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研
究
大
学
に
お
い
て
新
入
生
が
大
学

で
の
学
習
に
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
す
る
た

め
に
は
、大
学
側
か
ら
彼
ら
に
さ
ま
ざ

ま
な
学
習
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
で
は
、学
生
生
活
の

知
的
、情
緒
的
、社
会
的
側
面
な
ど
、幅

広
い
領
域
に
わ
た
っ
て
多
様
な
学
生
ニ
ー

ズ
を
把
握
し
て
い
ま
す
。�

　
「
知
的
な
移
行
期
」（in

tellectu
al 

transition

）
に
あ
る
新
入
生
に
対
し
て
、

メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
で
は
学
部
ご
と
に
総
合

的
な
サ
ポ
ー
ト
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
学

部
長
は
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
学
生
を

歓
待
し
、新
入
生
が
こ
れ
か
ら
学
ぶ
専
門

分
野
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。そ
し
て
、そ

の
分
野
の
特
徴
や
主
要
な
研
究
活
動
に

つ
い
て
説
明
を
行
い
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て

は
、す
ぐ
れ
た
教
員
や
成
功
を
お
さ
め
た

卒
業
生
を
新
入
生
に
紹
介
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。こ
う
し
た
試
み
は
新
入
生

が「
学
び
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」（academ

ic 

identity

）を
形
成
す
る
上
で
重
要
な
意

味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
研
究
大
学
の
学
生

は
将
来
研
究
職
に
就
き
、学
問
の
発
展

に
貢
献
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
か

ら
で
す
。
上
記
の
よ
う
な
試
み
は
、研
究

を
重
視
し
、す
べ
て
の
学
生
に
高
い
期

待
を
寄
せ
る
研
究
大
学
の
学
習
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
新
入
生
の
帰
属
意
識
を
高
め

る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
す
。�

　
新
入
生
を
そ
れ
ぞ
れ
の
目
指
す
学
科
・

専
門
分
野
へ
と
方
向
づ
け
て
い
く
上
で
、

教
員
は
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

教
員
は
研
究
分
野
に
関
す
る
情
報
を
相

互
に
共
有
し
て
お
り
、そ
の
学
科
で
何
が

学
べ
る
の
か
、何
が
得
ら
れ
る
の
か
に
つ
い

て
学
生
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

す
。メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
の
あ
る
学
部
で
は
、

新
入
生
が
自
分
の
専
門
分
野
の
学
習
方

法
に
つ
い
て
詳
し
く
学
べ
る
よ
う
に
、ラ
ン

チ
タ
イ
ム
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
教
員
や
学
習
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、

お
よ
び
成
功
体
験
を
も
っ
て
い
る
先
輩
学

生
の
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

　
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
の
新
入
生
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
は
、「
新
入
生
担
当
教
員
の
た
め
の
ガ

イ
ド
」（A

 G
uide for T

eachers of 

F
irst 

Y
ear 

Students
）を
提
供
し
て

い
ま
す
。こ
れ
は
新
入
生
の
教
育
に
携
わ

る
教
員
に
と
っ
て
役
立
つ
内
容
と
な
っ
て
い

ま
す
。
新
入
生
が
可
能
な
限
り
多
く
の

学
習
経
験
を
で
き
る
よ
う
に
、ま
ず
は
教

員
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
が
行
わ
れ
て
い
る

の
で
す
。メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
が
特
に
力
を

入
れ
て
い
る
の
は
、自
律
的
な
思
考
・
学

習
お
よ
び
問
題
解
決
を
促
す
よ
う
な
学

習
方
法
を
学
生
に
修
得
さ
せ
る
た
め
に
、

新
入
生
を
担
当
す
る
教
員
の
教
育
ス
キ

ル
を
高
め
る
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、

主
体
的
学
習（activ

e 
learn

in
g

）、教

室
で
の
グ
ル
ー
プ
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、お

よ
び
授
業
時
間
外
に
グ
ル
ー
プ
で
協
同
し

て
取
り
組
む
課
題
設
定
な
ど
の
ノ
ウ
ハ
ウ

で
す
。メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
で
は
、学
生
が

主
体
的
に
学
習
活
動
に
取
り
組
む
こ
と

（
教
室
で
、オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
、授
業
時

間
外
で
）
を
最
善
の
学
習
方
法
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。
多
く
の
学
生
に
と
っ
て
、

