
と
意
見
交
換
に
よ
る
シ
ラ
バ

ス
の
質
の
向
上
を
狙
っ
て
、
「
シ
ラ
バ
ス
博
覧

会
」を
開
き
ま
し
た
。 

 

今
回
は
当
セ
ン
タ
ー
の
ス
タ
ッ
フ
・元
ス
タ
ッ

フ
の
み
で
集
ま
っ
た
試
行
的
な
も
の
で
す
が
、

参
加
者
が
多
様
な
専
門
分
野
を
持
つ
教
員
で

構
成
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
（哲
学
・工
学
・教

育
学
・経
済
学
）、
方
法
論
化
で
き
な
い
部
分

を
お
互
い
の
経
験
や
学
問
分
野
を
活
か
し
て

補
い
合
う
企
画
と
し
て
も
有
意
義
な
も
の
に
な

り
ま
し
た
。 

 

今
後
は
学
内
か
ら
広
く
参
加
希
望
者
を
募

り
、
「よ
り
学
生
が
学
べ
る
た
め
の
シ
ラ
バ
ス
」を

名
古
屋
大
学
の
資
産
と
し
て
共
有
で
き
る
よ

う
、
検
討
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
「博
覧
会
」と
い

う
名
称
の
と
お
り
、
決
し
て
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
を
決

め
る
も
の
で
は
な
く
、
専
門
分
野
や
経
験
年
数

に
関
わ
ら
ず
多
様
な
部
局
か
ら
参
加
で
き
る
祭

典
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
作
り
を
目
指
し
ま

す
。  

 

（中
島 

英
博
） 