こ
う
し
た
学
習
活
動
は
初
め
て
の
、そ
し

て
意
欲
を
か
き
立
て
ら
れ
る
経
験
で
も

あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
こ
の
経
験
を
通
し
て

自
分
の
学
習
ス
キ
ル
や
学
習
方
略
を
身

に
つ
け
て
い
く
の
で
す
。�

　
学
習
活
動
に
加
え
て
も
う
一つ
の
重
要

な
点
は
、大
学
新
入
生
が
体
験
す
る
社

会
的
・
情
緒
的
な
側
面
で
す
。
高
校
を
卒

業
し
て
大
学
に
入
学
す
る
と
、学
生
は

新
し
い
友
だ
ち
を
つ
く
り
、仲
間
同
士
の

人
脈
を
つ
く
る
と
い
う
重
要
な
問
題
に

直
面
し
ま
す
。メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
の
す
べ

て
の
学
部
で
は
、学
生
相
互
の
親
交
を

深
め
る
こ
と
に
多
く
の
時
間
を
費
や
し

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、新
入
生
が
大

学
に
対
す
る
帰
属
意
識
を
高
め
、大
学

が
「
学
び
の
共
同
体
」
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
必
要
な
の
で
す
。

あ
る
学
部
で
は
、学
生
同
士
で
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
や
携
帯
番
号
の
交
換
を
奨
励
す

るbuddy

（
仲
間
）と
い
う
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。こ
う
い
っ
た
交

流
に
加
え
て
、学
生
同
士
が
教
室
外
で

集
ま
り
、一つ
の
課
題
を
達
成
し
、同
時
に

人
脈
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

共
同
で
取
り
組
む
課
題
が
与
え
ら
れ
ま

す
。�

　
こ
の
よ
う
に
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
で
は
、明

確
な
教
育
目
標
を
も
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
に
新
入
生
が
主
体
的
に
参
加
す
る

よ
う
促
し
て
い
ま
す
。
同
時
に
、大
学
が

「
学
び
の
共
同
体
」で
あ
る
と
い
う
意
識

を
高
め
る
た
め
に
、新
入
生
が
大
学
で
の

人
間
関
係
を
築
く
こ
と
を
支
援
し
て
い

ま
す
。�
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『
名
古
屋
大
学
新
入
生
の
た
め
の�

　
　
　
ス
タ
デ
ィ
テ
ィ
ッ
プ
ス
』を
刊
行�

News!News!
　
名
古
屋
大
学
高
等
教
育
研

究
セ
ン
タ
ー
で
は
、こ
の
た
び『
名

古
屋
大
学
新
入
生
の
た
め
の
ス

タ
デ
ィ
テ
ィ
ッ
プ
ス
』
シ
リ
ー
ズ

を
刊
行
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の

シ
リ
ー
ズ
は
名
大
の
新
入
生
が

大
学
で
学
ぶ
こ
と
の
意
味
を
理

解
し
、大
学
で
の
学
習
活
動
を

充
実
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

の
ア
イ
デ
ア
や
実
践
方
法
を
ま

と
め
た
も
の
で
す
。
新
入
生
向

け
の
学
習
支
援
教
材
と
し
て
、

４
月
の
新
入
生
ガ
イ
ダ
ン
ス
で

新
入
生
全
員
に
配
布
し
ま
し
た
。�

　
今
回
は
、第
１
号
「
学
識
あ

る
市
民
を
め
ざ
し
て
」
と
第
２

号
「
自
発
的
に
学
ぼ
う
」
の
２

冊
を
リ
リ
ー
ス
し
ま
し
た
。
第
１
号
で
は

大
学
で
学
ぶ
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、

研
究
大
学
と
は
何
か
、大
学
時
代
に
何

を
な
す
べ
き
か
、大
学
で
学
ぶ
際
に
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、わ

か
り
や
す
く
説
明
し
ま
し
た
。
第
２
号
で

は
、名
古
屋
大
学
の
新
入
生
が
自
発
的

な
学
習
を
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の

具
体
的
な
方
法
論
を
わ
か
り
や
す
く
示

し
ま
し
た
。
先
輩
学
生
や
教
員
か
ら
の
ア

ド
バ
イ
ス
、コ
ラ
ム
、イ
ラ
ス
ト
、内
容
の
要

点
を
ま
と
め
た
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
な
ど
、新

入
生
が
親
し
み
や
す
い
内
容
に
な
っ
て
い

ま
す
。�

　
大
学
で
の
学
習
活
動
に
う
ま
く
適
応

で
き
る
か
ど
う
か
は
、高
校
ま
で
の
受
け

身
の
学
習
ス
タ
イ
ル
か
ら
脱
皮
し
て
、主

体
的
・
自
律
的
・
自
発
的
な
学
習
者
に
な

れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
さ
ま

ざ
ま
な
研
究
結
果
に
よ
る
と
、特
に
入
学

後
の
半
年
間
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
名
大
生
は
基
礎
学
力

の
点
で
は
比
較
的
恵
ま
れ
て
い
る
と
い
え

ま
し
ょ
う
が
、そ
れ
で
も
「
学
ぶ
こ
と
を
楽

し
む
」
学
習
者
に
な
り
き
れ
な
い
学
生
は

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
本
シ
リ
ー
ズ
が
主

体
的
に
学
ぶ
た
め
の
き
っ
か
け
を
提
供
で

き
れ
ば
幸
い
で
す
。�

　
名
古
屋
大
学
の
学
生
・
教
職
員
に
は

本
冊
子
を
無
料
で
差
し
上
げ
ま
す
。
ご

希
望
の
方
は
、高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

ま
で
ご
連
絡
下
さ
い�

（
事
務
室 

内
線
５
６
９
６  info@

cshe.�

nagoya-u.ac.jp

）。
　
　（
近
田 

政
博
）�

高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー�
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大
学
に
お
け
る
学
生
の
就
職
支
援
を
考
え
る�

　
大
学
生
の
就
職
や
そ
の
支
援
を
め
ぐ

る
問
題
は
、ど
の
大
学
に
と
っ
て
も
重
要

な
関
心
事
に
な
っ
て
い
る
。い
う
ま
で
も

な
く
大
学
は
専
門
的
な
知
識
や
技
能
を

学
ぶ
場
で
あ
り
、そ
れ
を
保
障
す
る
教
育

が
最
重
要
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ

と
比
べ
れ
ば
就
職
は
卒
業
後
の
生
活
に

か
か
わ
る
事
象
で
あ
り
、そ
の
支
援
は
大

学
の
本
来
の
使
命
と
は
言
い
難
い
。に
も

か
か
わ
ら
ず
、そ
の
よ
う
に
言
い
切
る
こ

と
は
難
し
い
状
況
に
あ
る
。�

　
そ
の
背
景
に
は
、こ
の
問
題
が
各
大
学

の
経
営
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て

い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
卒
業
後
に
ど

の
よ
う
な
企
業
や
官
公
庁
に
何
人
の
学

生
が
就
職
し
た
か
は
、受
験
生
や
そ
の
父

母
、高
校
の
教
員
に
よ
っ
て
厳
し
く
チ
ェッ

ク
さ
れ
る
。
進
学
先
の
大
学
を
選
択
す
る

際
に
、こ
う
し
た
実
績
が
大
き
く
左
右

す
る
。
学
生
の
授
業
料
や
受
験
料
収
入

に
大
き
く
依
存
す
る
私
学
に
と
ど
ま
ら

ず
、国
立
大
学
で
も
事
情
は
大
差
な
い
。

こ
の
実
績
が
順
調
で
あ
れ
ば
、数
多
く
の

学
生
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、優
秀

な
学
生
を
集
め
る
こ
と
も
容
易
に
な
る
。

さ
ら
に
彼
ら
の
卒
業
時
の
就
職
活
動
を

容
易
に
し
、大
学
全
体
と
し
て
の
就
職

実
績
も
高
め
ら
れ
る
。マ
ス
コ
ミ
が
と
り

あ
げ
る
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
、各
大
学

の
就
職
実
績
や
そ
の
背
景
に
あ
る
就
職

支
援
の
活
動
が
し
ば
し
ば
評
価
指
標
に

加
え
ら
れ
て
い
る
。�

　
文
科
省
・
厚
労
省
の
学
生
等
の
就
職

状
況
調
査
に
よ
る
と
、２
０
０
５
年
４
月

現
在
の
就
職
率
は
大
学
全
体
で
９
３.
５

％（
国
公
立
９
４.

０
％
、私
立
９
３.

４
％
）

で
あ
り
、超
氷
河
期
と
い
わ
れ
た
状
況
を

脱
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、途
中

で
就
職
を
断
念
し
た
者
、明
確
な
進
路

計
画
を
も
て
な
い
者
な
ど
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。
大
学
院
等
進
学
も
就
職
し
な
い

学
生
も
少
な
く
な
い
。�

　
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
て
、各
大
学

と
も
学
生
の
就
職
促
進
の
た
め
に
多
様

な
取
組
を
し
て
い
る
。
主
な
取
組
内
容
を

み
る
と
、就
職
活
動
ガ
イ
ダ
ン
ス
、就
職

部
門
へ
の
学
生
の
登
録
、適
性
・
性
格
テ

ス
ト
の
実
施
、個
別
の
進
路
指
導
、履
歴

書
作
成
の
指
導
、エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
作

成
の
指
導
、筆
記
試
験
の
指
導
、面
接
の

指
導
、求
人
資
料
公
開
・
提
示
、学
内
に

お
け
る
個
別
企
業
説
明
会
、学
内
就
職

フ
ェ
ア
ー
等
で
あ
る
。
実
に
多
種
多
様
で

あ
る
が
、こ
れ
ら
の
中
に
は
１
年
次
か
ら

開
始
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
さ
に

手
取
り
足
取
り
の
観
が
あ
る
。こ
れ
ま
で

は
取
組
の
中
心
は
私
大
で
あ
っ
た
が
、最

近
は
国
立
大
学
で
も
取
組
が
広
が
っ
て
い

る
。
そ
の
背
景
に
は
、い
う
ま
で
も
な
く

就
職
難
と
い
う
状
況
が
あ
る
が
、そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、法
人
化
に
伴
い
他
の
国
立

大
や
私
大
と
の
競
争
が
あ
る
程
度
意
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、学
生
の
就
職
実
績

な
ど
も
評
価
項
目
の
一つ
と
し
て
重
視
さ

れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
影
響
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
言
え
、私
立
と
異

な
り
国
立
は
就
職
支
援
の
た
め
に
活
用

で
き
る
リ
ソ
ー
ス
が
限
ら
れ
て
い
る
。
就
職

支
援
の
専
門
部
署
は
も
ち
ろ
ん
専
任
職

員
さ
え
も
配
置
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
就

職
支
援
で
一
定
の
実
績
の
あ
る
一
部
の
理

系
学
部
を
除
け
ば
、教
員
が
そ
の
活
動

を
担
う
こ
と
は
一
般
的
で
は
な
い
。そ
の
た

め
、就
職
活
動
を
終
え
た
上
級
生
に
協

力
を
求
め
る
方
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
事

実
、名
古
屋
大
学
で
も
熱
心
な
先
輩
学

生
が
後
輩
の
た
め
に
積
極
的
に
支
援
し

て
い
る
。�

　
し
か
し
、よ
り
多
く
の
学
生
を
対
象

に
よ
り
系
統
的
に
支
援
を
行
う
た
め
に

は
、正
課
あ
る
い
は
正
課
外
の
教
育
活
動

を
通
じ
た
支
援
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
一
口
に
言
え
ば
キ
ャ
リ
ア
教
育
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
社
会
に
対
す
る
深
く

鋭
い
洞
察
力
と
広
い
視
野
を
持
ち
、変
化

の
激
し
い
現
代
社
会
の
職
業
生
活
に
も

適
応
で
き
、そ
の
中
で
能
力
や
資
質
を
磨

く
こ
と
の
で
き
る
、そ
の
意
味
で
幅
広
い

職
業
能
力
を
身
に
つ
け
た
学
生
を
育
て

る
こ
と
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い
る
。

実
は
そ
れ
は
本
来
の
高
等
教
育
の
目
的

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
と
さ
ら
に
キ
ャ
リ

ア
教
育
と
言
わ
な
く
て
も
、高
等
教
育

を
充
実
さ
せ
れ
ば
達
成
で
き
る
目
標
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、ま
ず
は
高
等
教
育

の
充
実
に
務
め
る
こ
と
が
、ま
ず
求
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。�

（
夏
目 

達
也
）�
読んでおきたい�
この1冊�
Great Books on University

『他人を見下す若者たち』�

高等教育研究センタースタッフ（２００６年４月現在）�

速水 敏彦 著�
講談社現代新書　２００６年�

　歳のせいでしょうか。学生の行動に首をかしげることが

多くなったような気がします。たとえば、廊下で学生たちが

立ち話をしています。彼らは、自分たちが廊下をふさいで、

人の流れが滞っているのにまったく気がつかない様子です。

あるいは、授業中に睡魔との戦いに敗れてしまうのではな

しに、最前列で「さあ寝るぞ」とばかりに、はじめから突っ伏

している学生も確実に増えてきました。�

　こうした現代の若者の「わけのわからなさ」は私たちを

いらだたせます。ここで、彼らに対する軽蔑や憎悪の念を募

らせても何も解決しません。しかし一方で、古代ギリシアの

昔から「いまの若い者はなっとらん」という言説はあったよ

うだよ、と物わかりの良い顔をしてやりすごしてしまうのも、

どうかなと思います。なるほど世代間の諍いという事態は、

歴史を超えたものかもしれません。しかし、若者の「問題行

動」とされるものの中身は、時代の症候とでも言うべきも

のをそれぞれ反映しているはずです。学生が大学教育の目

的を全うできるよう、その症候を分析し理性的に対応を考

えることが、私たちの務めではないでしょうか。�

　速水敏彦教授（名古屋大学大学院 教育発達科学研究科）

の手になる本書は、傍若無人に映る若者の行動の背後にあ

る心性を「仮想的有能感」と名づけています。これは、他の

論者によって「根拠のない楽天主義」とか「消極的自己高揚」

とも呼ばれてきました。筆者は、この仮想的有能感の構造

とメカニズムを、ご自身の心理学的研究の成果を援用しな

がら解き明かしていきます。仮想的有能感の持ち主におい

て、自尊感情の低さと他者軽視がどのようにして共存する

ことになるのかが解明され、個人的出来事ではキレやすい

のに社会的出来事には無反応であるとか、お涙ちょうだい

の映画や小説に惹かれるといった、若者たちの心性が構造

的に解き明かされていきます。本書は、若者の「問題行動」

についての理性的検討を開始するための好個の一冊です。

ぜひ一読をおすすめします。　　　　　　　（戸田山 和久）�
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Curriculum Glossary

カリキュラム（Curriculum）�

カリキュラムにまつわる用語集�

　日本語で「教育課程」とも訳されるカリキュラム（curriculum）は、「自分の歩む進路、

走路、流れ」を意味するラテン語のクレレ（currere）を語源にもつといわれています。カ

リキュラムは、ある教育機関の教育理念や目標を具体的な教育活動の全体計画とし

て表したものであるといえます。学習の主体である学生にとっては、何がどの時期に学

習できるのかを知るための枠組みであり、入学から卒業までの学習行動の指針になりま

す。その指針は、単に時間割といった狭い意味に限定されません。個々のプログラムや

コース、授業の枠組みを示すとともに、多次元にわたる学習内容と達成基準を含んだ

空間的、時間的な広がりを持った地図のようなものです。�

　名古屋大学は学士課程の「四年一貫教育」体制を謳っています。その実現には、

基礎教育および教養教育を担う全学教育の科目と専門教育を担う学部の科目のす

べてが、教育目標の達成にむけて、学習者の視点から体系的にみえるように設計され、

その設計思想が全教職員に共有されることが必要になります。そのためには、名古屋

大学の教育にかかわる人たちが、まずはカ

リキュラムに関わる用語やシステムについ

て知っておくことが第一歩となるでしょう。

このコラムでは、そうした関連用語やシステ

ムを「カリキュラム・グローサリー」としてご

紹介し、名古屋大学におけるカリキュラム

をめぐる対話の促進に役立ちたいと考え

ています。　　　　　　　　（鳥居 朋子）�


